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記
憶
の
中
に
浮
か
び
あ
が
る
捉
え
難
い
自
己
の
姿
│
│吉
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一

「
由
比
駅
⑴
」
は
、
百
閒
の
最
初
期
の
作
品
「
花
火
⑵
」
と
類
似
の
展
開
を
持
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
作
中
の
「
私
」
が
、
仄
め
か
し

を
受
け
な
が
ら
進
ん
だ
挙
句
、
自
己
の
根
源
的
な
あ
り
方
を
思
い
知
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
き
く
異
な
る
点
は
、

「
花
火
」
の
「
私
」
が
、
ど
こ
と
も
知
れ
な
い
場
を
た
だ
女
に
導
か
れ
る
ま
ま
に
行
く
の
に
対
し
、「
由
比
駅
」
の
「
私
」
は
、
終
着
点
を

定
め
た
列
車
に
乗
り
な
が
ら
、
い
く
つ
も
の
過
去
の
出
来
事
を
連
鎖
的
に
想
起
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
由
比
駅
」
に
お
い
て

は
、
必
ず
し
も
「
私
」
自
身
は
自
覚
的
で
な
い
に
せ
よ
、
目
的
地
に
向
う
途
上
で
の
記
憶
の
想
起
に
よ
っ
て
、
自
己
内
部
を
掘
り
起
こ
し

て
い
く
方
向
性
が
「
花
火
」
よ
り
も
明
確
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。

こ
の
記
憶
の
想
起
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
と
、「
由
比
駅
」
の
三
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
「
区
間
阿
房
列
車
⑶
」
と
の
対
照
性

も
ま
た
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。「
区
間
阿
房
列
車
」
は
、
百
閒
の
実
際
の
列
車
旅
行
⑷
に
つ
い
て
綴
っ
た
も

の
で
、
こ
れ
と
重
複
す
る
行
程
⑸
を
乗
車
す
る
設
定
で
「
由
比
駅
」
が
創
作
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
区
間
阿
房
列
車
」
に

も
、
記
憶
の
想
起
が
旅
の
大
き
な
感
興
と
し
て
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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・
線
路
の
傍
の
崖
の
裾
か
ら
、
黒
い
肌
の
岩
が
露
出
し
て
ゐ
る
。
そ
の
岩
の
形
を
遠
い
昔
の
学
生
時
分
の
行
き
来
に
見
覚
え
た
様
な
気

が
す
る
。
秋
は
そ
う
云
ふ
崖
に
昼
間
で
も
虫
が
啼
き
し
き
つ
て
、
虫
の
音
が
轟
轟
と
走
り
過
ぎ
る
汽
車
の
響
き
を
消
し
た
の
を
思
ひ

出
す
。

・
ぢ
つ
と
見
て
ゐ
た
ら
、
こ
の
岩
の
姿
に
も
見
覚
え
が
あ
る
。
学
生
の
時
分
か
ら
通
る
度
に
、
気
に
と
め
る
と
も
な
く
見
馴
れ
た
形
を

覚
え
て
ゐ
る
。
さ
う
思
つ
て
見
れ
ば
今
も
同
じ
姿
で
、
何
十
年
も
過
ぎ
た
思
ひ
出
が
、
満
ち
た
潮
の
波
を
か
ぶ
つ
て
、
今
日
の
事
の

様
に
新
鮮
で
あ
る
。（
傍
線
論
者
、
以
下
同
じ
。）

こ
の
よ
う
に
「
区
間
阿
房
列
車
」
に
は
、「
黒
い
肌
の
岩
が
露
出
し
」
た
眼
前
の
光
景
に
対
し
て
、
か
つ
て
青
春
の
日
に
見
た
そ
れ
を

あ
り
あ
り
と
重
ね
合
わ
せ
、「
今
も
同
じ
姿
」
だ
と
感
懐
深
く
見
入
っ
た
経
験
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
比
べ
て
対
照
的
な
の
は
、「
由

比
駅
」
で
は
、「
私
」
の
視
線
が
、
現
在
の
車
窓
の
光
景
か
ら
連
想
さ
れ
る
全
く
別
の
過
去
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
熱
海
へ
行
く
間
、
隧
道
が
長
い
の
や
短
か
い
の
や
、
明
か
る
く
な
つ
た
り
暗
く
な
つ
た
り
、
ち
ら
ち
ら
す
る
の
も
あ
つ

て
、
そ
れ
で
気
分
が
う
ろ
う
ろ
す
る
。
裸
の
岩
が
露
出
し
て
ゐ
る
崖
を
見
た
ら
、
塔
ノ
山
の
岩
肌
を
思
ひ
出
し
た
。
郷
里
の
町
に
第

六
高
等
学
校
が
出
来
る
時
、
山
裾
の
水
田
を
潰
し
て
地
形
を
造
つ
た
。
地
形
に
使
ふ
石
を
採
る
の
で
、
近
く
の
塔
ノ
山
に
ダ
イ
ナ
マ

イ
ト
を
仕
掛
け
て
岩
を
割
つ
て
ゐ
る
と
、
そ
の
上
に
あ
つ
た
墓
場
が
崩
れ
て
、
町
内
の
岡
友
の
を
ば
さ
ん
の
棺
桶
が
出
て
来
た
さ
う

で
あ
る
。

こ
こ
で
「
私
」
は
、「
裸
の
岩
が
露
出
し
て
ゐ
る
崖
」
か
ら
郷
里
の
「
塔
ノ
山
の
岩
肌
」
を
思
い
出
し
、
さ
ら
に
「
塔
ノ
山
」
に
関
わ

る
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
連
想
を
広
げ
て
い
く
。
こ
う
し
て
「
私
」
は
、
次
第
に
眼
前
の
光
景
か
ら
離
れ
た
過
去
の
記
憶
に
没
入
し
、

自
己
の
内
側
へ
分
け
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

両
作
品
は
由
比
方
面
へ
の
旅
に
お
け
る
記
憶
の
想
起
と
い
う
も
の
を
等
し
く
取
り
上
げ
つ
つ
、
随
筆
と
創
作
で
そ
の
取
り
上
げ
方
、
描

き
方
に
は
明
確
な
違
い
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
過
去
が
彷
彿
と
し
て
よ
み
が
え
る
感
激
を
「
区
間
阿
房
列
車
」
に
書
き
と
め
た
百
閒
が
、
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同
じ
行
程
を
想
定
し
て
「
由
比
駅
」
を
書
こ
う
と
す
る
際
、
場
が
も
た
ら
す
記
憶
の
想
起
の
感
触
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ

る
境
地
に
お
い
て
、
創
作
的
工
夫
を
凝
ら
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
「
区
間
阿
房
列
車
」
か

ら
の
執
筆
経
緯
や
、
先
に
述
べ
た
「
花
火
」
と
の
対
照
性
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
由
比
駅
」
の
創
作
に
お
い
て
は
、
百
閒
が
、
場
が
も

た
ら
す
記
憶
の
想
起
と
い
う
も
の
を
通
し
て
人
間
の
内
側
を
掘
り
起
こ
す
作
品
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

野
口
武
彦
氏
は
、「
由
比
駅
」
に
つ
い
て
、「
少
年
時
代
に
飼
い
犬
を
い
じ
め
た
罪
障
感
の
再
現
へ
と
主
人
公
を
い
ざ
な
っ
て
ゆ
く
⑹
」

と
述
べ
た
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
過
去
の
時
空
に
入
り
込
む
よ
う
な
「
私
」
の
想
起
の
様
相
は
、
ま
さ
に
「
再
現
」
と
呼
ぶ
べ
き
立
体

的
、
体
感
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
憶
の
再
現
が
、
自
己
の
根
源
的
な
あ
り
方
を
捉
え
る
こ
と
へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
ま
ず
は
、「
私
」
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
記
憶
を
再
現
し
て
い
く
の
か
を
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
上
で
、
見
定
め
ら
れ
ん
と
す
る
の
は
如
何
な
る
自
己
の
姿
な
の
か
、
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め
見
通
し
を
述
べ

て
お
く
な
ら
ば
、「
私
」
が
次
第
に
見
出
し
て
い
く
の
は
、「
飼
い
犬
を
い
じ
め
た
罪
障
感
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
先
に
あ

る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
端
的
に
根
拠
を
言
え
ば
、
飼
い
犬
い
じ
め
を
思
い
出
し
た
後
の
結
末
箇
所
に
お
い
て
も
、「
私
」
は
ボ
イ
に
よ

っ
て
「
さ
う
で
せ
う
。
さ
う
な
ん
で
せ
う
」
と
何
か
を
問
い
詰
め
ら
れ
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
「
私
」
の
記
憶
の
再
現
さ
れ
方
に
つ
い
て
、
つ
づ
い
て
そ
こ
に
何
が
思
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
分
析

し
、
記
憶
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
「
私
」
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
を
明
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二

東
京
駅
の
案
内
所
の
前
に
起
つ
て
待
ち
合
は
せ
る
打
合
せ
を
し
た
か
ら
、
行
つ
て
見
た
が
ま
だ
来
て
ゐ
な
い
。
多
分
彼
の
方
が
先

だ
ら
う
と
思
つ
た
け
れ
ど
、
或
は
差
閊
へ
が
出
来
て
遅
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
約
束
通
り
の
所
に
起
つ
て
、
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
た
。
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い
い
お
天
気
で
駅
の
前
の
広
場
に
午
過
ぎ
の
日
が
照
つ
て
ゐ
る
。
日
向
が
赤
い
。
日
陰
が
黄
色
い
。
を
か
し
い
な
と
思
ふ
。
そ
こ
い

ら
を
往
つ
た
り
来
た
り
す
る
人
影
が
真
黒
に
見
え
る
。

作
品
冒
頭
の
「
私
」
は
、
こ
の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
違
和
感
に
誘
引
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
こ

の
後
「
私
」
が
捉
え
る
出
来
事
は
非
現
実
性
を
帯
び
て
く
る
。
右
の
箇
所
は
い
わ
ば
、
現
実
と
非
現
実
が
不
分
明
な
、
不
確
か
な
世
界
の

始
ま
り
を
語
る
も
の
と
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

・
い
つ
も
の
通
り
大
勢
人
が
ゐ
る
け
れ
ど
、
あ
ん
ま
り
動
い
て
ゐ
な
い
。
そ
の
中
の
幾
人
か
は
、
立
ち
停
ま
つ
て
私
が
歩
い
て
行
く
の

を
見
て
ゐ
る
ら
し
い
。

①・
壁
際
の
行
列
が
一
番
長
い
。
尻
尾
の
端
が
私
の
起
つ
て
ゐ
る
案
内
所
の
前
の
通
路
ま
で
伸
び
て
来
て
ゐ
る
。
そ
の
列
の
真
中
辺
り
の

顔
が
一
つ
、
こ
つ
ち
を
向
い
た
。
辺
り
の
も
や
も
や
し
た
中
に
、
こ
つ
ち
へ
向
い
た
顔
の
ま
は
り
だ
け
が
白
け
て
ゐ
る
。

何
だ
か
気
に
な
る
の
で
、
そ
つ
ち
を
見
て
ゐ
た
ら
、
そ
の
顔
が
列
を
離
れ
た
。
和
服
の
著
流
し
の
男
が
、
す
た
す
た
歩
い
て
、
私

の
方
へ
近
づ
い
て
来
る
。
か
う
し
て
ゐ
て
は
、
い
け
な
い
と
云
ふ
気
が
し
出
し
た
。

漠
然
と
し
た
違
和
感
を
抱
く
「
私
」
は
、
周
囲
の
人
物
や
状
況
な
ど
を
過
敏
に
捉
え
、
事
態
を
自
分
に
引
き
寄
せ
て
意
識
し
て
い
く
。

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
は
、
静
ま
り
返
っ
た
群
衆
の
中
か
ら
自
分
に
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
、
さ
ら
に
は
一
人
が
こ

ち
ら
に
向
か
っ
て
く
る
の
を
見
出
し
て
、
良
く
な
い
こ
と
が
自
分
に
降
り
か
か
る
こ
と
を
予
感
す
る
の
で
あ
る
。「
私
」
の
視
点
で
語
ら

れ
て
い
る
以
上
、「
私
」
の
把
握
が
事
実
に
即
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
判
定
で
き
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、「
か
う
し
て
ゐ
て
は
、
い

け
な
い
と
云
ふ
気
が
し
出
し
た
」
と
い
う
感
覚
的
な
受
け
止
め
方
は
、「
私
」
が
理
由
を
意
識
し
な
い
ま
ま
に
〈
場
〉
の
状
況
を
自
分
に

結
び
付
け
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、〈
場
〉
を
自
ら
の
印
象
に
お
い
て
解
釈
す
る
こ
の
感
性
こ
そ

が
、「
私
」
の
記
憶
を
次
々
と
呼
び
起
こ
す
端
緒
と
な
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

「
い
ち
で
す
よ
」「
い
ち
と
云
ふ
犬
が
を
つ
た
で
せ
う
が
」
と
、
犬
の
名
を
名
乗
る
見
覚
え
の
な
い
男
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
「
私
」
は
、
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「
何
を
云
つ
て
る
」
と
不
合
理
だ
と
い
う
認
識
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
し
か
し
い
や
な
気
が
し
て
来
た
」
と
、
内
心
に
不
穏
な
も
の
が
湧
く

の
を
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、

「
先
に
行
つ
て
る
つ
て
」

「
さ
う
云
ひ
ま
し
た
よ
」

先
に
行
く
と
云
つ
て
も
、
汽
車
の
数
は
き
ま
つ
て
ゐ
る
。
何
を
云
つ
て
ゐ
る
の
か
。
先
へ
行
け
と
云
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な

ぜ
だ
か
解
ら
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
も
い
い
。
後
を
振
り
返
つ
た
が
、
さ
つ
き
の
男
は
も
う
ゐ
な
い
。
行
列
に
帰
つ
た
か
と
思

②

ふ
。
し
か
し
行
列
は
改
札
を
通
つ
て
ゐ
る
。
一
番
長
か
つ
た
壁
際
の
列
の
尻
尾
ば
か
り
が
少
し
残
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
残
り
も
見
て
ゐ

る
内
に
な
く
な
つ
た
。

波
線
部
①
②
の
よ
う
に
、「
私
」
は
行
列
の
端
を
「
尻
尾
」
と
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
列
の
中
に
「
い
ち
と
云
ふ
犬
」
を
名

乗
る
男
を
見
出
し
、「
先
へ
行
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
同
時
に
見
失
っ
た
こ
と
を
、「
私
」
は
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
り
方

か
ら
は
、「
私
」
が
、
あ
ら
か
じ
め
微
か
に
犬
の
い
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
自
身
の
内
に
宿
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。「
私
」
は
、
こ
の

い
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
誘
わ
れ
て
、「
よ
し
て
も
い
い
」
の
に
「
勝
手
に
歩
き
出
し
て
」
行
く
の
だ
。
次
の
箇
所
は
、
そ
う
し
た
「
私
」
に

お
け
る
い
ち
の
イ
メ
ー
ジ
の
伏
在
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

・
そ
の
時
分
、
人
気
の
少
く
な
つ
た
家
の
中
に
、
大
き
な
ぶ
ち
の
犬
が
ゐ
た
。
思
ひ
出
し
掛
け
て
、
胸
先
か
ら
戻
す
様
な
、
い
や
な
気

持
に
な
つ
た
。

・
さ
う
し
て
一
礼
し
て
通
り
過
ぎ
た
。
ボ
イ
の
行
つ
た
後
が
少
し
臭
い
。
何
処
か
ら
来
る
に
ほ
ひ
だ
か
解
ら
な
い
が
、
そ
の
聯
想
が
愉

快
で
は
な
い
か
ら
気
を
散
ら
す
。

一
つ
目
の
引
用
は
、
線
路
か
車
輪
か
の
音
に
よ
っ
て
生
家
を
思
い
出
し
、
続
い
て
、
当
時
飼
っ
て
い
た
「
大
き
な
ぶ
ち
の
犬
」
へ
と
意

識
が
結
び
つ
い
て
い
く
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
胸
先
か
ら
戻
す
よ
う
な
、
い
や
な
気
持
に
な
つ
た
」
と
い
う
の
は
、
二
つ
目
の
引
用
箇
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所
で
ボ
イ
に
臭
い
を
感
じ
て
「
聯
想
が
愉
快
で
は
な
い
」
と
言
う
の
に
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、「
私
」
の
内
部
に
た
し
か
に
何
か

し
ら
不
快
な
犬
の
記
憶
が
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
膨
張
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
後
さ
ら
に
、
眼
前
の
崖
の
光
景
か
ら

再
び
郷
里
を
思
い
出
し
、
犬
を
い
じ
め
た
記
憶
を
想
起
し
て
い
く
と
こ
ろ
で
、「
矢
つ
張
り
さ
う
な
の
で
犬
の
名
前
は
い
ち
と
云
つ
た
」

と
、「
私
」
は
つ
い
に
潜
在
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
捕
捉
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
矢
つ
張
り
さ
う
」
と
は
、
東
京
駅
で
男
が
名
乗

っ
た
こ
と
を
追
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
で
捉
え
直
し
た
瞬
間
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
私
」
は
、
東
京
駅
の
男
を
皮
切
り
に
〈
場
〉
を
自
ら
解
釈
し
、
自
身
の
内
に
あ
る
い
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
導
か
れ
な
が

ら
、
記
憶
を
再
現
し
て
い
く
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
私
」
の
記
憶
は
い
ち
を
い
じ
め
た
出
来
事
が
そ
の
す
べ
て
で
は
な

い
。
い
ち
い
じ
め
を
思
い
出
し
た
後
、「
私
」
は
ボ
イ
と
知
ら
な
い
婦
人
か
ら
、
連
れ
が
同
じ
列
車
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
問
わ

れ
、
由
比
の
ホ
テ
ル
に
到
着
し
て
か
ら
も
「
お
待
ち
兼
」
の
人
物
が
い
る
と
告
げ
ら
れ
る
。
覚
え
の
な
い
待
ち
人
の
存
在
が
重
ね
て
示
唆

さ
れ
る
わ
け
だ
が
、「
そ
れ
で
お
出
掛
け
に
な
る
気
に
お
な
り
な
す
つ
た
の
で
せ
う
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
単
な
る
待
ち
人

と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
道
行
き
に
「
私
」
の
認
識
し
て
い
な
い
核
心
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
見
極
め
が
待
た
れ
て
い
る

と
い
っ
た
印
象
が
、「
私
」
に
与
え
ら
れ
ん
と
し
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
「
私
」
は
、「
あ
ん
ま
り
古
い
事
が
、
中
途
ま
で
さ
う
思
つ
た
儘
で
、
そ
の
儘
に
な
つ
て
ゐ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
い
け
ま
せ
ん
で

す
わ
ね
え
」
と
い
う
女
の
言
葉
に
つ
づ
い
て
、
父
の
病
床
と
そ
こ
に
現
れ
た
い
ち
の
姿
に
つ
い
て
記
憶
を
呼
び
出
す
。

「
で
す
か
ら
、
旦
那
様
、
あ
あ
ほ
つ
と
い
た
し
ま
し
た
わ
」

「
何
が
」

「
で
す
か
ら
矢
つ
張
り
、
一
度
は
確
か
め
て
お
い
て
戴
き
ま
せ
ん
と
」

「
何
を
云
つ
て
る
の
だ
」

女
の
言
葉
は
、
こ
の
と
き
の
記
憶
こ
そ
が
、「
私
」
に
と
っ
て
思
い
出
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
「
私
」
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の
反
応
を
見
れ
ば
、
未
だ
そ
れ
に
は
思
い
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
だ
。
父
の
病
床
と
そ
こ
に
現
れ
た
い
ち
に
つ
い
て
の
記
憶
に
は
、

見
出
す
べ
き
核
心
が
埋
ま
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
は
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
。
つ
ま
り
「
私
」
は
、
自
身
の
記
憶
に
十
分

向
き
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
私
」
の
記
憶
と
は
、
出
来
事
の
全
貌
が
見
え
て
も
な
お
、
底
か
ら
掴
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
意
味
を
孕
む
も
の
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
容
易
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
意
識
の
深
層
部
分
の
存
在
が
、
記
憶
の
再
現
を
通
し
て

浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
深
層
部
分
の
捉
え
難
さ
と
そ
の
内
実
が
、「
私
」
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
作
品
に
問
わ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
故
郷
、
い
ち
、
父
と
い
っ
た
記
憶
を
想
起
し
つ
つ
「
私
」
が
志
向
す
る
捉
え
難
い
深
層
の

内
実
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
次
節
で
読
み
解
く
こ
と
と
し
た
い
。

三

結
末
部
分
で
、「
私
」
が
「
も
う
い
い
」
と
言
う
の
に
対
し
、
ボ
イ
は
「
よ
く
は
な
い
で
す
。（
略
）
さ
う
な
ん
で
せ
う
。
さ
う
な
ん
で

せ
う
」
と
何
か
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
激
し
く
詰
め
寄
っ
て
い
る
。「
私
」
が
自
身
の
深
層
に
向
か
う
こ
と
に
抵
抗
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
、
そ
の
結
果
、
最
終
的
に
も
そ
の
内
実
は
明
確
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、「
私
」
の
深
層
の
内
実
は
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
て
見
据
え

難
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
な
お
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

（
一
）
既
に
全
貌
を
現
し
た
い
ち
い
じ
め
の
記
憶
と
父
に
つ
い
て
の
記
憶
、（
二
）
核
心
部
分
を
思
い
知
る
よ
う
催
促
す
る
人
物
の
言
動
、

こ
の
二
点
か
ら
推
断
し
て
い
く
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
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（
一
）

ま
ず
は
、
二
つ
の
記
憶
を
、
共
に
い
ち
の
登
場
す
る
記
憶
と
し
て
連
続
性
の
中
で
捉
え
る
こ
と
で
、「
私
」
の
深
層
を
探
っ
て
み
た

い
。一

つ
目
の
記
憶
の
想
起
で
、「
私
」
は
、
自
分
が
犬
の
い
ち
に
ど
う
向
か
っ
た
か
に
つ
い
て
、「
私
が
追
ひ
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、
犬
が

逃
げ
込
ん
だ
か
ら
、
後
を
追
つ
掛
け
た
の
で
あ
る
」
と
細
部
に
こ
だ
わ
っ
て
語
っ
て
お
り
、
事
の
始
め
か
ら
な
る
べ
く
具
体
的
に
思
い
起

こ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
追
い
廻
し
た
理
由
に
つ
い
て
も
、「
春
機
発
動
期
」
で
あ
り
、「
え
た
い
の
知
れ
な
い
憂
悶

の
は
け
口
が
な
か
つ
た
為
か
も
知
れ
な
い
が
」
と
自
身
を
省
み
、
憎
さ
か
ら
の
行
動
で
は
な
く
歯
止
め
の
き
か
な
い
癖
に
な
っ
て
い
た
と

振
り
返
る
。
つ
ま
り
、
い
ち
を
追
い
廻
し
て
い
じ
め
た
記
憶
に
つ
い
て
は
、「
私
」
自
身
、
あ
る
程
度
相
対
視
し
、
意
味
づ
け
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
犬
を
追
い
廻
し
た
自
分
の
興
奮
の
感
覚
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
す
に
つ
れ
、「
私
」
は
次
第
に
そ
の
記
憶
の
中
に
入
り
込
ん

で
い
く
。

そ
れ
か
ら
調
子
が
つ
い
て
、
追
つ
掛
け
な
が
ら
背
中
で
も
尻
で
も
頸
で
も
構
は
ず
に
突
つ
突
く
か
ら
、
犬
は
う
ろ
た
へ
て
逃
げ
廻

り
、
追
ひ
詰
め
ら
れ
る
と
、
け
ん
け
ん
鳴
き
出
す
。
ま
す
ま
す
興
が
乗
つ
て
来
る
の
で
、
ゆ
る
め
る
事
は
し
な
い
。
こ
ち
ら
も
興
奮

し
て
ゐ
る
か
ら
、
息
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
追
つ
た
。

こ
こ
に
は
、
た
が
の
外
れ
た
「
私
」
と
う
ろ
た
え
る
犬
が
、
本
能
的
な
部
分
で
対
峙
す
る
瞬
間
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。
回
想
す
る

「
私
」
は
、
こ
の
時
の
異
常
な
ま
で
の
興
奮
、
暴
力
的
衝
動
へ
の
囚
わ
れ
を
生
々
し
く
振
り
返
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

非
常
に
速
く
走
つ
た
け
れ
ど
、
こ
ち
ら
も
一
生
懸
命
だ
か
ら
、
す
ぐ
に
追
い
つ
き
、
青
草
の
中
を
向
う
へ
抜
け
る
黒
い
胴
体
の
ど

こ
か
を
竿
の
先
で
思
ひ
切
り
突
い
た
。
大
き
な
消
し
護
謨
の
様
な
手
ご
た
へ
が
し
た
と
思
ふ
と
、
井
戸
の
上
を
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
び
越

え
て
、
向
う
の
側
か
ら
こ
つ
ち
を
振
り
向
き
、
薄
闇
の
中
で
白
い
歯
を
む
き
出
し
た
。
頭
を
低
く
し
て
身
構
へ
す
る
様
な
恰
好
を
す
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る
。
不
意
に
こ
は
く
な
つ
て
、
草
の
中
に
竿
を
投
げ
た
儘
、
後
を
見
ず
に
家
へ
帰
つ
た
。

「
不
意
に
こ
は
く
な
つ
」
た
の
は
、
興
奮
の
只
中
で
相
手
の
存
在
が
、
突
如
「
大
き
な
消
し
護
謨
の
様
な
」
感
触
と
「
白
い
歯
を
む
き

出
す
」
と
い
う
反
撃
の
気
配
と
な
っ
て
、「
私
」
に
強
い
生
理
的
な
違
和
感
を
も
た
ら
し
た
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
私
」
は
、

目
の
前
の
い
ち
を
見
慣
れ
た
飼
い
犬
で
は
な
く
、
異
物
と
し
て
、
異
様
な
存
在
と
し
て
感
覚
的
に
受
け
と
め
た
こ
と
を
、
当
時
の
ま
ま
に

感
じ
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
自
身
の
常
軌
を
逸
し
た
嗜
虐
性
と
常
な
ら
ぬ
い
ち
の
姿
を
恐
怖
感
を
も
っ
て
見
出
し
た
「
私
」
は
、
つ
づ
く
父

の
病
床
の
記
憶
で
も
、
再
び
同
じ
形
相
の
も
の
を
捉
え
て
い
く
。

「
こ
の
窓
の
外
の
、
あ
の
松
の
木
が
重
な
り
合
つ
た
う
し
ろ
は
崖
が
ご
ざ
い
ま
す
の
よ
。
も
う
一
つ
山
に
な
つ
て
、
そ
の
上
に
榛
の

木
が
繁
つ
て
、
木
の
ま
は
り
を
大
き
な
白
い
蝶
蝶
が
」

そ
れ
は
違
ふ
。
手
の
平
ぐ
ら
い
も
あ
っ
て
。

「
白
い
蝶
蝶
じ
や
な
い
、
黒
い
の
だ
。
真
黒
な
」

「
ま
あ
」
と
云
つ
て
人
の
顔
を
見
据
え
た
。「
そ
ん
な
気
が
す
る
と
仰
し
や
る
の
で
せ
う
」

さ
う
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
で
見
た
わ
け
で
は
な
い
。
見
え
る
筈
が
な
い
。
さ
う
云
は
れ
て
、
そ
つ
ち
を
見
た
け
れ
ど
、
蝶
蝶
な

ん
ぞ
は
飛
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
。
父
が
さ
う
思
つ
て
さ
う
云
つ
た
だ
け
だ
。

か
ら
だ
が
硬
く
な
っ
た
。

「
お
苦
し
か
つ
た
の
で
せ
う
。
本
当
に
残
念
な
事
を
い
た
し
ま
し
た
」

幾
晩
か
続
い
た
か
ら
、
傍
に
ゐ
て
呼
吸
が
出
来
な
い
様
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
か
ら
だ
が
硬
く
な
つ
て
、
ど
う
し
て
い
い
か
解
ら

な
い
。

女
が
今
現
在
の
景
色
に
つ
い
て
話
す
の
に
対
し
て
、「
私
」
は
記
憶
の
中
の
光
景
に
つ
い
て
、
そ
れ
も
父
の
視
線
と
言
葉
に
寄
り
添
っ

内
田
百
閒
「
由
比
駅
」
論

七
四



て
、
瞬
発
的
に
「
そ
れ
は
違
ふ
」
と
反
応
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
過
去
の
、
し
か
も
他
者
の
思
い
に
突
如
移
入
し
て
い
く
と
こ
ろ
に

は
、
先
ほ
ど
の
い
ち
い
じ
め
よ
り
も
、
記
憶
の
中
に
没
入
す
る
度
合
い
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
没
入
に
よ
り
、

「
私
」
は
出
来
事
に
対
す
る
解
釈
的
説
明
を
せ
ず
、
た
だ
蘇
っ
て
く
る
当
時
の
感
触
だ
け
を
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
か
ら
だ
が
硬
く
な

つ
た
」
と
二
度
繰
り
返
す
の
も
、
記
憶
の
中
の
父
の
言
葉
や
思
い
に
寄
り
添
っ
た
た
め
に
、
病
床
の
傍
ら
で
の
反
応
が
今
に
呼
び
起
こ
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
打
つ
手
の
な
い
父
の
病
状
に
接
し
た
際
の
息
苦
し
さ
、
痛
切
さ
を
、「
私
」
は
い
ま
生
々
し
く
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
い
ち
が
現
れ
る
。

そ
の
上
に
犬
が
跳
び
上
が
つ
て
来
て
、
病
床
の
傍
に
四
つ
脚
で
起
つ
た
。
自
分
の
坐
つ
て
ゐ
る
同
じ
高
さ
に
、
犬
が
ゐ
る
の
を
見
た

事
が
な
い
。
黒
い
犢
の
様
に
思
は
れ
て
、
ぞ
つ
と
し
て
追
つ
た
。
家
の
犬
で
あ
る
。「
こ
ら
つ
、
い
ち
」
と
云
は
う
と
思
つ
た
ら
、

声
が
詰
ま
つ
た
。
犬
は
高
い
縁
鼻
か
ら
、
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
ん
だ
。

こ
こ
に
は
、
父
に
と
っ
て
は
飼
い
犬
が
傍
に
寄
っ
て
き
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
出
来
事
が
、「
私
」
に
と
っ
て
は
全
く
違
う
光
景
で

捉
え
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。「
黒
い
犢
」
と
も
見
え
た
「
ぞ
っ
と
」
す
る
よ
う
な
異
様
な
姿
、
そ
し
て
「
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
」
ぶ
姿
は
、

い
ち
が
土
壇
場
に
お
い
て
見
せ
た
反
撃
の
姿
と
同
じ
で
あ
り
、
明
ら
か
に
い
ち
い
じ
め
の
記
憶
と
の
連
続
性
の
中
で
こ
の
場
面
が
思
い
描

か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
前
段
階
で
犬
に
向
け
た
自
身
の
常
軌
を
逸
し
た
暴
力
性
を
意
識
し
、
い
ま
父
の
今
際
の
苦
し
み

に
接
し
て
緊
張
と
不
安
に
身
を
堅
く
す
る
感
覚
を
再
現
す
る
「
私
」
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
の
い
ち
は
、
機
を
と
ら
え
て
「
私
」
に
反
撃
す

べ
く
無
言
で
圧
倒
し
て
く
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
記
憶
の
中
で
「
私
」
が
「
黒
い
犢
」
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
は
、「
私
」
の
動
物
的
な
興
奮
と
嗜
虐
に
駆
ら
れ
る
異
様
な
暗

い
あ
り
方
と
、「
え
た
い
の
知
れ
な
い
憂
悶
」
の
源
た
る
父
の
病
状
と
死
に
直
面
し
て
無
力
で
あ
っ
た
あ
り
方
が
、「
私
」
の
実
感
に
お
い

て
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
自
身
の
存
在
と
し
て
の
幼
さ
に
対
す
る
負
の
感
触
が
集
約
さ
れ
て
あ
ぶ
り
出
さ

れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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（
二
）

・「
わ
た
く
し
は
、
い
ち
の
家
内
で
御
座
い
ま
す
」

「
何
だ
と
」

「
ま
あ
、
あ
ん
な
顔
を
な
す
つ
て
。
犬
の
家
内
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
事
よ
。
ほ
ほ
ほ
」

・「
い
え
居
り
ま
し
た
。
旦
那
様
を
存
じ
上
げ
て
居
り
ま
す
」

「
さ
う
か
知
ら
。
君
の
様
な
ボ
イ
は
ゐ
な
か
つ
た
と
思
つ
た
が
」

「
あ
の
時
分
は
ボ
イ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
、
犬
の
い
ち
が
中
年
の
男
の
姿
で
現
れ
た
の
に
加
え
て
、
女
と
ボ
イ
も
ま
た
、
以
前
と
は
姿
を
変
え
た
存
在
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
何
だ
つ
た
の
だ
」
と
確
認
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
に
、
ボ
イ
は
、「
そ
れ
が
旦
那
様
の
癖
で
せ
う
」
と
言

い
、
由
比
駅
の
ホ
ー
ム
で
通
過
す
る
列
車
を
「
気
抜
け
が
し
た
様
に
な
つ
て
見
て
」
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。「

助
役
さ
ん
が
云
つ
て
ゐ
ま
し
た
け
れ
ど
、
僕
だ
つ
て
さ
う
思
ひ
ま
す
。
そ
ん
な
事
を
し
た
ら
、
そ
れ
は
列
車
だ
つ
て
あ
の
勢
ひ
で

動
い
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
ぼ
ん
や
り
し
た
旦
那
様
の
な
ん
か
を
持
つ
て
行
つ
て
、
擦
れ
違
ふ
時
に
今
度
の
上
り
に
渡
し
た
の
が
返

つ
て
来
る
ま
で
は
丸
で
お
留
守
で
す
。
い
ろ
ん
な
事
が
起
こ
り
ま
さ
あ
ね
、
僕
な
ん
か
初
め
か
ら
さ
う
思
つ
て
ゐ
る
か
ら
」

つ
ま
り
ボ
イ
は
、「
私
」
が
し
ば
し
ば
忘
我
の
状
態
と
な
っ
て
は
様
々
な
物
事
を
見
過
ご
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
後
か
ら
し

か
認
識
し
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、「
私
」
の
意
識
に
穴
が
あ
っ
て
、
自
身
で
は
捉
え
き
れ
て
い
な
い
も
の

が
あ
る
こ
と
の
示
唆
で
あ
る
。
い
ち
と
名
乗
る
男
、
い
ち
の
家
内
だ
と
い
う
女
、
ボ
イ
に
お
け
る
姿
の
変
容
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た

「
私
」
の
意
識
の
不
確
か
さ
、「
私
」
が
認
識
し
な
い
世
界
の
存
在
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
だ
と
解
釈
で
き
よ
う
。

ボ
イ
の
示
唆
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
ト
ン
ネ
ル
の
話
と
し
て
続
く
。
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
私
」
の
記
憶
に
は
、
自
分
自
身
で
意
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識
し
き
れ
て
い
な
い
深
層
の
部
分
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
二
つ
の
ト
ン
ネ
ル
は
、
ま
さ
に
そ
の
記
憶
と
明
白
に
な
ら
な
い
核
心
部
分
の
存
在

を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
そ
の
ト
ン
ネ
ル
と
ト
ン
ネ
ル
と
の
間
で
、
大
き
な
獣
が
轢
か
れ
ま
し
た
」

「
犬
だ
ら
う
」

（
略
）

「
馬
鹿
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
い
い
加
減
に
し
た
ら
ど
う
で
す
」

「
怪
し
か
ら
ん
事
を
云
ふ
。
そ
れ
ぢ
や
何
が
轢
か
れ
た
の
だ
」

「
何
だ
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
列
車
が
第
一
洞
を
出
て
見
た
ら
、
第
二
洞
の
こ
つ
ち
の
入
り
口
の
所
を
、
黒
い
獣
が
出
た
り
這
入
つ

た
り
」

「
大
き
な
獣
」「
黒
い
獣
」
と
は
、「
私
」
を
記
憶
の
再
現
へ
と
誘
い
、
未
だ
見
据
え
ら
れ
て
い
な
い
負
な
る
核
心
部
分
を
あ
ぶ
り
出
そ

う
と
す
る
存
在
に
等
し
く
、
一
つ
め
の
記
憶
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
て
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
直
視
し
難
い
記
憶
の
ト
ン
ネ
ル
の
「
入
り

口
」
を
案
内
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
「
大
き
な
獣
」
が
列
車
に
轢
か
れ
た
と
は
、
記
憶
を
通
っ
て
そ
の
先
を
直
視
し
よ
う

と
し
な
い
「
私
」
の
あ
り
方
を
否
定
的
に
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
も
う
い
い
」

「
よ
く
は
な
い
で
す
。

網
ノ
濱
の

茗
荷
の
子

出
た
り

這
入
つ
た
り
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す
つ
込
ん
だ

さ
う
で
せ
う
。
さ
う
な
ん
で
せ
う
。
あ
は
は
は
」

手
を
離
し
て
人
の
顔
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
。
耳
許
が
が
ん
と
し
て
、
耳
鳴
り
が
す
る
。
松
も
鳴
つ
て
ゐ
る
。
ボ
イ
の
白
い
顔
と
白
い

上
衣
が
、
境
目
が
な
く
な
つ
た
。

「
も
う
い
い
」
と
言
っ
て
核
心
部
分
を
見
ま
い
と
す
る
「
私
」
に
対
し
て
、
ボ
イ
は
、
物
忘
れ
の
謂
れ
が
あ
る
「
茗
荷
の
子
」
や
、「
出

た
り
／
這
入
つ
た
り
／
す
つ
込
ん
だ
」
と
い
う
「
黒
い
獣
」
の
動
き
に
重
な
る
詞
を
唄
い
、
核
心
を
捉
え
そ
う
で
捉
え
な
い
「
私
」
の
意

識
状
況
や
葛
藤
を
指
摘
し
、
囃
し
立
て
る
。「
網
ノ
濱
の
」
と
、
岡
山
の
地
名
を
持
ち
出
す
の
は
、
葛
藤
の
原
因
で
あ
る
深
層
の
内
実

が
、
郷
里
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

（
一
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
私
」
は
郷
里
で
の
若
い
日
の
あ
り
方
を
、
異
様
さ
と
不
甲
斐
な
さ
に
お
い
て
見
出
さ
ん
と
し
て
い
る
と

見
ら
れ
る
。
周
囲
の
催
促
に
対
す
る
反
応
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
郷
里
に
ま
つ
わ
る
何
ら
か
の
負
の
思
い
、
過
誤
の
意
識
が
「
私
」
の
根

底
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
質
は
結
局
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
明
確
に
捉
え
る
こ
と
へ
の
葛
藤
と
惑
乱
に

陥
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
認
め
難
い
の
は
、
そ
れ
が
現
在
の
自
己
に
結
び
つ
く
存
在
の
負
の
原
点
だ
か
ら
で
あ

り
、
作
品
は
、
記
憶
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
負
な
る
自
己
存
在
を
、
抵
抗
感
と
不
思
議
さ
に
お
い
て
捉
え
る
感
覚
を
結
末

に
定
位
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
記
憶
の
再
現
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
自
己
存
在
の
相
対
化
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
意
識
と
無
意
識
の

重
層
の
中
で
表
現
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四

作
中
で
「
私
」
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
「
栄
さ
ん
」
と
い
う
名
は
百
閒
の
本
名
と
同
じ
で
あ
り
、
描
か
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
多
く
は
百
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閒
自
身
の
思
い
出
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
⑺
。
例
え
ば
い
ち
に
関
し
て
言
え
ば
、
百
閒
が
実
際
に
幼
少
期
に
飼
っ
て
い
た
一
と
い
う
犬
の

思
い
出
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。

私
が
少
年
か
ら
青
年
に
移
る
頃
の
心
は
と
げ
と
げ
し
く
て
暗
く
て
何
と
も
云
は
れ
な
い
変
な
調
子
を
帯
び
て
ゐ
た
。
も
う
人
の
ゐ
な

く
な
つ
た
広
い
家
の
中
を
、
三
間
も
あ
る
長
い
竹
竿
を
持
つ
て
そ
の
一
を
な
ん
の
意
味
も
な
く
無
暗
に
、
血
眼
に
な
つ
て
追
ひ
廻
し

た
。
一
は
逃
げ
ら
れ
る
丈
逃
げ
廻
つ
て
、
し
ま
ひ
に
追
ひ
つ
め
ら
れ
る
と
、
い
き
な
り
後
を
向
い
て
白
い
歯
を
剥
い
て
恐
ろ
し
い
声

を
出
し
て
私
に
向
ひ
さ
う
な
気
合
を
見
せ
た
。
さ
う
す
る
と
私
は
急
に
恐
ろ
し
く
な
つ
て
竿
を
投
げ
出
し
た
ま
ま
座
敷
に
逃
げ
上
が

つ
た
。
一
を
虐
待
し
て
追
ひ
廻
し
て
、
そ
の
恐
ろ
し
い
顔
を
見
る
瞬
間
に
、
私
の
心
の
ど
こ
か
に
或
る
、
何
と
も
云
へ
な
い
、
恐
怖

を
裏
打
ち
に
し
た
満
足
が
浮
か
ん
だ
の
で
あ
る
⑻
。（
大
正
七
年
八
月
十
二
日
）

こ
の
日
記
の
記
述
か
ら
、
百
閒
が
、
飼
い
犬
を
い
じ
め
た
自
身
の
暴
力
性
、
嗜
虐
性
を
、「
春
機
発
動
期
」
の
「
に
が
に
が
し
い
記

憶
⑼
」
の
一
つ
と
し
て
振
り
返
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。「
何
と
も
云
は
れ
な
い
変
な
調
子
を
帯
び
て
ゐ
た
」「
何
と
も
云
へ
な
い
、
恐

怖
を
裏
打
ち
に
し
た
満
足
が
浮
か
ん
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
当
時
の
心
の
あ
り
よ
う
に
は
理
屈
で
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
異
様
な
逸

脱
、
制
御
で
き
な
い
本
能
的
な
鬱
屈
が
あ
り
、
自
分
が
一
種
グ
ロ
テ
ス
ク
な
存
在
と
化
し
て
い
た
こ
と
を
感
じ
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ

る
。ま

た
、
複
数
の
随
筆
に
も
飼
い
犬
一
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
病
床
の
父
に
焦
点
を
置
く
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
容
態
が
悪
く
な
つ
て
、
私
共
の
目
に
も
、
何
だ
か
父
は
も
う
な
ほ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
様
に
な
つ
た
或

る
日
、
何
年
も
家
に
飼
つ
て
ゐ
た
一
と
云
ふ
大
き
な
犬
が
、
い
き
な
り
父
の
病
床
の
近
く
の
縁
側
に
上
が
つ
て
来
て
、
父
の
方
を
見

た
。
畳
に
坐
つ
て
ゐ
る
私
の
目
に
、
そ
の
犬
が
牛
の
様
に
大
き
く
思
は
れ
た
⑽
。（「
た
ら
ち
を
の
記
」）

さ
ら
に
「
由
比
駅
」
よ
り
後
に
書
か
れ
た
随
筆
「
夜
の
杉
⑾
」
に
は
、
一
い
じ
め
に
つ
い
て
「
由
比
駅
」
と
重
複
す
る
描
写
が
多
く
含
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ま
れ
て
い
る
。
こ
の
随
筆
で
興
味
深
い
の
は
、
一
を
い
じ
め
た
直
後
の
こ
と
と
し
て
、
近
い
将
来
に
家
業
を
閉
め
、
家
も
人
手
に
渡
る
こ

と
に
な
る
と
母
か
ら
告
げ
ら
れ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

一
を
追
つ
掛
け
廻
し
た
後
、
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
話
は
私
に
は
何
の
影
響
も
な
か
つ
た
。
将
来
を
悲
観
す
る
な
ど
と
云
ふ
気
持
は

全
然
起
こ
ら
な
か
つ
た
。
た
だ
毎
日
毎
日
、
何
と
な
く
い
ら
い
ら
し
て
、
じ
れ
つ
た
く
て
、
何
か
を
ぎ
ゆ
つ
と
い
ぢ
め
て
や
り
た
く

て
む
ず
む
ず
し
た
。（「
夜
の
杉
」）

こ
の
よ
う
に
中
学
生
の
自
分
が
現
実
を
受
け
と
め
ら
れ
ず
、
た
だ
闇
雲
に
暴
力
的
な
衝
動
を
抱
え
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
捉
え

た
上
で
百
閒
は
、
続
く
箇
所
で
廃
業
と
父
の
病
死
を
語
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
作
品
外
に
あ
る
百
閒
自
身
の
こ
と
と
し
て
は
、
家
や
父
の
置

か
れ
た
状
況
を
受
け
と
め
ら
れ
ず
、
衝
動
の
ま
ま
に
行
動
し
て
い
た
自
己
の
幼
さ
が
、
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

以
上
の
よ
う
な
日
記
や
随
筆
の
記
述
に
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
作
品
中
の
「
網
ノ
濱
」
が
百
閒
の
父
親
に
所
縁
の
あ
る
地
で

あ
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、「
由
比
駅
」
を
描
く
百
閒
が
、
作
中
の
「
私
」
が
感
じ
る
自
己
の
異
様
さ
と
不
甲
斐
な
さ
の
前
提

に
、
苦
し
ん
で
死
ん
だ
父
に
対
す
る
現
在
の
自
身
の
思
い
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
六
十
八
歳
に
し
て

な
お
、
自
分
と
い
う
も
の
を
故
郷
や
父
の
思
い
出
に
照
ら
し
て
見
る
意
識
を
持
ち
続
け
る
百
閒
の
姿
が
鮮
明
で
あ
る
。
百
閒
文
芸
の
出
発

点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
「
冥
途
⑿
」
で
、
百
閒
は
思
慕
の
対
象
と
し
て
亡
き
父
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
あ
ん
な
に
な
る

の
も
、
こ
ち
ら
の
所
為
だ
」
と
語
る
亡
父
の
視
線
に
お
い
て
、
自
身
の
未
熟
を
捉
え
る
意
識
を
表
し
た
。
つ
ま
り
、
十
六
歳
で
直
面
し
た

父
の
死
以
来
、「
冥
途
」
か
ら
「
由
比
駅
」
に
至
る
ま
で
、
百
閒
は
亡
き
父
へ
の
思
慕
の
半
面
で
、
常
に
父
の
跡
を
継
ぐ
自
分
自
身
の
不

甲
斐
な
さ
を
痛
切
に
感
じ
続
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
だ
。

し
か
し
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
な
ら
ば
、「
由
比
駅
」
と
い
う
作
品
の
眼
目
は
、
非
現
実
的
状
況
に
誘
わ
れ
た
「
私
」
が
、
思
い
が
け
ず

過
去
の
記
憶
を
再
現
し
、
自
己
存
在
の
原
点
に
あ
る
異
様
さ
不
甲
斐
な
さ
と
い
う
も
の
を
、
意
味
づ
け
を
排
し
た
実
感
と
し
て
、
直
視
し

難
さ
と
と
も
に
感
じ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
春
機
発
動
期
」
と
ひ
と
ま
ず
名
付
け
た
も
の
の
実
体
と
は
、
そ
の
実
、
言
葉
で
は
明
確
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に
示
す
こ
と
の
難
し
い
心
の
あ
り
よ
う
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
由
比
駅
」
と
は
、
現
在
の
自
己
を
形
作
っ
て
い
る
根
源
を
、
遥
か
な

故
郷
、
父
の
死
に
遡
っ
て
確
認
せ
ん
と
す
る
百
閒
の
止
ま
な
い
志
向
性
に
基
づ
き
、
自
己
の
負
な
る
原
点
に
触
れ
て
い
く
生
々
し
い
存
在

感
覚
を
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
捉
え
難
い
負
の
部
分
を
抱
え
る
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
、
記
憶
の
再
現
を

通
し
て
形
象
化
し
た
作
品
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

註⑴
「
文
芸
春
秋
」（
一
九
五
二
〔
昭
和
二
七
〕
年
八
月
）
に
発
表
。『
無
伴
奏
』（
三
笠
書
房
、
一
九
五
三
〔
昭
和
二
八
〕
年
五
月
）
に
収
録
。

⑵
「
新
小
説
」（
一
九
二
一
〔
大
正
一
〇
〕
年
一
月
）
に
発
表
。『
冥
途
』（
稲
門
堂
書
店
、
一
九
二
二
〔
大
正
一
一
〕
年
二
月
に
収
録
。

⑶
「
小
説
新
潮
」（
一
九
五
一
〔
昭
和
二
六
〕
年
六
月
）
に
発
表
。『
阿
房
列
車
』（
三
笠
書
房
、
一
九
五
二
〔
昭
和
二
七
〕
年
六
月
）
に
収
録
。

⑷

一
九
五
一
〔
昭
和
二
六
〕
年
三
月
。
行
程
は
「
区
間
阿
房
列
車
」
の
記
述
と
同
一
。

⑸
「
区
間
阿
房
列
車
」
は
、
東
京
│
静
岡
間
の
旅
で
、
由
比
・
興
津
に
遊
ぶ
。
御
殿
場
線
経
由
東
海
道
線
を
利
用
。「
由
比
駅
」
は
、
東
京
│
由
比

で
、
東
海
道
線
の
み
を
利
用
。

⑹

野
口
武
彦
「「
夢
」
と
「
笑
い
」
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
│
内
田
百
閒
の
幻
想
言
語
空
間
を
め
ぐ
っ
て
」（「
ユ
リ
イ
カ
」
青
土
社
、
一
九
八
四

〔
昭
和
五
九
〕
年
二
月
、
五
五
頁
）。

⑺

作
中
に
用
い
ら
れ
た
主
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
た
随
筆
作
品
は
以
下
の
と
お
り
。

・
岡
友
の
お
ば
さ
ん
の
棺
桶
が
飛
び
出
し
た
話

「
夜
の
杉
」（「
小
説
新
潮
」
一
九
六
〇
〔
昭
和
三
五
〕
年
一
一
月
）、「
見
ゆ
る
限
り
は
」（「
小
説
新
潮
」
一
九
六
八
〔
昭
和
四
三
〕
年
六
月
）。

・
父
親
の
闘
病
と
飼
い
犬
一
の
話

「
た
ら
ち
を
の
記
」（「
中
央
公
論
」
一
九
三
七
〔
昭
和
一
二
〕
年
六
月
）、「
夜
の
杉
」（「
小
説
新
潮
」
一
九
六
〇
〔
昭
和
三
五
〕
年
一
一
月
）、

「
葉
が
落
ち
る
」（「
小
説
新
潮
」
一
九
六
九
〔
昭
和
四
四
〕
年
九
月
）。

・
列
車
の
通
過
を
眺
め
た
話

「
通
過
列
車
」（「
大
和
」
一
九
三
二
〔
昭
和
一
七
〕
年
一
一
月
）。

⑼
「
残
夢
三
昧
残
録
」（「
小
説
新
潮
」
一
九
六
八
〔
昭
和
四
三
〕
年
五
月
）。
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⑽
「
た
ら
ち
を
の
記
」（
前
掲
）。

⑾
「
夜
の
杉
」（
前
掲
）。

⑿
「
東
亜
之
光
」（
一
九
一
七
〔
大
正
六
〕
年
一
月
）
に
筆
名
内
田
曳
象
で
発
表
。「
新
小
説
」（
一
九
二
一
〔
大
正
一
〇
〕
年
一
月
）
に
掲
載
、『
冥

途
』（
稲
門
堂
書
店
、
一
九
二
二
〔
大
正
一
一
〕
年
二
月
）
に
収
録
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
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