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夏
目
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石
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情
美
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武
田
充
啓

『
草
枕
』
は
、
一
九
○
六
（
明
治
三
十
九
）
年
九
月
、
雑
誌
「
新
小
説
」
に
発
表
さ
れ
た

中
編
小
説
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
『
草
枕
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
作

者
自
身
に
よ
る
解
説
が
あ
る
。

「
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
」
と
は
、
「
人
生
の
真
相
を
味
は
せ
る
」
た
め
に
「
汚
い
も
の
」

を
も
平
気
で
写
す
よ
う
な
小
説
の
こ
と
で
あ
り
、
漱
石
は
、
自
分
の
「
草
枕
」
は
「
人
生
の

苦
を
忘
れ
て
、
慰
籍
す
る
」
こ
と
に
重
き
を
お
い
た
「
美
を
生
命
と
す
る
」
作
品
だ
、
と
強

調
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
小
説
だ
か
ら
こ
そ
、
「
普
通
の
小
説
」
に
あ
る
は
ず

の
「
プ
ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
引
用
文
の
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
で
つ
な
が
れ

た
前
後
の
文
章
が
、
原
因
と
結
果
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
目
的
と
手
段
の
関
係
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
草
枕
」
が
「
美
」
を
伝
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
た

め
に
（
原
因
）
、
「
プ
ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
」
小
説
が
で
き
あ
が
っ
た

（
結
果
）
、
と
い
う
よ
り
は
、
「
草
枕
』
の
「
目
的
」
（
「
美
」
を
伝
え
る
）
を
達
成
す
る
た
め

に
、
事
前
に
「
プ
ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
」
と
い
う
方
法
が
「
手
段
」

と
し
て
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
草
枕
」
に
話
の
筋
の
よ
う
な
も
の
が
全
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

「
非
人
情
」
の
旅
に
出
た
画
工
が
、
那
古
井
の
温
泉
で
宿
の
那
美
に
出
会
い
、
彼
女
の
言
動

に
接
し
な
が
ら
、
自
分
の
理
想
と
す
る
画
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
物
語
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
人
公
で
あ
る
二
人
は
、
旅
人
と
宿
の
女
と
い

う
そ
の
関
係
を
最
後
ま
で
保
ち
続
け
て
、
少
し
も
変
化
を
見
せ
な
い
ま
ま
、
小
説
は
結
末
に

い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
草
枕
」
は
、
や
は
り
「
事
件
の
発
展
」
の
な
い
小
説
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

私
の
『
草
枕
』
は
、
こ
の
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全
く
反
対
の
意
味
で
書
い
た
の

で
あ
る
。
唯
一
種
の
感
じ
、
ｌ
美
し
い
感
じ
が
読
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。

そ
れ
以
外
に
何
も
特
別
な
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
プ
ロ
ッ
ト
も
無

け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
。
（
『
余
が
「
草
枕
」
』
①
）

－1－
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こ
の
画
工
に
よ
る
〈
非
人
情
美
学
〉
の
実
践
を
見
届
け
る
た
め
に
は
、
画
工
が
「
草
枕
」

に
お
い
て
担
っ
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
目
配
り
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
画
工
が
「
草
枕
」
に
お
い
て
果
た
す
役
割
は
、
た
ん
に
そ
の
話
の
引
き
回
し
役
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ま
少
し
複
雑
で
あ
る
。
彼
は
旅
行
中
に
出
会
う
出
来
事
や
人
物
を

「
見
立
て
」
の
発
想
で
見
物
し
よ
う
と
す
る
観
察
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
対
象
を
た
だ

眺
め
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
絵
や
詩
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
実
作
者
で
あ
り
、

さ
ら
に
古
今
東
西
に
わ
た
る
そ
の
芸
術
的
教
養
に
支
え
ら
れ
た
自
ら
の
趣
味
や
見
識
を
披
瀝

践
）
に
ど
う
応
え
て
い
く
の
《

い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

画
工
が
「
観
察
者
、
芸
術
家
、
実
行
者
、
批
判
者
」
と
い
っ
た
「
何
重
も
の
役
割
を
負
わ

さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
清
水
孝
純
氏
②
で
あ
る
が
、
氏
が
論
及
す
る
よ
う
に
、

し
て
倦
ま
な
い
批
評
家
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
画
工
と
那
美
さ
ん
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
小
説
の
読
み
方
に
関
す
る
や
り
と
り

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
芸
術
に
対
す
る
姿
勢
の
み
な
ら
ず
、
画
工
の
自
然
や

人
事
に
対
す
る
考
え
方
や
態
度
と
い
っ
た
も
の
を
、
読
者
は
読
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
を
一
言
で
言
え
ば
、
〈
非
人
情
美
学
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は
、
画
工
が
表
明

す
る
〈
非
人
情
美
学
〉
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
彼
が
自
ら
の
課
題
（
〈
非
人
情
美
学
〉
の
実

践
）
に
ど
う
応
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
興
味
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
『
草
枕
」
を
読
み
進
め
て

「
真
」
よ
り
は
「
美
」
を
伝
え
る
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
、
事
件
ら
し
い
事
件
の
な
い
小

説
。
で
は
読
者
は
、
そ
ん
な
『
草
枕
』
に
い
っ
た
い
何
を
読
む
こ
と
に
な
る
の
か
。

＆
か
き

「
全
く
で
す
。
画
工
だ
か
ら
、
小
説
な
ん
か
初
め
か
ら
仕
舞
迄
読
む
必
要
は
な
い
ん

で
す
。
け
れ
ど
も
、
ど
こ
を
読
ん
で
も
面
白
い
の
で
す
。
あ
な
た
と
話
を
す
る
の
も
面

白
い
。
こ
魁
へ
逗
留
し
て
居
る
う
ち
は
毎
日
話
を
し
た
い
位
で
す
。
な
ん
な
ら
あ
な
た

に
惚
れ
込
ん
で
も
い
狂
。
さ
う
な
る
と
猶
面
白
い
。
然
し
い
く
ら
惚
れ
て
も
あ
な
た
と

夫
婦
に
な
る
必
要
は
な
い
ん
で
す
。
惚
れ
て
夫
婦
に
な
る
必
要
が
あ
る
う
ち
は
、
小
説

を
初
か
ら
仕
舞
迄
読
む
必
要
が
あ
る
ん
で
す
」

「
す
る
と
不
人
情
な
惚
れ
方
を
す
る
の
が
画
工
な
ん
で
す
ね
」

「
不
人
情
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
非
人
情
な
惚
れ
方
を
す
る
ん
で
す
。
小
説
も
非
人
情

で
読
む
か
ら
、
筋
な
ん
て
ど
う
で
も
い
Ｌ
ん
で
す
。
か
う
し
て
、
御
籔
を
引
く
や
う
に
、

ぱ
っ
と
開
け
て
、
開
い
た
所
を
、
漫
然
と
読
ん
で
る
の
が
面
白
い
ん
で
す
」
（
九
）

〈
見
る
〉
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
実
際
に
〈
描
く
〉
こ
と
ま
で
は
で
き
な
く
て
よ
い
。
そ
の

げ
う
８
こ
ん
だ
く

「
心
眼
に
」
「
澆
季
掴
濁
の
俗
界
を
清
く
う
ら
Ｌ
か
に
収
め
得
れ
ば
足
る
」
（
一
）
。
画
工
は
、

画
工
が
何
よ
り
〈
見
る
〉
人
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
文
章
を
見
れ
ば
瞭

然
で
あ
る
。

そ
う
し
た
複
数
の
役
割
の
た
め
に
、
画
工
の
〈
非
人
情
美
学
〉
の
実
践
が
、
読
者
に
と
っ
て

か
な
り
見
通
し
の
わ
る
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
画
工
の
引
き
受
け
る
複
数
の
役
割
が
、
「
世
間
普
通
に
云
ふ
小
説
」
で
は
な
い

『
草
枕
」
に
お
い
て
も
、
や
は
り
氏
の
い
う
よ
う
に
「
相
い
れ
な
い
」
「
相
対
立
す
る
」
も
の

で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
役
割
が
彼
の
〈
非
人
情
美
学
〉
と
ど
う
関
係
す
る

の
か
に
つ
い
て
は
、
画
工
の
〈
非
人
情
美
学
〉
と
そ
の
実
践
に
則
し
て
、
個
別
に
詳
し
く
検

討
し
直
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

小
論
に
お
け
る
こ
の
画
工
の
役
割
の
再
検
討
と
い
う
課
題
は
、
画
工
の
〈
非
人
情
美
学
〉

を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
と
く
に
そ
の
実
践
と
の
関
係
を
ど
う
読
み
解
い
て
い
く
か
、
と
い
う

問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
論
考
で
は
、
画
工
が
果
た
し
て
い
る
幾
つ
か
の
役

割
の
う
ち
、
現
実
を
絵
と
し
て
眺
め
る
観
察
者
と
し
て
の
側
面
と
、
絵
を
実
際
に
描
こ
う
と

す
る
表
現
者
と
し
て
の
側
面
と
の
、
二
つ
の
側
面
に
と
く
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
二
つ
の
役

割
こ
そ
が
、
〈
非
人
情
美
学
〉
を
支
え
る
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
〈

見
る
〉
こ
と
と
〈
描
く
〉
こ
と
と
の
関
係
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
彼
の
〈
非
人
情
美
学
〉
が

最
終
的
に
貫
か
れ
得
た
の
か
ど
う
か
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
結
末
に
「
成
就
し
た
」
と
さ

れ
る
彼
の
「
胸
中
の
画
面
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
さ
ら
に
那
美
と
の
関
係
を
読
み

解
く
作
業
を
補
足
し
つ
つ
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

一
見
る
男
あ
る
い
は
描
け
な
い
画
工

あ
り
が
た

住
み
に
く
き
世
か
ら
、
住
み
に
く
き
煩
ひ
を
引
き
抜
い
て
、
難
有
い
世
界
を
ま
の
あ
た

り
に
写
す
の
が
詩
で
あ
る
、
画
で
あ
る
。
あ
る
は
音
楽
と
彫
刻
で
あ
る
。
こ
ま
か
に
云

へ
ば
写
さ
な
い
で
も
よ
い
。
只
ま
の
あ
た
り
に
見
れ
ば
、
そ
こ
に
詩
も
生
き
、
歌
も
湧

／
、
。

（
一
）

－ 2 －
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冒
頭
か
ら
、
自
分
が
実
際
に
は
画
を
描
か
な
い
で
終
わ
る
画
工
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
い

る
。

画
工
に
お
い
て
、
〈
見
る
〉
こ
と
の
方
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
る
の
は
、
彼
の
〈
描
く
〉

と
い
う
作
業
が
、
実
際
に
は
、
作
者
が
「
草
枕
』
を
〈
書
く
〉
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
置
き

換
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
画
工
は
登
場
人
物
で
あ
り
、
『
草
枕
」
は
小
説
で
あ
る
。

「
美
し
い
感
じ
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
色
や
形
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
画
工
が
「
難
有
い
世
界
を
ま
の
あ
た
り
に
」
〈
見
る
〉
こ
と
さ
え
で
き
て
い

れ
ば
、
そ
れ
を
「
画
」
に
〈
描
く
〉
こ
と
ま
で
は
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
の
は
、
画
工
の
言

い
訳
と
い
う
よ
り
は
、
作
者
の
言
い
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
事
件
の
発
展
」
の
な
い
小

説
の
読
者
を
結
末
に
ま
で
導
い
て
い
く
方
便
で
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
画
工
が
小
説
の

中
で
実
際
に
画
を
〈
描
く
〉
こ
と
な
ど
は
、
作
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

「
非
人
情
を
し
に
出
掛
け
た
旅
」
（
一
）
に
お
い
て
、
画
工
が
最
初
に
〈
見
る
〉
の
は

「
自
然
」
で
あ
る
。
「
自
然
」
に
接
し
て
「
苦
」
が
な
い
の
は
、
そ
の
景
色
を
．
幅
の
画
と

し
て
観
、
一
巻
の
詩
と
し
て
読
む
か
ら
」
で
あ
り
、
「
人
情
」
を
絡
め
ず
に
〈
見
る
〉
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
一
）
。
そ
し
て
、
こ
の
「
物
は
見
様
で
ど
う
で
も
な
る
」
（
二
）
と

い
う
画
工
の
相
対
主
義
的
な
見
方
が
、
「
人
間
」
を
〈
見
る
〉
と
き
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
。画

工
は
、
〈
見
る
〉
こ
と
の
基
本
姿
勢
と
し
て
、
「
見
立
て
」
と
い
う
態
度
を
思
い
つ
く
。

「
旅
中
に
起
こ
る
出
来
事
」
や
「
旅
中
に
出
逢
ふ
人
間
」
を
「
能
役
者
の
所
作
」
や
「
大
自

然
の
点
景
」
に
「
見
立
て
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
情
の
電
気
が
無
暗
に
双
方
で
起
こ
ら

な
い
様
に
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
「
人
間
」
を
「
画
中
の
人
物
」
と
し
て
し

ま
う
の
は
、
「
利
害
に
気
を
奪
は
れ
な
い
」
で
「
彼
ら
の
動
作
を
芸
術
の
方
面
か
ら
観
察
す

る
」
た
め
で
あ
り
、
「
余
念
も
な
く
美
か
美
で
な
い
か
と
霊
識
す
る
」
（
一
）
た
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
見
立
て
」
は
、
純
粋
に
「
美
的
」
な
も
の
だ
け
を
〈
見
る
〉
た
め
の
、
観
察
上
の

ひ
と
つ
の
手
続
き
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
自
然
」
や
「
人
間
」
を
「
見
立
て
」
に
よ
っ
て
眺
め
る
こ
と
は
、
い
わ
ば

〈
見
る
〉
こ
と
を
水
平
方
向
に
お
い
て
二
重
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
も
ち
ろ

ん
積
極
的
で
意
志
的
な
も
の
で
あ
り
、
努
力
な
し
に
は
続
か
な
い
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
画

工
は
、
自
分
自
身
を
〈
見
る
〉
こ
と
の
対
象
と
す
る
と
き
に
も
や
は
り
「
見
立
て
」
を
試
み
、

そ
の
方
法
と
し
て
の
可
能
性
の
幅
の
大
き
さ
を
示
し
て
見
せ
て
い
る
。

画
工
は
、
ほ
と
ん
ど
「
己
れ
を
忘
れ
尽
く
し
」
な
が
ら
、
し
か
し
「
純
客
観
に
眼
を
つ
く
」

ろ
う
と
す
る
自
分
を
手
放
し
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
〈
見
る
〉
こ
と
が
垂
直
方

向
に
二
重
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
非
人
情
が
ち
と
強
過
ぎ
た
様

だ
」
と
い
う
表
現
は
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
酔
狂
に
も

雨
風
（
Ⅱ
「
自
然
」
）
に
さ
ら
さ
れ
過
ぎ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
画
工
が
自
分
自
身
に
対
し
て
あ
ま
り
に
距
離
を
置
き
過
ぎ
た
こ
と
を
、
し
か
し
、
彼
自

身
が
そ
れ
を
し
っ
か
り
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
見
立
て
」
は
、
「
自
然
」
や
「
人
間
」
を
対
象
と
す
る
と
き

で
あ
れ
、
自
己
自
身
を
対
象
と
す
る
と
き
で
あ
れ
、
水
平
と
垂
直
と
で
そ
の
方
向
に
違
い
は

あ
っ
て
も
、
〈
見
る
〉
こ
と
の
二
重
化
に
よ
る
実
践
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
共
通
し
た
「
方

法
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
「
〈
見
る
〉
こ
と
の

二
重
化
」
と
い
う
方
法
の
内
側
で
、
作
者
に
よ
っ
て
、
制
限
さ
れ
た
画
工
の
〈
描
く
〉
主
体
へ

彼
の
〈
描
く
〉
こ
と
へ
の
欲
望
が
、
生
き
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
画
工
は
、
最
初
か
ら
〈
描
く
〉
こ
と
を
諦
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
峠
の
茶

屋
で
は
、
早
速
写
生
帖
を
開
い
て
婆
さ
ん
や
鶏
を
写
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

画
工
が
、
画
を
実
際
に
描
こ
う
と
し
て
描
け
な
い
の
は
、
こ
の
場
面
だ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
後
、
画
工
が
こ
の
峠
の
茶
屋
の
「
婆
さ
ん

萢
々
た
る
薄
墨
色
の
世
界
を
、
幾
条
の
銀
箭
が
斜
め
に
走
る
な
か
を
、
ひ
た
ぶ
る
に

濡
れ
て
行
く
わ
れ
を
、
わ
れ
な
ら
ぬ
人
の
姿
と
思
え
ば
、
詩
に
も
な
る
、
句
に
も
詠
ま

れ
る
。
有
体
な
る
己
れ
を
忘
れ
尽
し
て
純
客
観
に
眼
を
つ
く
る
時
、
始
め
て
わ
れ
は
画

中
の
人
物
と
し
て
、
自
然
の
景
物
と
美
し
き
調
和
を
保
つ
。
（
中
略
）
初
め
は
帽
を
傾

あ
る
い

け
て
歩
行
た
。
後
に
は
唯
足
の
甲
の
み
を
見
詰
め
て
あ
る
い
た
。
終
り
に
は
肩
を
す
ぼ

め
て
、
恐
る
恐
る
歩
行
た
。
雨
は
満
目
の
樹
梢
を
揺
か
し
て
四
方
よ
り
孤
客
に
逼
る
。

非
人
情
が
ち
と
強
過
ぎ
た
様
だ
。
（
一
）

ゆ
び
さ

余
は
天
狗
岩
よ
り
は
、
腰
を
の
し
て
、
手
を
略
し
て
、
遠
く
向
う
を
指
し
て
い
る
、
袖

無
し
姿
の
婆
さ
ん
を
、
春
の
山
路
の
景
物
と
し
て
恰
好
な
も
の
だ
と
考
へ
た
。
余
が
写

生
帖
を
取
り
上
げ
て
、
今
暫
く
と
い
ふ
途
端
に
、
婆
さ
ん
の
姿
勢
は
崩
れ
た
。
（
二
）

－3－
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に
石
臼
を
挽
か
し
て
見
た
く
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
見
立
て
」
に
よ
っ

て
〈
見
る
〉
こ
と
の
枠
を
越
え
て
、
画
工
の
〈
描
く
〉
こ
と
へ
の
欲
望
が
か
な
り
露
出
し
て

い
る
場
面
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
画
工
が
現
実
世
界
を
「
写
す
」
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
を
変
更

し
て
で
も
、
自
分
の
理
想
と
す
る
美
の
世
界
を
現
出
さ
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
窺
え
る
の

で
あ
る
。

〈
描
く
〉
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
画
工
は
、
し
ば
し
ば
詩
作
に
転
じ
、
そ
の
企
て
は
た
い
て

い
は
途
中
で
投
げ
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
那
美
に
邪
魔
さ
れ
、
と
き
に
は
成
功
し
た
り
も
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
が
遠
い
昔
の
記
憶
を
蘇
ら
せ
る
場
面
が
幾
度
か
あ
る

（
七
）
（
十
一
）
（
十
二
）
。
こ
の
画
工
に
よ
る
過
去
の
想
起
も
、
彼
が
画
を
〈
描
く
〉
こ
と
を

禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
画
工
の
幼
少
期
の
記
憶
に
つ
い
て
は
、
那

美
像
と
の
対
応
を
安
藤
久
美
子
氏
が
指
摘
し
て
い
る
③
が
、
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
、
画

工
が
、
画
を
〈
描
く
〉
こ
と
を
代
償
に
、
記
憶
の
世
界
に
遊
ん
で
い
る
か
に
見
え
る
点
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
画
工
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
過
去
は
、
幼
少
期
の
も
の
に
限
ら
な
い
。
三

本
松
の
記
憶
（
七
）
に
お
い
て
は
、
「
子
供
心
に
好
い
心
持
ち
」
に
な
っ
た
こ
と
が
、
円
覚

寺
の
坊
主
に
関
す
る
記
憶
（
十
一
）
で
は
、
「
気
分
が
晴
々
し
た
」
こ
と
が
、
木
瓜
の
花
に

ま
つ
わ
る
記
憶
（
十
二
）
に
お
い
て
は
、
「
其
時
分
の
方
が
余
程
出
世
間
的
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
思
い
返
さ
れ
て
、
木
瓜
を
見
つ
め
て
い
る
画
工
は
、
や
は
り
「
い
私
心
持

ち
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
過
去
の
想
起
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
「
心
か
ら
う
れ
し

く
感
じ
た
」
り
、
無
邪
気
に
「
楽
ん
だ
」
り
が
素
直
に
で
き
て
い
る
、
画
工
の
脱
俗
的
な

「
心
持
ち
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
心
持
ち
」
に
「
見
立
て
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に

画
を
〈
描
く
〉
こ
と
の
代
わ
り
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
過
去
の
想
起
も
ま

た
、
一
種
の
〈
見
る
〉
こ
と
の
二
重
化
で
あ
り
、
画
工
は
相
変
わ
ら
ず
〈
描
く
〉
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
の
、
彼
の
〈
非
人
情
美
学
〉
と
結
び
つ
い
た
〈
描
く
〉
欲
望
、
〈
描
く
〉
主
体

は
、
そ
の
「
見
立
て
」
と
い
う
方
法
の
う
ち
に
見
え
隠
れ
し
つ
つ
、
し
か
し
確
実
に
生
き
延

び
て
い
る
の
で
あ
る
。

画
工
の
〈
非
人
情
美
学
〉
が
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
幅
を
も
つ
も
の
な
の
か
。
対
象
に

二
〈
非
人
情
美
学
〉
の
幅

（
「
自
然
」
の
叙
景
か
ら
「
心
持
ち
」
の
表
現
ま
で
）

秋
山
氏
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
職
の
美
の
場
合
、
対
象
と
の
『
同
化
」
が
実

現
し
そ
こ
に
美
が
醸
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
『
何
事
を
も
考
へ
て
居
ら
ぬ
』
「
見
て
居
ら
ぬ
』
、

〈
見
る
〉
視
点
の
放
棄
が
前
提
に
な
る
」
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

〈
見
る
〉
視
点
を
放
棄
し
た
自
身
を
し
か
し
「
見
て
居
ら
ぬ
」
と
描
写
し
続
け
て
い
る
主
体

で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
見
る
〉
視
点
を
放
棄
し
た
主
体
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
自
体
を
「
写
す
」

視
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
、
先
に
も
見
た
、
画
工
の
〈
描
く
〉
欲
望
に
支
え
ら
れ
た
、
〈
見
る
〉
こ
と
の
二
重
化

に
よ
る
「
写
す
」
視
点
の
確
保
に
こ
そ
、
「
写
生
」
の
ス
タ
ン
ス
は
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

対
し
て
距
離
を
と
り
、
客
観
的
に
事
象
を
観
察
す
る
立
場
と
、
対
象
と
同
化
し
、
主
体
が
対

た
の
し
み

象
と
不
分
明
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
「
窃
然
と
し
て
名
状
し
が
た
い
楽
」
（
六
）
を
感
じ

て
、
そ
の
状
態
に
身
を
委
ね
て
い
る
よ
う
な
立
場
と
が
、
双
方
と
も
に
〈
非
人
情
美
学
〉
の

枠
内
に
収
ま
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
。
以
下
、
本
章
で
は
こ
の
問
題
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
秋
山
公
男
氏
は
、
『
草
枕
」
に
は
「
非
人
情
美
」
の
枠
を
超
え
た
、
そ
れ
と

は
別
種
の
「
朧
の
美
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
④
。
氏
は
、
「
非
人
情
美
学
の
基

本
的
な
立
場
は
、
自
他
の
間
に
距
離
（
「
隔
て
」
）
を
置
い
た
、
対
外
的
・
対
他
的
視
点
の
設

定
」
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
「
朧
の
美
」
は
「
対
象
と
の
距
離
を
喪
失
し
、

朧
な
周
囲
の
情
景
と
同
化
し
」
「
意
識
も
明
覚
を
失
い
朧
な
溶
解
状
態
に
あ
る
」
主
体
に
よ
っ

て
叙
景
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
の
対
比
の
軸
は
、
主
体
と
対
象
と
の
距
離
の
あ
る
／
な
し
で
あ

り
、
〈
見
る
〉
視
点
の
確
保
／
放
棄
の
問
題
で
あ
る
。

余
は
明
か
に
何
事
を
も
考
へ
て
居
ら
ぬ
。
又
は
慥
か
に
何
物
を
も
見
て
居
ら
ぬ
。
わ

が
意
識
の
舞
台
に
著
る
し
き
色
彩
を
以
て
動
く
も
の
が
な
い
か
ら
、
如
何
な
る
事
物
に

同
化
し
た
と
も
云
へ
ぬ
。
さ
れ
ど
も
吾
は
動
い
て
居
る
。
世
の
中
に
動
い
て
も
居
ら
ぬ
、

世
の
外
に
も
動
い
て
居
ら
ぬ
。
只
何
と
な
く
動
い
て
居
る
。
花
に
動
く
に
も
あ
ら
ず
、

烏
に
動
く
に
も
あ
ら
ず
、
人
間
に
対
し
て
動
く
に
も
あ
ら
ず
、
只
枕
惚
と
動
い
て
居
る
。

（
一
ハ
）

写
生
文
家
は
自
己
の
精
神
の
幾
分
か
を
割
い
て
人
事
を
視
る
。
余
す
所
は
常
に
遊
ん

－4－
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こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
写
生
文
家
」
の
態
度
は
、
画
工
の
〈
非
人
情
美
学
〉
の
姿
勢
と

重
な
っ
て
い
る
。
画
工
は
、
「
写
生
文
家
」
の
よ
う
に
、
〈
見
る
〉
視
点
を
放
棄
し
て
し
ま
っ

て
い
る
自
分
を
、
し
か
し
「
写
さ
る
弘
彼
」
と
し
て
観
察
し
、
決
し
て
「
写
す
我
」
「
我
の

見
地
」
を
捨
て
き
っ
て
い
な
い
。
対
象
と
同
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
自
身
を
な
お
、

「
大
人
が
小
児
を
視
る
如
き
立
場
」
（
『
写
生
文
』
）
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
己
の

心
的
行
動
を
叙
」
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
画
工
の
〈
非
人
情
美
学
〉
の
基
本
的
立
場
は
、
「
自
然
」
で
あ
れ
、
「
人
間
」
で

あ
れ
「
自
己
」
で
あ
れ
、
そ
の
対
象
の
如
何
を
問
わ
ず
、
ま
た
そ
の
対
象
と
の
距
離
の
遠
近

深
浅
を
も
問
わ
ず
、
自
在
に
「
動
き
」
つ
つ
、
〈
見
る
〉
こ
と
の
二
重
化
の
も
と
に
お
い
て

「
写
す
」
視
点
を
把
持
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
次
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
画
工
が
鏡
が
池
に
来
て
、
池
の
中
の
水
草
を
の

ぞ
き
込
む
場
面
で
あ
る
。

で
ゐ
る
。
遊
ん
で
ゐ
る
所
が
あ
る
以
上
は
、
写
す
我
と
写
さ
る
Ｌ
彼
と
の
間
に
一
致
す

る
所
と
同
時
に
離
れ
て
居
る
局
部
が
あ
る
と
云
ふ
意
味
に
な
る
。
全
部
が
ぴ
た
り
と
一

致
せ
ぬ
以
上
は
写
さ
れ
る
彼
に
な
り
切
っ
て
、
彼
を
写
す
訳
に
は
行
か
ぬ
。
依
然
と
し

て
彼
我
の
境
地
を
有
し
て
、
我
の
見
地
か
ら
彼
を
描
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
に
於
い
て
写

生
文
家
の
描
写
は
多
く
の
場
合
に
於
い
て
客
観
的
で
あ
る
。
（
中
略
）
／
此
故
に
写
生

文
家
は
自
己
の
心
的
行
動
を
叙
す
る
際
に
も
矢
張
り
同
一
の
筆
法
を
用
ゐ
る
。

（
『
写
生
文
』
⑤
）

し
と
ね

余
は
草
を
菌
に
太
平
の
尻
を
そ
ろ
り
と
卸
し
た
。
こ
こ
な
ら
ば
、
五
、
六
日
斯
う
し

た
な
り
動
か
な
い
で
も
、
誰
も
苦
情
を
持
ち
出
す
気
遣
は
な
い
。
自
然
の
難
有
い
と
こ

ろ
は
こ
団
に
あ
る
。
（
中
略
）
席
を
ず
ら
せ
て
段
々
水
際
迄
出
て
見
る
。
余
が
菌
は
天

然
に
池
の
な
か
に
、
な
が
れ
込
ん
で
、
足
を
浸
せ
ば
生
温
い
水
に
つ
く
か
も
知
れ
ぬ
と

云
ふ
間
際
で
、
と
ま
る
。
水
を
覗
い
て
見
る
。

眼
の
届
く
所
は
さ
ま
で
深
さ
う
に
も
な
い
。
底
に
は
細
長
い
水
草
が
、
往
生
し
て
沈

ん
で
居
る
。
余
は
往
生
と
云
ふ
よ
り
外
に
形
容
す
べ
き
言
葉
を
知
ら
ぬ
。
岡
の
薄
な
ら

廃
く
こ
と
を
知
っ
て
居
る
。
藻
の
草
な
ら
ば
誘
う
波
の
情
け
を
待
つ
。
百
年
待
っ
て
も

動
き
さ
う
も
な
い
、
水
の
底
に
沈
め
ら
れ
た
此
水
草
は
、
動
く
べ
き
凡
て
の
姿
勢
を
調

へ
て
、
朝
な
夕
な
に
、
弄
ら
る
竪
期
を
、
待
ち
暮
ら
し
、
待
ち
明
か
し
、
幾
代
の
思
を

（
マ
マ
）

ほ
ぼ
同
じ
箇
所
を
引
い
て
、
「
『
余
』
は
藻
の
草
が
『
波
の
情
け
を
待
つ
』
よ
う
に
美
那
を

待
っ
て
い
る
」
と
読
ん
だ
の
は
、
Ｗ
・
バ
ー
ト
ン
氏
で
あ
る
⑥
。
氏
は
、
「
自
然
」
を
対
象

と
し
た
こ
れ
ら
叙
景
の
中
に
、
画
工
の
自
己
投
影
（
描
写
対
象
と
の
感
情
の
結
合
）
が
見
ら

れ
る
と
し
、
や
は
り
「
非
人
情
」
と
は
「
正
反
対
」
の
立
場
に
移
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

氏
の
考
え
の
基
盤
に
あ
る
の
も
、
「
非
人
情
」
は
「
作
家
が
芸
術
の
対
象
と
の
距
離
を
も
つ

こ
と
」
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
水
草
が
画
工
の
「
自
己
投
影
」
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
那
美
に
「
見
立
て
」
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、
そ
れ
こ
そ
「
見
様
で
ど
う

で
も
な
る
」
の
で
あ
る
。
二
重
化
さ
れ
た
視
線
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
那
美
で

あ
れ
、
自
己
自
身
で
あ
れ
、
そ
れ
を
ど
う
「
人
情
」
や
「
利
害
」
か
ら
離
れ
て
「
美
的
」
に

と
ら
え
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
〈
非
人
情
美
学
〉
の
要
点
は
そ
こ
に
あ
る
。

右
に
引
い
た
場
面
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
描
写
の
対
象
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か

で
は
な
く
、
描
写
し
よ
う
と
し
て
〈
見
る
〉
人
、
す
な
わ
ち
観
察
者
で
あ
る
画
工
の
「
動
き
」

に
あ
る
。
画
工
は
ま
ず
、
草
の
上
に
腰
を
下
ろ
す
。
そ
う
し
て
彼
は
、
水
草
を
観
察
す
る
前

に
、
ま
る
で
自
分
自
身
が
そ
の
水
草
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
姿
勢
を
先
取
り
し
て
じ
っ

と
「
動
か
な
い
」
。
そ
れ
か
ら
彼
は
「
段
々
水
際
迄
」
近
づ
き
、
は
じ
め
て
池
の
中
を
覗
き

込
む
。
「
動
か
な
い
」
水
草
を
確
認
し
た
画
工
は
、
そ
の
あ
と
「
立
ち
上
が
っ
て
」
「
石
を
二

つ
拾
っ
て
」
「
功
徳
に
な
る
と
思
っ
た
か
ら
、
目
の
先
へ
、
一
つ
拠
り
込
」
み
、
さ
ら
に

「
今
度
は
思
い
切
っ
て
、
懸
命
に
真
ん
中
へ
投
げ
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
示
さ
れ

て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
同
化
に
近
い
と
い
え
る
も
の
か
ら
客
観
的
と
い
っ
て
よ
い
姿
勢
ま

で
の
、
あ
る
い
は
見
る
だ
け
の
観
察
者
か
ら
現
実
的
な
接
触
も
辞
さ
な
い
実
行
者
と
し
て
ま

で
の
、
対
象
に
対
す
る
自
在
な
距
離
の
取
り
方
で
あ
り
、
自
在
な
関
わ
り
方
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
。

画
工
は
、
た
ん
に
〈
見
る
〉
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
〈
動
く
〉
人
で
も
あ
る
。
し
か
し

そ
の
こ
と
は
、
彼
の
「
非
人
情
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
の
崩
れ
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
「
動

く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
画
工
は
「
人
情
」
や
「
利
害
」
の
誘
惑
か
ら
逃
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
対
象
と
の
距
離
や
関
わ
り
方
を
自
在
に
変
え
る
画
工
の
「
動
き
」
は
、
逆
に
彼
の

「
非
人
情
」
を
保
証
す
る
の
で
あ
り
、
彼
の
〈
非
人
情
美
学
〉
は
、
距
離
を
置
い
た
「
自
然
」

の
叙
景
か
ら
ほ
と
ん
ど
距
離
な
し
で
対
象
と
同
化
し
て
い
る
自
己
の
「
心
持
ち
」
の
表
現
に

茎
の
先
に
寵
め
な
が
ら
、
今
に
至
る
迄
遂
に
動
き
得
ず
に
、
又
死
に
切
れ
ず
に
、
生
き

て
居
る
ら
し
い
。
（
十
）
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次
に
、
那
美
と
画
工
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
旅
の
は
じ
め
に
は
、
様
々
な
対

象
に
拡
散
し
て
い
た
画
工
の
〈
描
く
〉
欲
望
は
、
那
美
に
出
逢
っ
て
彼
女
と
接
し
て
い
く
間

に
、
ほ
ぼ
そ
の
対
象
を
那
美
に
集
中
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
と
最
終
的
に
画

工
が
自
分
自
身
の
「
心
持
ち
」
を
画
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
の
関
係
を
読
み
解
く
こ
と
が
、

以
下
の
課
題
で
あ
る
。

那
美
は
、
早
く
か
ら
『
草
枕
』
に
登
場
す
る
。
画
工
が
那
古
井
へ
と
向
か
う
峠
の
茶
屋
で
、

茶
屋
の
婆
さ
ん
と
馬
子
の
源
兵
衛
と
が
交
わ
す
会
話
の
中
に
「
那
古
井
の
嬢
さ
ま
」
「
志
保

田
の
嬢
様
」
と
し
て
出
て
く
る
。
画
工
は
彼
ら
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
「
こ
の
景
色
は
画
に

も
な
る
、
詩
に
も
な
る
」
と
考
え
、
取
り
出
し
た
写
生
帖
に
「
花
の
頃
を
越
え
て
か
し
こ
し

馬
に
嫁
」
と
書
き
付
け
る
。
し
か
し
、
画
工
の
「
心
の
う
ち
に
」
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
女
の

衣
装
で
あ
り
髪
で
あ
り
馬
で
あ
り
桜
で
あ
っ
て
、
「
花
嫁
の
顔
だ
け
は
、
ど
う
し
て
も
思
ひ

つ
け
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（
二
）
。

那
美
は
、
最
初
か
ら
顔
の
な
い
女
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
女
が

の
ち
に
「
自
己
」
を
失
っ
た
存
在
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
の
だ
が
、
同

時
に
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
以
下
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
画
工
自
身
が
そ
の
「
自
己
」
と
の
出

会
い
を
求
め
る
気
持
ち
を
潜
在
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
目
に
し
た
那
美
の
表
情
は
、
画
工
が
今
ま
で
に
「
見
た
事
が
な
い
」
も
の
で
あ
っ

た
。 い

た
る
ま
で
、
〈
見
る
〉
こ
と
を
二
重
化
さ
せ
、
つ
ね
に
「
写
す
」
視
点
を
失
わ
な
い
画
工

に
よ
っ
て
、
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
顔
の
な
い
女
あ
る
い
は
〈
あ
い
だ
〉
を
生
き
る
人

元
来
は
静
で
あ
る
べ
き
大
地
の
一
角
に
陥
欠
が
起
っ
て
、
全
体
が
思
は
ず
動
い
た
が
、

動
く
は
本
来
の
性
に
背
く
と
悟
っ
て
、
力
め
て
往
昔
の
姿
に
も
ど
ら
う
と
し
た
の
を
、

平
衡
を
失
っ
た
機
勢
に
制
せ
ら
れ
て
、
心
な
ら
ず
も
動
き
つ
ぎ
け
た
今
日
は
、
や
け
だ

か
ら
無
理
で
も
動
い
て
見
せ
る
と
云
は
い
許
り
の
有
様
が
ｌ
そ
ん
な
有
様
が
も
し
あ

る
と
す
れ
ば
丁
度
此
女
を
形
容
す
る
事
が
出
来
る
。
（
三
）

「
口
も
聞
か
ぬ
。
傍
目
も
触
ら
ぬ
」
那
美
が
「
夜
と
昼
と
の
境
を
あ
る
い
て
居
る
」
。
彼

女
は
、
「
半
ば
あ
の
世
へ
足
を
踏
み
込
」
み
な
が
ら
「
夢
」
と
「
う
っ
Ｌ
」
の
あ
い
だ
を

「
寂
然
と
し
て
歩
行
て
行
く
」
。
そ
し
て
画
工
の
目
は
、
こ
の
と
き
、
「
窃
然
と
し
て
名
状
し

た
の
し
み

が
た
い
楽
」
を
も
た
ら
し
た
あ
の
特
別
な
〈
同
化
〉
の
体
験
（
六
）
を
、
い
わ
ば
外
か
ら
、

垂
直
に
で
は
な
く
水
平
方
向
に
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
あ
る
も
の
は
只
心
持
ち
で
あ
る
。

此
心
持
ち
を
、
ど
う
あ
ら
は
し
た
ら
画
に
な
る
だ
ら
う
ｌ
否
此
心
持
ち
を
如
何
な
る
具
体

を
籍
り
て
、
人
の
合
点
す
る
様
に
髻
巽
せ
し
め
得
る
か
宮
問
題
で
あ
る
」
（
六
）
。

こ
の
問
題
は
、
〈
見
る
〉
こ
と
の
垂
直
方
向
へ
の
二
重
化
を
、
水
平
方
向
に
変
換
さ
せ
る

に
適
当
な
「
具
体
」
を
う
ま
く
発
見
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
画
工
は
、
こ
の

課
題
に
対
し
て
、
「
不
思
議
な
歩
行
を
っ
図
け
る
」
那
美
を
「
写
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
応

じ
て
い
る
。
「
如
何
な
る
事
物
に
同
化
し
た
と
も
云
へ
ぬ
。
さ
れ
ど
も
吾
は
動
い
て
居
る
。

世
の
中
に
動
い
て
も
居
ら
ぬ
、
世
の
外
に
も
動
い
て
居
ら
ぬ
。
只
何
と
な
く
動
い
て
居
る
。

花
に
動
く
に
も
あ
ら
ず
、
烏
に
動
く
に
も
あ
ら
ず
、
人
間
に
対
し
て
動
く
に
も
あ
ら
ず
、
只

晄
惚
と
動
い
て
居
る
」
（
六
）
。
こ
れ
は
、
画
工
の
〈
同
化
〉
の
「
心
理
状
態
」
（
同
）
を
写

し
た
文
章
で
あ
る
が
、
那
美
の
行
動
を
叙
述
す
る
言
葉
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
違
和
感
な
く

読
め
る
の
で
あ
る
。

「
本
来
」
は
「
動
か
な
い
」
は
ず
の
女
が
、
無
理
に
「
動
い
て
」
い
る
。
「
不
仕
合
な
女

に
違
な
い
」
と
口
に
す
る
画
工
の
関
心
は
、
し
か
し
那
美
の
「
不
幸
」
の
原
因
や
背
景
よ
り

も
、
彼
女
の
そ
の
「
動
か
静
か
」
は
っ
き
り
し
な
い
表
情
や
「
悟
り
と
迷
」
を
「
同
居
」
さ

せ
た
よ
う
な
奇
態
な
行
動
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
あ
る
（
三
）
。

た
と
え
ば
画
工
の
目
は
、
振
り
袖
姿
で
夕
暮
れ
の
宿
の
縁
側
を
何
度
も
往
き
っ
戻
り
っ
す

る
那
美
を
と
ら
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
画
工
は
、
そ
れ
が
那
美
の
「
芝
居
」
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
意
識
的
で
あ

せ

う
ろ
た
へ

刻
々
と
逼
る
影
を
、
す
か
し
て
見
る
と
女
は
萠
然
と
し
て
、
焦
き
も
せ
ず
、
狼
狽
も

せ
ず
、
同
じ
程
の
歩
調
を
以
て
、
同
じ
所
を
俳
個
し
て
居
る
ら
し
い
。
身
に
落
ち
か
出

る
災
を
知
ら
ぬ
と
す
れ
ば
無
邪
気
の
極
で
あ
る
。
知
っ
て
、
災
と
思
は
ぬ
な
ら
ば
物
凄

す
ま
ひ

う
ち

い
・
黒
い
所
が
本
来
の
住
居
で
、
し
ば
ら
く
の
幻
影
を
、
元
の
侭
な
る
冥
漠
の
裏
に
収

か
ん
せ
い

め
れ
ば
こ
そ
、
か
や
う
に
間
覗
の
態
度
で
、
有
と
無
の
間
に
道
遥
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。

（
｛
ハ
）
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る
。
し
か
し
画
工
は
、
「
あ
の
女
は
家
の
な
か
で
、
常
住
芝
居
を
し
て
居
る
。
し
か
も
芝
居

を
し
て
居
る
と
は
気
が
つ
か
ん
。
自
然
天
然
に
芝
居
を
し
て
居
る
」
「
自
分
で
う
つ
く
し
い

芸
を
し
て
見
せ
る
と
云
ふ
気
が
な
い
丈
に
役
者
の
所
作
よ
り
も
猶
う
つ
く
し
い
」
と
評
価
し

て
見
せ
る
の
で
あ
る
（
十
二
）
。
画
工
が
「
あ
の
女
の
御
蔭
で
画
の
修
行
が
大
分
出
来
た
」

（
同
）
と
い
う
の
は
、
「
自
然
」
と
「
芝
居
」
と
の
あ
い
だ
を
生
き
る
那
美
の
「
所
作
」
の
う

ち
に
、
「
利
害
」
を
離
れ
た
彼
女
の
「
美
的
生
活
」
（
同
）
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
は
や
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
那
美
は
〈
あ
い
だ
〉
を
生
き
る
人
で
あ
る
。
彼
女
は

動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
し
か
し
実
は
二
つ
の
も
の
の
〈
あ
い
だ
〉
を
往
き
っ
戻
り
っ

し
て
い
る
だ
け
の
「
動
け
な
い
」
女
な
の
で
あ
る
。
那
美
の
「
不
幸
」
は
、
こ
こ
に
あ
る
。

彼
女
が
「
動
け
な
い
」
原
因
は
、
様
々
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
画
工
は
そ
の
背
景
を

積
極
的
に
探
ろ
う
と
は
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
自
ら
が
体
験
し
た
「
自
然
」
と
の
特
別
な
〈

同
化
〉
の
「
心
持
ち
」
を
、
彼
女
の
「
表
情
」
や
「
所
作
」
と
い
っ
た
、
そ
の
表
面
に
お
い

た
の
し
み

て
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
と
き
画
工
の
〈
同
化
〉
の
「
楽
」
と
、
那
美

ふ
Ｌ
は
せ

の
〈
あ
い
だ
〉
を
生
き
る
「
不
仕
合
」
と
で
は
、
あ
ま
り
に
も
違
い
が
大
き
す
ぎ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ば
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
対
象
と
ほ
と
ん
ど
〈
同
化
〉
し
て

い
る
か
に
見
え
て
、
画
工
の
「
写
す
」
視
点
は
確
保
さ
れ
、
〈
描
く
〉
欲
望
が
生
き
延
び
て

い
た
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
那
美
に
は
「
自
然
天
然
に
芝
居
」
と
い
う
生
き
方
が
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
こ
そ
、
画
工
が
自
分
の
「
心
持
ち
」
を
、
那
美
の
内
面
に

で
は
な
く
そ
の
表
面
に
〈
見
る
〉
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
彼
の
〈
非
人
情
美
学
〉
の
真
髄
が

あ
る
の
で
あ
る
。

画
工
に
と
っ
て
、
那
美
に
対
す
る
興
味
は
、
あ
く
ま
で
も
「
画
中
の
人
物
」
と
し
て
の
そ

れ
な
の
で
あ
る
。

善
は
行
い
難
い
、
徳
は
施
こ
し
に
く
い
、
節
操
は
守
り
安
か
ら
ぬ
、
義
の
為
に
命
を
捨

て
る
の
は
惜
し
い
。
是
等
を
敢
て
す
る
の
は
何
人
に
取
っ
て
も
苦
痛
で
あ
る
。
そ
の
苦

痛
を
冒
す
為
め
に
は
、
苦
痛
に
打
ち
勝
つ
丈
の
愉
快
が
ど
こ
か
に
潜
ん
で
居
ら
ね
ば
な

ら
ん
。
画
と
云
ふ
も
、
詩
と
云
ふ
も
、
あ
る
い
は
芝
居
と
云
ふ
も
、
こ
の
悲
酸
の
う
ち

に
寵
も
る
快
感
の
別
号
に
過
ぎ
ん
。
此
趣
き
を
解
し
得
て
、
始
め
て
吾
人
の
所
作
は
壮

烈
に
も
な
る
、
閑
雅
に
も
な
る
、
凡
て
の
困
苦
に
打
ち
勝
っ
て
、
胸
中
一
点
の
無
上
趣

味
を
満
足
せ
し
め
た
く
な
る
。

（
十
二
）

も
ち
ろ
ん
生
身
の
那
美
は
、
画
工
に
対
し
て
批
判
的
な
存
在
で
あ
り
得
る
。
二
人
の
男
か

ら
言
い
寄
ら
れ
れ
ば
、
二
人
と
も
「
男
妾
に
す
る
許
り
で
す
」
と
言
い
切
り
、
人
間
の
作
る

歌
で
は
な
く
、
鴬
の
歌
が
「
本
当
の
歌
で
す
」
と
「
余
に
教
へ
」
る
那
美
に
と
っ
て
、
画
工

の
大
切
に
し
た
い
絵
画
の
世
界
な
ど
は
「
横
幅
ば
か
り
」
の
「
窮
屈
な
世
界
」
に
す
ぎ
な
い

（
四
）
。
彼
女
は
画
工
を
「
蟹
」
呼
ば
わ
り
し
て
見
せ
る
の
だ
が
、
実
は
「
蟹
の
様
な
思
ひ
」

で
生
き
て
い
る
の
は
那
美
自
身
な
の
で
あ
る
。

付
け
文
を
し
て
き
た
若
い
僧
泰
安
に
本
堂
で
抱
き
つ
い
て
見
せ
た
と
い
う
挿
話
（
五
）
は
、

自
分
が
抱
え
も
っ
た
も
の
に
応
え
る
も
の
さ
え
あ
れ
ば
い
つ
で
も
そ
れ
に
応
じ
て
生
き
て
い
っ

て
見
せ
る
と
い
う
彼
女
の
覚
悟
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
泰
安
に
は
那
美
に
見

合
う
よ
う
な
覚
悟
は
な
い
。
彼
女
は
、
懐
に
「
九
寸
五
分
の
白
鞘
」
（
十
二
）
を
潜
ま
せ
て
、

い
つ
で
も
そ
の
つ
ど
の
「
現
在
」
と
切
り
結
ぼ
う
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
「
現
在
」
に

宙
づ
り
に
な
っ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

那
美
が
〈
あ
い
だ
〉
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
も
引
い
た
鏡
が

池
の
水
草
の
描
写
が
、
よ
く
示
し
て
い
る
。

「
死
に
き
れ
ず
に
、
生
き
て
居
る
」
水
草
が
、
ど
う
し
て
も
「
動
き
得
ず
に
」
い
る
の
は
、

動
け
ば
卑
し
く
な
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
「
動
と
名
の
つ
く
も
の
は
必
ず
卑
し
い
」
（
三
）
と

い
う
画
工
の
認
識
は
、
那
美
の
価
値
で
あ
り
倫
理
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
あ
き
づ
け
ば
、
を
ば
な
が
上
に
置
く
露
の
、
け
ぬ
く
く
も
わ
は
、
お
も
ほ
ゆ
る
か
も
」

と
い
う
歌
を
「
憐
れ
な
歌
」
と
す
る
画
工
に
対
し
て
、
那
美
は
「
憐
れ
で
せ
う
か
。
私
な
ら

あ
ん
な
歌
は
味
み
ま
せ
ん
ね
。
第
一
、
淵
川
へ
身
を
投
げ
る
な
ん
て
、
つ
ま
ら
な
い
」
と
答

え
て
い
る
（
四
）
。
こ
こ
に
は
那
美
の
「
憐
れ
」
に
対
す
る
態
度
、
「
露
」
の
よ
う
に
「
消
え

四
画
工
の
「
心
持
ち
」
と
那
美
の
「
憐
れ
」

百
年
待
っ
て
も
動
き
さ
う
も
な
い
、
水
の
底
に
沈
め
ら
れ
た
此
水
草
は
、
動
く
べ
き
凡

て
の
姿
勢
を
調
べ
て
、
朝
な
夕
な
に
、
弄
ら
る
撰
期
を
、
待
ち
暮
ら
し
、
待
ち
明
か
し
、

幾
代
の
思
を
茎
の
先
に
髄
め
な
が
ら
、
今
に
至
る
迄
遂
に
動
き
得
ず
に
、
又
死
に
切
れ

ず
に
、
生
き
て
居
る
ら
し
い
。
（
十
）
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那
美
は
「
自
然
」
と
調
和
し
て
そ
れ
に
溶
け
込
む
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
峠
の
茶
屋
の

老
婆
を
「
自
然
」
に
溶
け
込
ん
だ
存
在
と
し
て
「
見
立
て
」
る
こ
と
の
で
き
た
画
工
は
、
那

美
に
対
し
て
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
彼
女
が
「
自
然
」
と
「
芝
居
」
の
〈
あ
い
だ
〉

を
生
き
て
い
る
女
だ
か
ら
で
あ
る
。
那
美
は
「
死
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
「
生
」
と
「
死
」

の
〈
あ
い
だ
〉
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
見
立
て
」
が
可
能
に
な
る
、
そ

画
工
は
当
初
、
自
分
の
存
在
が
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
「
流
れ
る
Ｉ
動

く
」
も
の
に
美
し
さ
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
そ
れ
が
那
美
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
描
こ

う
と
す
る
対
象
を
「
動
か
な
い
」
も
の
の
方
へ
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

入
る
」
こ
と
、
「
川
」
を
「
流
れ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
は
「
動
く
」
こ
と
に
対
し
て
の
否
定

的
な
姿
勢
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
動
く
は
本
来
の
性
に
背
く
」
（
三
）
と
は
、
画
工
が
那
美

を
形
容
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
実
際
彼
女
は
「
動
く
」
こ
と
に
つ
い
て
か
な
り
意
識
的
な
の

で
あ
る
。

那
美
は
、
画
工
と
メ
レ
デ
ィ
ス
を
読
ん
で
い
る
最
中
に
起
こ
っ
た
地
震
の
直
後
に
、
「
岩

の
凹
み
に
湛
へ
た
春
の
水
」
に
「
落
ち
付
い
て
影
を
ひ
た
し
て
い
た
山
桜
が
、
水
と
共
に
、

延
び
た
り
縮
ん
だ
り
、
曲
が
っ
た
り
、
く
ね
っ
た
り
す
る
。
然
し
ど
う
変
化
し
て
も
矢
張
り

明
ら
か
に
桜
の
姿
を
保
っ
て
ゐ
る
所
」
を
見
て
、
画
工
に
「
人
間
も
さ
う
云
ふ
風
に
さ
へ
動

い
て
居
れ
ば
、
い
く
ら
動
い
て
も
大
丈
夫
で
す
ね
」
と
言
葉
を
掛
け
て
い
る
（
九
）
。
那
美

が
「
動
く
」
こ
と
を
容
認
す
る
の
は
、
「
ど
う
変
化
し
て
も
」
自
分
の
「
姿
を
保
っ
て
ゐ
る
」

と
い
う
条
件
つ
き
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

流
れ
る
も
の
程
生
き
る
に
苦
は
入
ら
ぬ
。
流
れ
る
も
の
Ｌ
な
か
に
、
魂
ま
で
流
し
て
居

れ
ば
、
基
督
の
御
弟
子
と
な
っ
た
よ
り
難
有
い
。
（
中
略
）
ミ
レ
ー
の
オ
フ
ェ
リ
ア
も
、

か
う
観
察
す
る
と
大
分
美
し
く
な
る
。
（
中
略
）
あ
れ
は
や
は
り
画
に
な
る
の
だ
。
水

に
浮
ん
だ
儘
、
或
は
水
に
沈
ん
だ
儘
、
或
は
水
に
沈
ん
だ
り
浮
か
ん
だ
り
し
た
儘
、
只

其
儘
の
姿
で
苦
な
し
に
流
れ
る
有
様
は
美
的
に
相
違
な
い
。
（
七
）

「
私
が
身
を
投
げ
て
浮
い
て
居
る
所
を
ｌ
苦
し
ん
で
浮
い
て
い
る
所
ぢ
や
な
い
ん

で
す
ｌ
や
す
や
す
と
往
生
し
て
浮
い
て
居
る
所
を
ｌ
奇
腿
な
画
に
か
い
て
下
さ
い
」

（
九
）

川
に
「
流
れ
る
」
土
左
衛
門
で
は
な
く
、
池
に
横
た
わ
る
女
は
「
動
か
な
い
」
女
で
あ
る
。

那
美
は
、
つ
ね
に
「
死
」
を
覚
悟
し
「
死
」
を
背
負
っ
た
存
在
で
あ
る
が
、
「
死
」
そ
の
も

の
で
は
な
い
。
「
生
」
と
「
死
」
の
〈
あ
い
だ
〉
に
宙
づ
り
に
さ
れ
た
「
動
け
な
い
」
存
在

な
の
で
あ
る
。
画
工
は
「
人
間
を
離
れ
な
い
で
人
間
以
上
の
永
久
と
云
ふ
感
じ
」
（
十
）
を

出
そ
う
と
試
み
る
。
彼
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
「
時
間
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

時
間
の
流
れ
に
沿
う
て
、
逓
次
に
展
開
す
べ
き
内
容
が
な
い
」
（
六
）
世
界
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
切
り
取
ら
れ
た
一
瞬
の
、
少
し
の
幅
も
も
た
な
い
時
間
に
お
い
て
、
た
だ
「
空
間
的

に
景
物
を
配
置
し
た
の
み
で
」
（
同
）
、
し
か
し
「
永
久
と
云
ふ
感
じ
」
を
出
し
た
い
の
で
あ

る
。
平
面
に
奥
行
き
を
写
す
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
一
瞬
の
間
に
、
し
か
し
永
遠
を

写
そ
う
と
す
る
こ
の
課
題
は
、
実
は
〈
見
る
〉
こ
と
の
二
重
化
の
、
い
わ
ば
応
用
問
題
で
あ

り
、
今
度
は
水
平
方
向
へ
の
二
重
化
と
い
う
「
空
間
」
に
お
け
る
二
重
化
に
さ
ら
に
重
ね
て
、

「
時
間
」
の
次
元
に
お
い
て
も
〈
見
る
〉
こ
と
の
二
重
化
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
那
美
の
「
顔
」
で
あ
る
。
画
工
は
「
流
れ
て
行
く
人
」
の
表

情
を
考
え
て
い
た
と
き
に
は
、
「
表
情
が
、
ま
る
で
平
和
で
は
ほ
と
ん
ど
神
話
か
比
嚥
に
な
っ

て
し
ま
う
」
、
か
と
い
っ
て
「
全
然
色
気
の
な
い
平
気
な
顔
で
は
人
情
が
写
ら
な
い
」
な
ど

と
、
「
風
流
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
顔
」
を
探
し
て
い
た
（
七
）
。
そ
の
と
き
に
も
、
画
工
は
、

自
分
の
画
に
「
人
情
」
が
写
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
⑦
。
そ

し
て
今
や
「
動
か
な
い
」
人
を
描
こ
う
と
す
る
画
工
は
、
「
一
瞬
」
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら

「
永
久
と
云
ふ
感
じ
」
が
出
る
も
の
で
、
か
つ
「
人
間
を
離
れ
な
い
で
人
間
以
上
の
」
も
の

と
い
う
条
件
に
お
い
て
、
「
神
の
知
ら
ぬ
情
で
、
し
か
も
神
に
尤
も
近
き
人
間
の
情
で
あ
る
」

「
憐
れ
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
（
十
）
。

う
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

色
、
形
、
調
子
が
出
来
て
、
自
分
の
心
が
あ
＆
此
処
に
居
た
な
と
、
忽
ち
自
己
を
認
識

す
る
様
に
か
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
き
別
れ
を
し
た
吾
子
を
尋
ね
当
て
る
為
、
六

温
泉
場
の
御
那
美
さ
ん
が
昨
日
冗
談
に
言
っ
た
言
葉
が
、
う
ね
り
を
打
っ
て
、
記
憶
の

う
ち
に
寄
せ
て
く
る
。
（
中
略
）
あ
の
顔
を
種
に
し
て
、
あ
の
椿
の
下
に
浮
か
せ
て
、

と
こ
し
魅

上
か
ら
椿
を
幾
輪
も
落
と
す
。
椿
が
長
へ
に
落
ち
て
、
女
が
長
へ
に
水
に
浮
い
て
ゐ

る
感
じ
を
あ
ら
は
し
た
い
が
、
そ
れ
が
画
で
か
け
る
だ
ら
う
か
。
（
十
）
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画
工
は
、
自
分
の
画
に
求
め
よ
う
と
し
て
得
ら
れ
な
い
で
い
る
も
の
を
、
那
美
の
「
顔
」

を
「
写
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
彼
自
身
の
「
心
持

ち
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
自
己
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
画
工
は
、
自
分
の
「
心
持
ち
」

を
「
見
立
て
」
る
た
め
に
、
那
美
を
「
死
」
と
結
び
つ
け
、
彼
女
を
「
動
か
な
い
」
女
に

「
見
立
て
」
た
う
え
で
、
「
動
け
な
い
」
彼
女
の
「
表
情
Ⅱ
顔
」
の
う
ち
に
「
自
己
」
を
探
す

と
い
う
〈
見
る
〉
こ
と
の
多
重
化
の
手
続
き
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

画
工
が
那
美
さ
ん
の
顔
に
「
憐
れ
」
を
見
つ
け
、
彼
の
「
胸
中
の
画
面
」
が
完
成
す
る
。

画
工
は
、
自
分
の
「
心
持
ち
」
を
あ
ら
わ
す
画
を
描
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
完
成

し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
那
美
さ
ん
の
表
情
の
う
ち
に
見
た
「
憐
れ
」
と
い
う
の
は
、
彼

女
の
「
感
情
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
の
「
心
持
ち
」
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

畑
有
三
氏
は
、
「
観
察
者
と
対
象
の
関
係
性
の
質
そ
の
も
の
」
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
「
画

工
は
那
美
さ
ん
の
画
を
、
那
美
さ
ん
認
識
の
答
え
と
い
う
か
た
ち
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
出

来
な
い
」
。
だ
か
ら
画
工
が
「
答
え
を
出
す
こ
と
が
出
来
る
た
め
に
は
」
彼
の
「
認
識
は
多

様
化
よ
り
も
、
深
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
『
草
枕
」
を
読
も
う
と
す

る
⑧
。
そ
う
し
て
、
弓
草
枕
』
の
『
旅
』
の
経
験
を
潜
っ
て
く
る
こ
と
で
」
「
人
間
の
現
実

に
直
面
し
て
い
く
姿
勢
を
画
工
は
選
び
取
る
決
意
を
も
つ
に
至
っ
た
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
具
体
的
な
経
験
が
主
体
の
認
識
を
深
め
、
や
が
て
そ
の
主
体
が
現
実
に
対
応
す
る

仕
方
・
態
度
を
変
え
て
い
く
、
と
す
る
氏
の
そ
こ
で
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
は
、
む
し
ろ

「
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
」
を
読
む
の
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
勢
で
あ
っ
て
、
画
工
自
身
に
は

五
「
胸
中
の
画
面
」
の
意
味
（
「
お
わ
り
に
」
に
代
え
て
）

十
余
州
を
回
国
し
て
、
森
て
も
痛
め
て
も
、
忘
れ
る
間
が
な
か
っ
た
あ
る
日
、
十
字
街

頭
に
不
図
避
遁
し
て
、
稲
妻
の
遮
ぎ
る
ひ
ま
も
な
き
う
ち
に
、
あ
っ
、
此
処
に
居
た
、

と
思
ふ
様
に
か
狸
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
六
づ
か
し
い
。
（
六
）

「
そ
れ
だ
！
そ
れ
だ
！
そ
れ
が
出
れ
ば
画
に
な
り
ま
す
よ
」

と
余
は
那
美
さ
ん
の
肩
を
叩
き
な
が
ら
小
声
に
言
っ
た
。
余
が
胸
中
の
画
面
は
こ
の
咄

嵯
の
際
に
成
就
し
た
の
で
あ
る
。

（
十
三
）

で
あ
る
。
そ
こ
で
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
人
間
」
や
「
人
情
」
を
否
定
し
た
自
然

讃
美
と
い
う
の
で
は
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
「
人
間
」
や
「
人
情
」
の
再
発
見
と
い
う
の
で

も
な
い
。
画
工
が
果
た
し
た
課
題
は
、
「
神
」
と
「
人
間
」
と
の
〈
あ
い
だ
〉
に
あ
る
も
の
、

「
作
者
」
と
「
登
場
人
物
」
と
の
〈
あ
い
だ
〉
に
あ
る
も
の
を
、
「
ま
の
あ
た
り
」
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
「
咄
嵯
」
の
瞬
間
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
那
美
が
生
き
て
い
る
そ
の
〈
あ

い
だ
〉
の
世
界
を
、
他
な
ら
ぬ
「
自
己
」
の
世
界
と
し
て
〈
見
る
〉
こ
と
で
あ
る
。
池
に
横

た
わ
る
女
で
あ
れ
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
立
ち
尽
く
す
女
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
動

か
な
い
」
こ
と
と
「
動
け
な
い
」
こ
と
と
の
〈
あ
い
だ
〉
に
宙
づ
り
に
さ
れ
た
那
美
の
表
情

を
、
自
分
自
身
の
「
心
持
ち
」
と
し
て
「
見
立
て
」
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
も

そ
も
画
工
そ
の
人
が
、
〈
描
く
〉
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
ま
ま
、
登
場
人
物
と
し
て
〈
見
る
〉

こ
と
と
作
者
に
よ
っ
て
〈
書
か
れ
て
し
ま
う
〉
こ
と
と
の
〈
あ
い
だ
〉
を
生
き
ざ
る
を
得
な

い
表
現
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
彼
の
「
心
持
ち
」
こ
そ
が
「
憐
れ
」
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
、
言
葉
に
よ
っ
て
「
写
す
」
以
外
に
な
い
画
工
の
「
憐
れ
」
の
内
実
と

し
て
は
、
「
憐
れ
」
の
表
情
そ
の
も
の
を
彼
が
「
写
す
」
代
わ
り
に
、
作
者
が
「
憐
れ
と
云

ふ
文
字
」
を
、
た
だ
そ
れ
の
み
を
、
書
き
つ
け
た
こ
と
以
上
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
他
に
な

い
の
で
あ
る
。

「
那
美
さ
ん
認
識
の
答
え
」
と
し
て
の
「
那
美
さ
ん
の
画
」
と
い
う
よ
う
な
発
想
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
、
そ
う
し
た
認
識
の
深
化
だ
の
人
間
の
成
長
だ
の
と
い
っ
た
視
点
そ

の
も
の
を
相
対
化
し
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
『
草
枕
』
の
「
方
法
」
で
あ
り
、
〈
非
人

情
美
学
〉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

那
美
さ
ん
の
「
不
幸
」
に
関
心
を
持
た
な
い
か
ら
こ
そ
、
画
工
の
「
画
面
」
は
成
就
す
る
。

「
自
然
」
や
「
人
間
」
を
「
見
立
て
」
に
よ
っ
て
眺
め
る
こ
と
か
ら
自
分
の
「
心
持
ち
」
の

表
現
に
い
た
る
ま
で
、
画
工
の
興
味
は
徹
頭
徹
尾
彼
自
身
、
す
な
わ
ち
「
自
己
」
の
世
界
に

限
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
「
現
実
Ⅱ
他
者
」
の
世
界
と
は
最
後
ま
で
自
分
の
〈
非
人
情
美
学
〉

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
を
通
し
て
し
か
関
わ
ろ
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
当
初
か
ら
の
彼
の

望
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

画
工
の
「
胸
中
の
画
面
」
の
成
就
は
、
彼
の
〈
非
人
情
美
学
〉
が
貫
か
れ
た
こ
と
の
証
左

－9－
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従
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑧
畑
有
三
「
「
草
枕
」
の
旅

⑦ ⑥⑤ ④ ③
安
藤
久
美
子
ヨ
草
枕
』
ノ
ー
ト
〈
非
人
情
美
学
〉
考
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
八
八
・
八
）
。
氏
は
「
那
美
像
は
対
他
的
な
自
己
と
社
会
の
関
係
認
識
を
形
づ
く

り
、
幼
年
期
の
記
憶
は
即
時
的
な
自
己
了
解
、
自
然
了
解
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と

②①
註

小
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
幅
の
大
き
い
異
な
る
表
現
法
の
淀

〈
非
人
情
美
学
〉
に
収
ま
り
う
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
は
森
田
草
平
宛
て
垂

に
お
い
て
、
結
末
の
場
面
で
も
、
画
工
が
「
自
己
の
利
一

で
な
い
か
と
云
ふ
点
」
か
ら
観
察
し
て
い
る
こ
と
を
、
，

度
で
居
れ
ば
「
憐
れ
』
と
い
ふ
の
が
人
情
の
一
部
で
も
、

人
情
で
あ
る
」
こ
と
を
丁
寧
に
解
説
し
て
見
せ
て
い
る
。

情
美
」
の
枠
を
超
え
た
「
職
の
美
」
が
描
ふ

『
写
生
文
』
（
「
読
売
新
聞
」
一
九
○
七
・
一

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ー
ト
ン
「
『
草
枕
』
Ｉ

秋
山
公
男
弓
草
枕
』
Ｉ
朧
の
美
学
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
一
九
九
二
・
一
○
）
。
氏

は
、
弓
同
化
』
と
『
非
人
情
』
と
は
、
対
極
に
あ
る
立
場
」
と
す
る
宮
内
俊
介
氏
の
論

考
（
「
『
酔
興
』
と
し
て
の
『
非
人
情
」
ｌ
「
草
枕
』
の
読
み
の
試
み
ｌ
」
『
方
位
」
６

号
、
一
九
八
三
・
七
）
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
「
非
人
情
美
」
と
区
別
し
て
、
そ
の
「
非
人

情
美
」
の
枠
を
超
え
た
「
職
の
美
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

り
、
幼
年
期
の
罰

指
摘
し
て
い
る
。

ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
パ
ー
ト
ン
弓
草
枕
」
ｌ
「
紀
行
文
」
の
側
面
か
ら
Ｉ
」
（
「
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
七
・
六
）
。
氏
は
、
『
草
枕
」
で
は
、
自
然
を
「
写
生
」
す
る

こ
と
か
ら
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
ま
で
の
、
つ
ま
り
は
「
極
端
」
か
ら
「
極
端
」
ま
で

の
、
表
現
の
可
能
性
が
試
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
漱
石
は
そ
れ
ら
の
表
現

が
互
い
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。

小
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
幅
の
大
き
い
異
な
る
表
現
法
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
画
工
の

清
水
孝
純
「
『
草
枕

（
『
文
学
論
輯
』
一
九
Ｌ

堂
、
一
九
八
二
・
九
］

『
余
が
「
草
枕
」
』
（
「
文
章
世
界
」
一
九
○
六
・
二
）
。

旧
水
孝
純
「
『
草
枕
』
の
問
題
Ｉ
特
に
「
ラ
オ
コ
ー
ン
」
と
の
関
連
に
お
い
て
Ｉ
」

『
文
学
論
輯
』
一
九
七
四
・
三
）
［
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
夏
目
漱
石
Ⅱ
』
有
精

の
旅
」
（
「
講
座
夏
目
漱
石
」
第
二
巻
く
漱
石
の
作
品
（
上
）
〉

漱
石
は
森
田
草
平
宛
て
書
簡
（
一
九
○
六
・
九
・
三
○
）

、
画
工
が
「
自
己
の
利
害
」
を
離
れ
て
「
単
に
美
か
美

察
し
て
い
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
「
画
工
が
此
の
態

の
が
人
情
の
一
部
で
も
、
観
察
の
態
度
は
矢
張
り
純
非

解
説
し
て
見
せ
て
い
る
。
小
論
は
こ
の
作
者
の
見
解
に

●

一

一

○
ー

有
斐
閣
、
一
九
八
一
・
八
）
。
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