
1

　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
は
、一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
三
月
、雑
誌
『
少
年
少
女
』（
中
央
公
論
社
）
に
掲
載
さ
れ
、後
に
、単
行
本
『
太

陽
よ
り
も
月
よ
り
も
』（
講
談
社　

一
九
五
六
年
一
〇
月
）
に
収
録
、『
平
塚
武
二
童
話
全
集
第
五
巻
』（
童
心
社　

一
九
七
二
年
一
〇
月
）

の
表
題
作
と
も
な
っ
た
、
童
話
作
家
・
平
塚
武
二
の
代
表
作
で
あ
る
。
物
語
は
、
古
代
奈
良
の
都
を
舞
台
に
、
法
隆
寺
に
伝
わ
る
国
宝
「
玉

虫
厨
子
」
制
作
の
い
き
さ
つ
を
、「
若
麻
呂
」
と
い
う
一
人
の
仏
師
に
焦
点
を
当
て
る
形
で
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
冒
頭
は
、「
昔
の
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。
若
い
仏
師
が
、
そ
の
こ
ろ
の
都
、
奈
良
の
ほ
と
り
に
い
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
、「
で
す
ま
す
体
」
の
説
話
調
の

文
体
で
語
ら
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
歴
史
的
な
出
来
事
の
記
述
よ
り
も
、
玉
虫
厨
子
の
制
作
に
心
血
を
注
ぐ
無
名
の
若
き
仏
師
の
心

の
変
遷
の
ド
ラ
マ
に
主
眼
が
置
か
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
作
品
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

若
麻
呂
は
、
仏
師
と
し
て
世
に
ま
た
と
な
い
美
し
い
も
の
を
作
り
た
い
と
い
う
願
望
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
若
麻
呂
に
は
、
妻
と
な
る

こ
と
を
約
束
し
た
「
お
と
め
」
と
い
う
恋
人
が
い
た
。
し
か
し
、「
お
と
め
」
の
親
は
、
若
麻
呂
が
ま
だ
無
名
の
仏
師
で
あ
っ
た
た
め
容
易
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に
結
婚
を
認
め
ず
、
一
人
前
の
仕
事
を
し
て
名
を
上
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
告
げ
た
。
そ
こ
で
若
麻
呂
は
、
昼
夜
を
問
わ
ず
心
血
を
注
ぎ
、

ひ
た
す
ら
に
「
厨
子
」
の
制
作
に
励
み
、
や
が
て
そ
の
仕
事
ぶ
り
は
時
の
天
子
の
と
こ
ろ
に
聞
こ
え
及
ぶ
ま
で
に
な
っ
た
。

　

若
麻
呂
の
厨
子
制
作
も
佳
境
に
さ
し
か
か
っ
た
頃
、
若
麻
呂
は
一
人
の
男
の
子
が
手
に
し
て
い
た
も
の
に
目
を
奪
わ
れ
た
。
そ
れ
は
金

色
に
美
し
く
輝
く
、
一
匹
の
「
玉
虫
」
で
あ
っ
た
。
若
麻
呂
は
、「
こ
れ
こ
そ
厨
子
の
仕
上
げ
の
金
」
と
ば
か
り
に
、
そ
の
玉
虫
の
翅
を
厨

子
の
須
弥
座
に
飾
り
付
け
る
こ
と
を
思
い
立
つ
。
そ
れ
か
ら
若
麻
呂
は
、
玉
虫
を
集
め
る
た
め
に
野
山
を
駆
け
め
ぐ
る
日
々
に
明
け
暮
れ
、

昼
夜
と
な
く
野
山
を
歩
き
回
る
う
ち
に
、
若
麻
呂
の
関
心
は
玉
虫
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
チ
ョ
ウ
や
ナ
メ
ク
ジ
な
ど
別
の
生
き
物
に
も
注

が
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
若
麻
呂
は
つ
い
に
、
ま
こ
と
の
美
の
本
質
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
然
界
に
存
在
す
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
を
見
せ
る
生
命
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
若
麻
呂
は
、「
神
を
こ
え
た
美
そ
の
も
の
」
の
姿
を
発
見
す
る
に
至
る

の
で
あ
る
。

　

若
麻
呂
に
は
も
は
や
、
美
し
い
恋
人
を
妻
に
し
た
い
と
い
う
願
い
、
仏
師
と
し
て
、
世
に
ま
た
と
な
い
厨
子
を
作
り
上
げ
た
い
と
い
う

名
声
へ
の
欲
望
も
な
い
。
そ
し
て
厨
子
の
完
成
後
、
若
麻
呂
は
人
知
れ
ず
家
を
出
た
ま
ま
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
て
し
ま
う
。
人
々
は
若
麻

呂
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
う
わ
さ
話
を
す
る
が
、
若
麻
呂
の
姿
は
す
で
に
都
に
な
く
、
残
さ
れ
た
も
の
は
、
玉
虫
を
ち
り
ば
め
て
光
り
輝

く
「
玉
虫
厨
子
」
ば
か
り
な
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
が
作
品
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
が
、
本
品
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
中
心
的
主
題
は
、〈
美
に

対
す
る
追
求
〉
と
い
う
点
に
疑
い
は
な
い
。

　

例
え
ば
本
作
に
つ
い
て
、
古
田
足
日
は
、「
芸
術
至
上
主
義
と
い
う
か
耽
美
主
義
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
」
（
注
１
）

と
述
べ
、
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鳥
越
信
は
「
成
人
文
学
で
い
え
ば
谷
崎
の
系
列
に
ち
か
い
」
（
注
２
）

と
評
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
に
は
、
主

人
公
若
麻
呂
の
美
に
対
す
る
あ
く
な
き
執
着
心
の
中
に
、
芸
術
の
完
成
の
た
め
に
は
他
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
そ
れ
を
成
し
遂
げ
よ
う
と

す
る
、
一
種
の
芸
術
至
上
主
義
的
な
人
間
の
有
り
様
が
潜
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
で
い
う
と
、「
刺
青
」（
一
九
一
〇
年
）
が

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、芥
川
龍
之
介
な
ら
、「
地
獄
変
」（
一
九
一
八
年
）
な
ど
が
想
起
さ
れ
よ
う
。「
刺
青
」
に
お
け
る
彫
り
物
師
「
清
吉
」

は
、
美
女
の
体
に
自
分
の
魂
を
彫
り
込
み
た
い
と
い
う
宿
願
を
持
ち
、
娘
の
身
体
に
み
ご
と
な
女
郎
蜘
蛛
の
刺
青
を
彫
り
上
げ
る
。
魔
性

の
女
に
変
身
し
た
娘
は
、「
お
前
さ
ん
は
真
っ
先
に
私
の
肥
料
に
な
っ
た
ん
だ
ね
え
」
と
清
吉
に
言
い
放
ち
、
燦
爛
た
る
背
中
の
刺
青
を
朝

日
に
輝
か
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
美
へ
の
あ
く
な
き
執
着
心
が
人
間
の
心
を
支
配
し
、
そ
の
魂
の
結
晶
で
あ
る
刺
青
＝
作
品
だ
け
が
最
後
に

輝
き
を
放
つ
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
作
に
お
け
る
、
若
麻
呂
の
玉
虫
厨
子
完
成
へ
の
執
念
と
、
仏
師
と
し
て
の
芸
術
至
上
主
義
的
な
生
き
方
、

ま
た
、
最
後
に
残
さ
れ
た
玉
虫
厨
子
と
い
う
芸
術
作
品
。
こ
う
し
た
芸
術
・
美
へ
の
執
念
と
い
う
側
面
か
ら
、
作
品
の
共
通
項
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。

　

ま
た
、
芥
川
の
「
地
獄
変
」
で
は
、
絵
師
「
良
秀
」
が
地
獄
絵
の
完
成
の
た
め
に
、
我
が
娘
が
業
火
の
中
で
も
だ
え
苦
し
み
死
ん
で
い

く
様
が
描
か
れ
る
。
良
秀
は
、
驚
き
や
悲
し
み
を
超
越
し
た
、
厳
か
な
表
情
で
そ
の
姿
を
眺
め
、
実
の
娘
の
犠
牲
に
よ
っ
て
美
の
境
地
に

到
達
す
る
。
こ
こ
に
は
一
人
の
絵
師
と
し
て
生
き
る
男
の
美
に
対
す
る
陶
酔
感
と
、
そ
の
た
め
に
は
肉
親
さ
え
も
犠
牲
に
し
て
作
品
の
完

成
を
優
先
す
る
と
い
う
芸
術
家
と
し
て
の
矜
持
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
恋
人
と
添
い
遂
げ
た
い
と
い
う
願
望
を
棄
て
、
厨
子

完
成
の
た
め
に
、
一
種
の
忘
我
的
境
地
に
到
達
す
る
「
若
麻
呂
」
の
芸
術
至
上
的
な
生
き
方
と
も
通
底
す
る
部
分
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
猪
熊
葉
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
近
代
文
学
の
耽
美
派
の
作
品
群
と
「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
を
、
単
に
、「
耽
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美
的
」
と
い
う
点
で
同
列
の
作
品
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
猪
熊
は
芥
川
の
「
地
獄
変
」
を
例
に
挙

げ
て
、
両
者
の
作
品
で
扱
わ
れ
る
美
の
質
の
違
い
に
注
目
し
た
う
え
で
、「
人
工
の
美
が
遂
に
自
然
の
美
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

若
麻
呂
が
さ
ら
に
大
き
な
真
の
美
を
求
め
る
た
め
に
、
か
つ
て
の
生
き
方
を
棄
て
た
こ
と
を
意
味
す
る
。」
（
注
３
）

と
論
じ
て
い
る
。「
た
ま

む
し
の
ず
し
の
物
語
」
の
作
品
的
価
値
は
、「
耽
美
的
」
と
い
う
評
価
軸
の
み
で
論
ず
る
べ
き
で
な
く
、
若
麻
呂
の
追
求
し
た
美
の
質
的
変

化
の
過
程
や
、
真
の
美
の
た
め
に
従
来
の
価
値
観
や
生
き
方
を
執
着
せ
ず
に
そ
れ
を
捨
て
去
る
と
い
う
、
そ
の
心
の
変
遷
に
こ
そ
目
を
向

け
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
来
、
ひ
と
つ
の
作
品
を
単
一
の
評
価
軸
で
論
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
多
様

な
評
価
の
側
面
を
持
ち
得
た
作
品
だ
か
ら
こ
そ
、児
童
文
学
と
い
う
枠
組
み
で
は
評
価
し
得
な
い
作
品
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
本
作
が
、

「
馬
ぬ
す
び
と
」
と
併
せ
て
、
平
塚
武
二
の
代
表
作
に
挙
げ
る
評
者
が
多
い
の
も
、
こ
の
作
品
の
持
つ
多
様
な
評
価
の
可
能
性
が
あ
っ
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
作
品
の
「
耽
美
的
」
主
題
に
つ
い
て
は
、
発
表
当
初
か
ら
批
判
的
な
評
価
も
な
さ
れ
て
い
た
。
塚
原
健
二
郎
は
、
平
塚
武

二
評
と
し
て
、「
時
と
し
て
、
で
た
ら
め
の
煙
幕
を
張
る
代
り
に
、
芸
術
と
い
う
神
秘
な
殿
堂
を
つ
く
り
、
そ
の
扉
の
中
へ
か
く
れ
」
る
と

し
て
、「
こ
の
作
品
が
、
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
る
も
の
は
、
実
体
の
な
い
空
気
の
よ
う
な
美
で
あ
っ
て
、
美
と
は
な
ん
ぞ
や
と
い
ふ
大
切

な
問
題
を
説
明
し
て
は
く
れ
な
い
。」
（
注
４
）

と
作
品
を
論
断
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
塚
原
は
、「
美
を
求
め
て
、
あ
て
の
な
い
旅
に
の
ぼ

っ
た
若マ

マ麿
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
、
作
者
の
姿
と
、
二
重
映
し
に
な
つ
て
、
私
の
眼
に
う
つ
つ
て
く
る
。
私
は
こ
こ
に
こ
の
作
者
の
逃
避
と
、

で
た
ら
め
の
本
体
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。」
と
い
う
、
一
方
的
と
も
い
え
る
否
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　

塚
原
は
、
作
中
の
美
の
追
求
の
正
体
が
、
実
は
「
実
体
の
な
い
空
気
の
よ
う
な
美
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
童
話
作
家
・
平
塚
武
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二
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
幼
年
童
話
集
「
に
じ
」
に
描
か
れ
る
よ
う
な
、
限
り
な
い
純
粋
な
世
界
の
魅
力
だ
と
評
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
美
の
追
求
と
い
う
主
題
性
が
、
と
も
す
る
と
、
観
念
的
・
技
巧
的
に
過
ぎ
る
作
品
世
界
を
作
り
だ
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

た
し
か
に
、
美
の
追
求
の
終
着
点
が
玉
虫
厨
子
の
完
成
と
い
う
地
点
で
な
く
、
美
の
価
値
観
が
人
工
的
な
美
の
創
出
か
ら
自
然
美
の
世
界

の
発
見
に
移
行
し
て
い
く
中
で
、
美
に
対
す
る
観
念
的
な
語
り
が
前
景
化
し
て
く
る
点
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
塚
原
が
評
し
た
「
実
体
の

な
い
空
気
の
よ
う
な
美
」
と
は
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
美
の
観
念
的
な
語
り
の
部
分
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
塚
原
の
こ
の
評
価
も
、
や
は
り
「
耽
美
的
」
と
い
う
評
価
軸
に
傾
い
た
作
品
評
価
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
猪
熊
の
指
摘
に
あ
っ

た
よ
う
に
、
本
作
は
そ
の
「
耽
美
的
」
と
い
う
部
分
だ
け
で
な
く
、
真
実
の
美
を
追
求
す
る
中
で
、
人
工
の
美
か
ら
自
然
美
の
価
値
に
気

づ
か
さ
れ
、
従
来
の
生
き
方
や
価
値
観
そ
の
も
の
を
も
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
若
麻
呂
の
生
き
方
、
そ
の
ド
ラ
マ
性
の
部
分
の
側

面
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
評
価
軸
が
必
要
と
な
る
。
本
稿
で
分
析
し
て
み
た
い
の
も
、
美
に
と
り
つ
か
れ
た
、
無
名
の
若
き
仏
師
の
心
の
変

遷
の
ド
ラ
マ
性
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、平
塚
武
二
自
身
が
、作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
み
て
み
た
い
。
武
二
は「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
の
な
か
よ
し
の
ひ
と
り
に
Ｋ
君
と
い
う
生
物
観
察
や
事
物
の
考
証
の
す
き
な
人
が
い
て
、
あ
る
日
、
の
ん
き
な
せ
み
取
り

の
話
を
し
ま
し
た
。
ど
こ
か
の
墓
地
へ
せ
み
取
り
に
行
っ
て
、
ふ
と
高
い
む
く
の
木
を
見
あ
げ
た
ら
、
さ
ん
ぜ
ん
た
る
光
が
し
た

…
…
。
玉
虫
だ
な
と
思
っ
て
墓
石
の
上
に
と
び
あ
が
り
、
せ
み
取
り
ざ
お
を
の
ば
し
て
た
た
き
落
す
と
、
く
ち
ゃ
り
と
落
ち
た
の
は



6

な
め
く
じ
だ
っ
た
…
…
と
い
う
よ
う
な
話
で
し
た
。

説
話
体
の
形
式
で
史
話
伝
説
と
い
っ
た
も
の
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
き
で
し
た
の
で
、
玉
虫
厨
子
の
作
者
（
不
詳
）
を

物
語
化
し
ま
し
た
。
わ
た
く
し
の
つ
も
り
と
し
て
は
、
厨
子
の
作
者
が
美
の
追
求
か
ら
一
歩
を
進
め
て
、
虫
（
自
然
界
）
の
ふ
し
ぎ

さ
に
目
を
転
じ
、
美
醜
を
こ
え
た
追
究
そ
の
も
の
の
境
地
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
い
く
姿
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
も
の
が
も
の

だ
け
に
き
れ
い
ご
と
の
部
分
だ
け
が
目
だ
っ
た
ら
し
く
、
平
塚
武
二
は
「
美
の
世
界
」
に
逃
避
し
た
な
ど
と
、
誤
解
さ
れ
ま
し
た
。

わ
た
く
し
が
耽
美
派
で
あ
る
な
ど
と
い
う
定
評
（
？
）
は
、
ど
う
や
ら
そ
れ
以
来
か
ら
の
よ
う
で
す
。
（
注
５
）

　

こ
の
回
想
前
半
で
は
、
友
人
の
自
然
観
察
を
通
し
て
、
厨
子
に
装
飾
す
る
こ
と
に
な
る
玉
虫
が
実
は
ナ
メ
ク
ジ
だ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
玉
虫
集
め
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
若
麻
呂
が
、
自
然
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
生
命
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
箇
所
で
、「
高
い
高
い
ム
ク
の
木
の
枝
に
き
ら
り
と
か
が
や
く
も
の
を
見
つ
け
て
、
竹
ざ
お
を
の
ば
し
て
た

た
き
お
と
せ
ば
、
ク
チ
ャ
ッ
と
音
が
し
て
、
玉
虫
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
ナ
メ
ク
ジ
が
落
ち
て
く
る
」
と
い
う
部
分
に
生
か
さ
れ
て
お
り
、

作
品
発
想
の
段
階
か
ら
、
自
然
美
へ
の
好
奇
心
や
探
究
心
が
物
語
の
源
泉
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
回
想
後
半
は
、
こ
う
し
た

主
題
性
を
作
品
の
語
り
の
ス
タ
イ
ル
に
あ
わ
せ
て
ど
う
に
形
象
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
物
語
形
式
の
在
り
方
に
言
及
し
て
い
る
。
傍
線

箇
所
で
作
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
美
の
追
究
」
と
い
う
主
題
か
ら
自
然
界
の
不
思
議
さ
に
目
を
転
じ
る
こ
と
で
、「
美
醜
を
超
え
た

追
究
そ
の
も
の
の
境
地
」
と
い
う
変
遷
を
描
く
こ
と
が
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
武
二
は
、作
者
不
詳
の
「
玉
虫
厨
子
」
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と
い
う
素
材
を
用
い
て
、
歴
史
的
美
術
工
芸
品
の
影
に
潜
む
一
人
の
男
の
人
間
ド
ラ
マ
を
描
こ
う
と
し
た
。
こ
の
歴
史
的
事
実
と
虚
構
の

人
間
ド
ラ
マ
の
狭
間
に
あ
る
も
の
を
描
く
こ
と
こ
そ
が
「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
読
み
取
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

武
二
の
も
く
ろ
ん
だ
「
史
話
伝
説
」
に
よ
る
、「
美
の
追
究
」
の
物
語
は
、
武
二
の
回
想
最
後
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
は
か
ら
ず
も
、「
耽

美
派
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
（
定
評
）
と
い
う
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
塚
原
の
い
う
「
美
の
世
界
へ

の
逃
避
」
に
当
た
る
か
と
い
う
評
価
の
是
非
は
さ
て
お
き
、「
史
話
伝
説
」
と
い
う
物
語
形
式
と
美
の
追
求
（
追
究
）
と
い
う
作
品
の
モ
チ

ー
フ
を
考
察
す
る
中
で
、
本
作
が
も
つ
歴
史
童
話
と
し
て
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
る
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

そ
こ
で
ま
ず
は
、
童
話
作
家
・
平
塚
武
二
の
作
品
に
つ
い
て
、
鈴
木
晋
一
の
分
類
（
注
６
）

及
び
小
西
正
保
の
解
説
（
注
７
）

に
従
っ
て
、
そ
の

傾
向
を
整
理
し
て
み
た
い
。
第
一
は
、〈
追
憶
も
の
〉（
ヨ
コ
ハ
マ
も
の
）
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
で
、
横
浜
生
ま
れ
横
浜
育
ち
で
あ
る
武
二

の
幼
少
年
期
の
実
体
験
や
見
聞
を
も
と
に
し
た
、「
月
」「
ぼ
く
の
ボ
ー
ト
」「
ヨ
コ
ハ
マ
の
サ
ギ
山
」「
自
転
車
の
り
」「
ク
ッ
ト
ク
さ
ん
」

な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
不
遇
の
女
性
主
人
公
千
代
の
半
生
を
描
い
た
「
風
と
花
び
ら
」（
一
九
四
二
年
）
も
こ
の
作
品
群
に
加
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、物
語
的
要
素
に
富
ん
だ
作
品
と
し
て
〈
ロ
マ
ン
〉
の
ジ
ャ
ン
ル
が
挙
げ
ら
れ
る
。
代
表
作
に
『
太
陽
よ
り
も
月
よ
り
も
』
が
あ
り
、

こ
れ
に
「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
と
「
馬
ぬ
す
び
と
」
と
い
っ
た
、歴
史
を
素
材
と
し
た
作
品
が
入
る
。
第
三
と
し
て
、〈
風
刺
的
作
品
〉

が
あ
り
、「
ウ
ィ
ザ
ー
ド
博
士
」
や
「
ミ
ス
タ
ー
・
サ
ル
ト
ビ
」
な
ど
、
独
特
の
風
刺
や
皮
肉
を
効
か
せ
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
無
国
籍
童
話
が
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挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、〈
幼
年
童
話
〉、「
い
ろ
は
の
イ
ソ
ッ
プ
」「
な
が
れ
ぼ
し
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

鈴
木
晋
一
は
、以
上
の
よ
う
に
武
二
作
品
を
分
類
し
つ
つ
、そ
の
作
品
の
完
成
度
に
お
い
て
は
〈
追
憶
も
の
〉
が
最
も
質
が
高
く
〈
ロ
マ
ン
〉

が
そ
れ
に
つ
づ
く
、
と
の
評
価
を
し
て
い
る
。〈
追
憶
も
の
〉
の
中
で
は
、
横
浜
を
舞
台
に
し
た
「
ヨ
コ
ハ
マ
の
サ
ギ
山
」
を
例
に
と
り
、

古
き
良
き
横
浜
の
下
町
の
風
物
詩
的
な
世
界
を
描
き
つ
つ
、
人
物
の
造
型
が
具
体
的
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
、
そ
の
行
動
と
会
話
が
必
然
性

の
一
本
の
糸
で
貫
か
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
８
）

。
そ
の
上
で
、〈
ロ
マ
ン
〉
の
系
列
に
属
す
る
「
太
陽
よ
り
も
月
よ
り
も
」
で
は
、

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
豊
か
さ
を
認
め
つ
つ
も
、「
不
要
な
饒
舌
や
観
念
だ
け
の
言
葉
が
随
所
に
見
ら
れ
」、
そ
の
物
語
性
に
比
し
て
人
物

造
型
の
肉
付
け
が
薄
い
と
し
て
作
品
の
完
成
度
の
不
足
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
西
本
鶏
介
は
、「
児
童
文
学
に
お
け
る
無
頼
派
―
平
塚
武
二
小
論
―
」
（
注
９
）

の
中
で
、
平
塚
武
二
作
品
の
多
彩
な
作
品
性

に
つ
い
て
、
そ
の
作
品
に
は
一
貫
し
た
理
念
と
い
う
も
の
が
な
く
、「
こ
れ
こ
そ
彼
の
も
の
だ
と
い
う
際
立
っ
た
個
性
が
見
ら
れ
な
い
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
太
宰
治
の
よ
う
に
、
平
塚
武
二
は
、
不
信
と
反
逆
の
中
で
自
己
の
真
実
を
求
め
ん
と
し
て
、
死
ぬ
ま
で
自

己
解
体
を
続
け
」、「（
そ
の
文
学
は
）
さ
ま
ざ
ま
の
自
己
表
出
を
試
み
な
が
ら
、
つ
い
て
自
己
形
成
を
み
な
か
っ
た
無
頼
派
の
自
虐
の
文
学
。」

と
、
武
二
の
文
学
性
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
武
二
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
作
品
群
は
、
一
貫
し
た
思
想
や
論
理
性
に
裏
付
け

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
は
自
己
解
体
を
続
け
た
作
家
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
点
で
は
、
鈴
木
晋
一

が
指
摘
す
る
、「
ひ
た
ぶ
る
な
求
道
精
神
と
、
や
や
性
急
で
脆
い
性
格
、
彼
の
内
な
る
こ
の
両
者
の
乖
離
が
、
蹉
跌
を
生
み
出
し
た
」
（
注 

　10
）

と
い
う
武
二
文
学
の
弱
点
と
も
通
底
す
る
見
方
で
あ
る
。
鈴
木
が
述
べ
る
よ
う
に
、
平
塚
武
二
は
巧
み
な
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
の

資
質
を
持
っ
て
い
た
が
、「
感
情
の
み
が
先
行
し
て
、
形
象
化
が
お
ろ
そ
か
に
な
」
（
注 

　11
）

る
こ
と
も
あ
り
、
人
物
の
行
動
や
思
想
・
感
情
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と
い
っ
た
造
形
力
が
、
そ
の
物
語
内
容
に
お
い
て
は
十
分
に
形
象
化
で
き
ず
に
、
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
こ
と
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　

多
彩
な
作
品
群
が
、
そ
の
ま
ま
武
二
自
身
の
童
話
作
家
と
し
て
の
成
熟
度
に
比
例
し
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
が
、
一
方
で
、「
た
ま
む
し

の
ず
し
の
物
語
」「
馬
ぬ
す
び
と
」
の
二
作
品
に
つ
い
て
は
、
ど
の
評
者
も
ほ
ぼ
揺
る
ぐ
こ
と
の
な
い
高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
お
り
、
鈴
木

晋
一
も
、
こ
の
二
作
品
を
「
根
底
か
ら
人
間
を
衝
き
動
か
し
て
く
る
力
、
そ
れ
に
す
べ
て
を
か
け
る
生
き
方
」
（
注 

　12
）

を
描
い
て
お
り
、
そ

の
完
成
度
の
高
さ
を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
本
鶏
介
も
「
自
己
の
内
面
に
立
ち
か
え
っ
て
、
人
間
の
真
実
の
美
し
さ
」
が
描
か
れ
て

お
り
（
注 

　13
）

、
こ
う
し
た
古
典
的
な
美
の
世
界
を
描
く
こ
と
が
武
二
の
資
質
に
最
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
二
作
品
の
中
に
こ
そ
、
平
塚
武
二
の
童
話
作
家
と
し
て
の
文
学
性
を
探
る
鍵
が
あ
り
、
そ
の
作
品
を
比
較
検

討
す
る
中
で
、
こ
う
し
た
歴
史
的
物
語
作
品
（
歴
史
童
話
）
に
は
ど
の
よ
う
な
特
質
や
共
通
項
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
意
義
深
い

と
い
え
る
。
こ
こ
は
ま
ず
、「
馬
ぬ
す
び
と
」
に
お
け
る
武
二
の
歴
史
童
話
の
手
法
を
中
心
に
考
察
を
試
み
た
い
。

　

「
馬
ぬ
す
び
と
」
は
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
三
月
に
、
雑
誌
『
青
い
鳥
』
に
発
表
さ
れ
た
。
陸
奥
の
国
（
岩
手
県
）
南
部
の
、
貧

し
い
百
姓
の
九
番
目
の
末
っ
子
と
し
て
生
を
受
け
た
「
九
郎
次
」
が
、「
馬
の
九
郎
次
」
と
呼
ば
れ
る
馬
子
と
な
り
、
や
が
て
箱
根
丸
と
い

う
馬
ぬ
す
び
と
の
仲
間
と
な
っ
た
が
、
愛
着
の
あ
っ
た
荒
馬
「
九
郎
」
を
逃
し
た
か
ど
で
打
ち
首
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

そ
の
冒
頭
の
語
り
は
、「
お
れ
の
名
は
九
郎
次
、だ
れ
知
ら
ぬ
者
も
な
い
馬
ぬ
す
び
と
だ
。
お
れ
が
ぬ
す
ん
だ
馬
の
数
を
い
え
と
い
う
の
か
。

た
っ
た
一
頭
だ
。
そ
の
一
頭
の
馬
…
…
。
そ
の
た
め
に
と
ら
わ
れ
た
の
だ
。」
と
始
め
ら
れ
、
物
語
全
体
は
九
郎
次
の
一
人
称
に
よ
っ
て
語

ら
れ
て
い
る
。
九
郎
次
が
今
ま
さ
に
首
を
打
た
れ
ん
と
す
る
そ
の
場
に
臨
ん
で
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
一
代
記
を
語
り
尽
く
す
と
い
う
ス

タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
、
鎌
倉
幕
府
成
立
の
前
後
の
乱
世
に
生
き
る
、「
九
郎
」
と
い
う
名
の
馬
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
一
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人
の
若
者
の
生
き
様
を
中
心
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
歴
史
の
は
ざ
ま
を
生
き
ぬ
く
た
め
の
、
し
た
た
か
な
人
生
訓
が
刻
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

平
塚
武
二
は
、「
馬
ぬ
す
び
と
」
に
つ
い
て
、
こ
う
述
懐
し
て
い
る
。

　

作
家
は
創
作
活
動
の
基
盤
に
史
観
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
も
史
料
の
ひ
け
ら
か
し
に
終
わ
ら
ず
に
、
充
分
発
酵

さ
せ
て
作
品
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
わ
た
く
し
は
日
頃
思
っ
て
い
ま
す
。
童
話
は
昔
話
の
形
式
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た
が
、

い
ま
ま
で
の
そ
れ
は
象
徴
と
し
て
の
昔
で
あ
っ
て
、
多
少
な
り
史
観
に
も
と
づ
い
た
昔
話
と
い
っ
た
も
の
は
、
ま
だ
、
あ
ま
り
多
く

な
い
よ
う
で
す
。
そ
う
し
た
も
の
の
試
み
と
し
て
こ
れ
を
書
き
ま
し
た
。
（
注 

　14
）

　

武
二
が
書
こ
う
と
し
た
歴
史
童
話
と
は
、
歴
史
的
史
料
を
基
盤
と
し
て
そ
こ
に
作
者
の
史
観
を
ま
じ
え
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
ま
ず
は
史
料
を
十
分
に
吟
味
分
析
し
た
上
で
、
そ
こ
に
書
き
手
の
歴
史
観
を
盛
り
込
み
つ
つ
、
そ
れ
を
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て

昇
華
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
物
語
の
読
者
は
歴
史
の
行
間
を
探
り
、
そ
こ
に
潜
む
物
語
を
紡
い
で
い
く
、
そ
こ
に

こ
そ
、
平
塚
武
二
の
目
指
し
た
歴
史
童
話
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
平
塚
武
二
童
話
全
集
５
』
所
収
の
、「
馬

ぬ
す
び
と
」
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
な
前
書
き
が
あ
る
。

　

文
治
元
年
三
月
、
壇
ノ
浦
の
海
戦
で
平
家
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
源
頼
朝
は
、
鎌
倉
に
幕
府
を
ひ
ら
き
、
そ
の
年
の
十
一
月
、
日
本
全
国
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に
守
護
・
地
頭
を
お
い
た
。
そ
れ
か
ら
七
年
、
建
久
三
年
の
夏
の
は
じ
め
、
鎌
倉
の
西
の
「
親
不
知
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
丘
の
も

と
で
、
九
郎
次
と
い
う
馬
ぬ
す
び
と
が
と
ら
わ
れ
た
。
九
郎
次
の
身
の
た
け
は
五
尺
九
寸
、
力
こ
ぶ
の
も
り
あ
が
っ
た
は
だ
か
の
上
に
、

じ
か
に
鎧
の
銅
だ
け
を
つ
け
、
み
の
を
着
て
、
笠
を
か
ぶ
り
、
腰
に
山
刀
を
さ
し
て
い
た
。
九
郎
次
は
、
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
に
な

っ
た
七
月
、
由
比
が
浜
で
打
ち
首
に
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
ろ
の
記
録
の
よ
う
な
も
の
が
、
い
ま
も
鎌
倉
の
寿
福
寺
の
文
庫
の
中
に
の

こ
っ
て
い
る
と
い
う
。
寿
福
寺
別
院
の
尼
が
書
い
た
も
の
ら
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

武
二
は
ま
ず
、
源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
や
が
て
全
国
に
守
護
・
地
頭
を
設
置
す
る

と
い
う
歴
史
的
事
実
を
示
す
こ
と
で
、
時
の
権
力
者
と
そ
の
時
世
の
政
治
的
状
況
が
、
い
か
に
民
衆
を
支
配
し
た
の
か
と
い
う
権
力
構
造

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
の
後
、
鎌
倉
の
親
不
知
山
で
捕
ら
え
ら
れ
た
一
人
の
馬
ぬ
す
び
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
り
出
さ
れ
て
い
く
。

九
郎
次
と
呼
ば
れ
る
そ
の
男
は
、「
身
の
た
け
は
五
尺
九
寸
、
力
こ
ぶ
の
も
り
あ
が
っ
た
は
だ
か
の
上
に
、
じ
か
に
鎧
の
銅
だ
け
を
つ
け
、

み
の
を
着
て
、
笠
を
か
ぶ
り
、
腰
に
山
刀
を
さ
し
て
い
た
」
と
、
野
性
味
あ
ふ
れ
る
肉
体
的
容
姿
の
た
く
ま
し
さ
が
強
調
さ
れ
、
読
者
に

主
人
公
九
郎
次
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
ず
喚
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
に
な
っ
た
年
の
七
月
に
、
九
郎
次
は
打

ち
首
と
な
る
。
打
ち
首
に
な
っ
た
九
郎
次
本
人
が
物
語
の
語
り
手
と
な
っ
て
、
自
ら
の
生
き
様
を
、
今
ま
さ
に
読
者
に
語
り
か
け
て
い
く
、

と
い
っ
た
作
品
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

九
郎
次
の
死
の
瞬
間
に
焦
点
を
当
て
た
物
語
は
、
九
郎
次
自
身
の
語
り
に
よ
っ
て
そ
の
死
に
至
る
ま
で
の
生
涯
が
つ
づ
ら
れ
て
い
く
。

読
者
は
、
歴
史
の
は
ざ
ま
に
生
き
抜
い
た
一
人
の
男
の
人
生
を
ト
レ
ー
ス
し
な
が
ら
、
時
に
九
郎
次
の
人
間
性
に
触
れ
つ
つ
、
社
会
体
制
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に
対
す
る
憤
り
ま
で
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
九
郎
次
は
言
う
、「
世
わ
た
り
の
人
の
暮
ら
し
が
、
人
ら
し
い
人
の
暮
ら
し
に
役
立
た

ぬ
と
す
れ
ば
、
世
わ
た
り
の
人
の
暮
ら
し
か
た
に
、
ま
ち
が
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」、
と
。

　

鎌
倉
幕
府
の
開
幕
は
、
武
家
の
支
配
に
よ
る
新
た
な
社
会
構
造
の
幕
開
け
で
も
あ
る
。
一
一
八
五
（
元
暦
二
）
年
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
、

平
家
一
族
を
亡
ぼ
し
た
源
頼
朝
は
、
そ
れ
ま
で
平
家
が
所
有
し
て
い
た
所
領
を
獲
得
し
、
頼
朝
に
反
旗
を
翻
し
た
弟
義
経
ら
を
追
討
す
る

た
め
全
国
に
守
護
・
地
頭
を
置
き
、
や
が
て
奥
州
藤
原
一
族
を
滅
亡
し
て
そ
の
権
力
を
強
固
に
し
て
い
く
。
武
家
社
会
の
到
来
は
す
な
わ
ち
、

馬
を
必
要
と
す
る
世
の
中
の
仕
組
み
を
生
み
出
す
。
戦
い
で
は
、
速
い
馬
・
利
口
な
馬
・
強
い
馬
で
な
け
れ
ば
勝
て
な
い
。
南
部
の
宿
で
、

馬
奉
行
か
ら
馬
を
預
か
っ
て
生
計
を
立
て
る
馬
屋
の
頭
領
は
九
郎
次
に
こ
う
言
う
。「
馬
を
あ
ず
か
っ
て
い
る
お
か
げ
で
、
年
貢
な
し
の
田

を
二
町
（
や
く
二
〇
〇
ア
ー
ル
）
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
か
ら
、
ど
ん
な
と
き
で
も
馬
が
さ
き
だ
ぞ
。
人
間
よ
り
も
馬
が

さ
き
だ
ぞ
。
い
い
か
、
わ
か
っ
た
か
。」、
と
。
馬
屋
の
頭
領
の
言
葉
は
、
武
家
社
会
の
支
配
構
造
に
お
い
て
、
馬
が
人
間
よ
り
も
優
先
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。「
馬
ぬ
す
び
と
」
で
は
、
こ
う
し
た
武
家
社
会
と
い
う
権
力
構
造
に
お
け
る
、
民
衆
の
生
き
方

そ
の
も
の
の
生
の
声
、
あ
る
い
は
叫
び
の
よ
う
な
も
の
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
武
二
が
示
し
た
〈
史
観
に
も
と
づ
く

昔
話
〉
の
表
れ
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

水
の
み
百
姓
が
九
人
も
の
子
を
持
て
ば
、
ど
の
子
も
、
飢
え
さ
せ
て
、
死
な
せ
る
だ
け
だ
。
泣
こ
う
と
、
わ
め
こ
う
と
、
見
殺
し
に

す
る
だ
け
だ
。
お
れ
だ
け
が
、
た
す
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
し
に
そ
こ
な
っ
た
。
水
の
み
百
姓
の
あ
と
つ
ぎ
に
は
、
死
に
そ
こ

な
っ
た
者
が
な
る
。
貧
乏
神
に
だ
か
れ
て
そ
だ
つ
。
お
れ
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
そ
だ
っ
た
か
、
ま
あ
、
考
え
て
み
る
が
い
い
。
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人
の
世
に
は
、
人
の
世
の
お
き
て
が
あ
る
。
ま
し
て
、
お
れ
の
よ
う
な
水
の
み
百
姓
に
は
、
ぐ
ち
ひ
と
つ
こ
ぼ
し
て
も
、
生
き
づ
ら

く
な
る
お
き
て
が
あ
る
。
お
き
て
に
そ
む
け
ば
生
き
ら
れ
ぬ
。
そ
の
お
き
て
と
は
…
…
百
姓
は
人
の
形
を
し
た
道
具
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

道
具
は
口
の
き
け
ぬ
も
の
。
口
を
き
い
て
は
な
ら
ぬ
も
の
。
こ
れ
が
お
き
て
よ
。

　

水
の
み
百
姓
の
末
っ
子
と
し
て
生
ま
れ
た
九
郎
次
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
百
姓
の
子
と
し
て
の
宿
命
を
背
負
わ
せ
ら
れ
、
そ
れ
を

自
覚
し
て
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
諦
念
の
よ
う
な
も
の
に
近
い
。
九
郎
次
は
成
長
す
る
に
つ
れ
、
そ
う
し
た
世
の
中
全
体

の
抗
い
が
た
い
仕
組
み
（
お
き
て
）
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。「
百
姓
は
人
の
形
を
し
た
道
具
だ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
不
満
や
怒
り
な
ど

の
感
情
を
決
し
て
表
面
に
は
出
せ
な
い
人
間
世
界
の
不
条
理
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
こ
そ
、
従
来
の
児
童
文
学
作
品
で
は
あ

ま
り
表
現
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
武
二
流
の
歴
史
童
話
の
リ
ア
リ
ズ
ム
的
手
法
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
武
二
の
歴
史
も
の
に
つ

い
て
、
小
西
正
保
は
「
人
間
の
尊
厳
と
そ
の
自
由
の
姿
を
追
求
し
た
」
（
注 

　15
）

と
評
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
こ
こ
に
は
、
下
層
社
会
に
生

き
る
人
間
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
生
の
在
り
様
と
そ
の
尊
厳
性
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
垣
間
見
え
る
。

　

し
か
し
、
物
語
は
、
そ
う
し
た
人
生
の
厳
し
い
一
面
だ
け
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
九
郎
次
は
成
長
す
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
そ

の
人
間
性
、
自
我
が
芽
生
え
始
め
る
。
そ
れ
は
馬
た
ち
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
果
て
な
い
自
由
へ
の
希
求
の
表
出
で
も

あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
若
さ
や
自
由
を
謳
歌
し
よ
う
と
い
う
開
放
的
自
我
の
表
現
も
ま
た
、「
馬
ぬ
す
び
と
」
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
だ

と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
九
郎
次
の
自
我
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
馬
と
の
生
活
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と



14

い
っ
て
よ
い
。
十
八
歳
に
な
っ
た
九
郎
次
は
、
馬
子
と
し
て
生
き
る
自
身
を
こ
う
振
り
返
る
。

　

お
れ
を
男
に
し
て
く
れ
た
の
は
馬
だ
。
乗
り
か
た
で
も
、
足
ぶ
み
の
さ
せ
か
た
で
も
、
馬
あ
つ
か
い
の
な
に
か
ら
な
に
ま
で
、
お

れ
が
ひ
と
り
で
お
ぼ
え
た
の
は
、
馬
が
お
れ
を
わ
か
っ
て
く
れ
て
、
お
れ
に
お
し
え
て
く
れ
た
お
か
げ
だ
。

「
わ
ら
し
、
り
っ
ぱ
な
男
に
な
れ
。」
と
、
馬
が
お
れ
を
は
げ
ま
し
て
く
れ
た
の
だ
。

　

馬
と
顔
を
見
あ
っ
て
い
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
話
し
て
く
れ
る
。
よ
く
ば
ら
ぬ
知
恵
、
う
そ
ぎ
ら
い
、
考
え
ぶ
か
さ
、
が
ま
ん

づ
よ
さ
、
そ
れ
を
馬
か
ら
お
そ
わ
っ
た
の
だ
。

　

馬
は
、
九
郎
次
に
と
っ
て
人
生
の
教
科
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
人
間
世
界
を
映
し
出
す
鏡
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
九
郎
次
は
、
野
山
を
駆
け
巡
る
馬
の
姿
に
限
り
な
い
自
由
を
感
じ
、
ま
た
、
馬
を
通
し
て
人
間
と
し
て
の
ず
る
賢
さ
や

愚
か
な
欲
望
と
い
っ
た
醜
さ
と
い
っ
た
も
の
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
由
奔
放
に
野
山
を
駆
け
め
ぐ
る
馬
の
姿
か
ら
、
人
間
と

し
て
の
自
分
の
生
き
方
を
思
慮
深
く
見
つ
め
直
し
て
い
く
。
こ
こ
に
、〈
自
分
と
は
何
か
〉
と
い
う
自
己
存
在
の
意
義
を
問
い
返
す
、
内
省

の
物
語
と
し
て
の
側
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

お
れ
は
百
姓
を
す
る
た
め
に
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
宿
の
か
し
ら
に
こ
き
使
わ
れ
て
、
死
ぬ
ま
で
馬
子
を
す
る

た
め
に
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
い
や
、
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か
…
…
。
こ
ん
な
こ
と
ま
で
、
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お
れ
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

九
郎
次
と
い
う
一
人
の
若
者
が
、
自
ら
を
語
り
そ
の
人
生
を
見
つ
め
、
自
ら
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
問
い
返
す
。
そ
し
て
人
間
の
存
在

意
義
と
は
何
か
、
社
会
の
中
で
人
間
が
い
か
に
そ
の
生
を
全
う
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
社
会
内
存
在
と
し
て
の
自
己
の
在
り
様

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
界
で
自
由
に
生
き
る
馬
と
い
う
生
命
体
に
対
す
る
限
り
な
い
畏
敬
の
念
の
表
れ

で
も
あ
り
、
同
時
に
、
馬
を
戦
の
道
具
と
し
か
見
な
さ
な
い
武
士
と
い
う
権
力
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
抵
抗
の
意
識
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

九
郎
次
に
と
っ
て
は
源
平
の
ど
ち
ら
が
天
下
を
取
る
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
社
会
変
革
が
な
さ
れ
る
の
か
、
そ
う
し
た
歴
史

的
事
実
は
問
題
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
馬
と
の
生
活
こ
そ
が
全
て
で
あ
り
、
馬
に
よ
っ
て
の
み
自
己
の
生
の
存
在
が
確
認
さ
れ
う

る
の
で
あ
る
。
馬
を
通
し
て
映
っ
た
世
界
が
、
九
郎
次
に
と
っ
て
の
真
実
の
世
界
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
自
分
の
分
身
で
も
あ
る
馬

に
対
し
て
、
武
士
の
連
中
が
、「
馬
は
た
だ
、
ま
た
が
っ
て
走
ら
せ
る
も
の
、
車
の
か
わ
り
、
い
く
さ
道
具
、
乗
り
つ
ぶ
す
ま
で
は
た
ら
け

ば
手
柄
に
な
る
」
存
在
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
へ
の
憎
悪
の
念
を
募
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

箱
根
丸
と
い
う
馬
ぬ
す
び
と
の
仲
間
に
な
り
諸
国
を
旅
す
る
間
も
、
九
郎
次
は
、
故
郷
の
岩
手
山
を
自
由
に
駆
け
回
る
「
九
郎
」
の
こ

と
が
心
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
、
九
郎
次
の
「
心
の
中
の
馬
」
な
の
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
の
追
及
の
手
が
九
郎
次
の
も

と
に
及
び
、
生
死
の
境
に
あ
っ
た
時
で
も
、
心
の
中
に
「
九
郎
」
が
い
る
こ
と
が
何
よ
り
の
希
望
で
あ
っ
た
。

そ
う
だ
、九
郎
は
、お
れ
の
心
の
中
に
い
る
馬
だ
。
お
れ
は
お
れ
の
夢
の
中
で
九
郎
に
ま
た
が
っ
て
野
を
か
け
た
の
だ
。
そ
の
夢
だ
け
が
、
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か
け
が
え
の
な
い
よ
ろ
こ
び
だ
っ
た
。
お
れ
が
九
郎
を
馬
追
い
の
と
き
逃
が
し
た
の
は
、お
れ
の
夢
を
な
く
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

夢
の
ほ
か
に
は
、
よ
ろ
こ
び
の
な
い
い
ま
の
世
な
ら
、
夢
の
た
め
に
命
を
す
て
て
も
お
し
く
は
な
い
。
つ
ぎ
の
世
に
は
、
夢
が
ま
こ

と
に
な
ろ
う
と
も
し
れ
ぬ
。
い
や
、
ま
こ
と
に
し
な
い
で
お
く
も
の
か
…
…
。

　

も
は
や
、
九
郎
次
に
と
っ
て
、「
九
郎
」
は
自
身
の
夢
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。「
馬
ぬ
す
び
と
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
的
事

実
に
基
づ
い
た
一
人
の
男
の
人
生
の
悲
劇
の
ド
ラ
マ
で
は
な
い
。
思
春
期
の
若
者
が
誰
で
も
抱
く
よ
う
な
、
自
由
へ
の
希
求
、
遙
か
な
夢

へ
の
限
り
な
い
憧
れ
、
そ
う
し
た
も
の
に
自
ら
の
人
生
を
懸
け
て
み
た
い
と
い
う
切
な
る
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
馬

ぬ
す
び
と
」
は
、
一
種
の
寓
意
的
意
味
合
い
を
も
っ
た
歴
史
童
話
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
武
二
が
目
指
し
た
「
児
童
文
学
の
リ

ア
リ
ズ
ム
」
（
注 

　16
）

は
、
こ
う
し
た
普
遍
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
内
に
秘
め
た
歴
史
童
話
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
一
人
の
若
者
が
、
自

分
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
、
時
に
は
世
間
的
な
常
識
の
枠
を
飛
び
越
え
て
、
自
分
の
希
求
す
る
世
界
を
無
我
夢
中
に
追
い
求
め
る
姿
、

九
郎
次
と
若
麻
呂
と
い
う
二
人
の
若
者
に
共
通
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
武
二
が
、「
馬
ぬ
す
び
と
」
と
「
た
ま
む

し
の
ず
し
の
物
語
」
と
い
う
二
つ
の
歴
史
的
童
話
で
描
こ
う
と
し
た
も
の
と
は
、
夢
の
た
め
に
何
か
を
〈
追
求
す
る
姿
〉
そ
の
も
の
な
の

で
あ
っ
た
。「
馬
ぬ
す
び
と
」
の
場
合
は
、
九
郎
次
の
一
人
称
で
物
語
が
つ
づ
ら
れ
て
る
た
め
、
そ
の
心
の
内
に
秘
め
た
思
い
が
直
接
、
読

者
に
訴
え
か
け
ら
れ
る
。
対
し
て
、「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
で
は
、
三
人
称
の
視
点
で
、
若
麻
呂
の
行
動
の
意
味
合
い
は
直
接
、
読
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者
に
は
伝
え
ら
れ
ず
、
語
り
手
の
解
釈
と
周
囲
の
人
々
の
う
わ
さ
話
の
中
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

九
郎
次
は
自
ら
の
言
葉
で
こ
う
訴
え
か
け
る
。

夢
を
追
う
こ
と
が
、
む
だ
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
人
の
命
は
、
夢
を
追
う
こ
と
に
か
け
る
も
の
だ
と
、
お
れ
は
さ
と
っ
た
。
夢
を
ま
こ

と
に
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
追
っ
て
追
っ
て
、
追
い
ま
く
る
の
だ
。

　

九
郎
次
は
、
役
人
の
前
に
そ
の
か
ら
だ
を
縛
り
付
け
ら
れ
、
今
ま
さ
に
そ
の
首
を
打
た
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
さ
あ
、
す
っ
ぱ
り
と
打

っ
て
と
れ
。
だ
れ
知
ら
ぬ
者
も
な
い
馬
ぬ
す
び
と
、
九
郎
次
の
首
は
こ
れ
だ
わ
。」
と
言
い
放
っ
て
、
い
さ
ぎ
よ
く
頭
を
垂
れ
る
九
郎
次
。

馬
ぬ
す
び
と
九
郎
次
の
波
乱
の
生
涯
は
幕
を
閉
じ
、
そ
の
記
録
だ
け
が
わ
ず
か
に
痕
跡
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
九
郎
次
と
い
う

貧
し
き
一
人
の
若
者
が
、
そ
の
半
生
を
語
る
そ
の
言
葉
の
端
々
に
、
読
者
で
あ
る
私
た
ち
は
、
そ
の
夢
や
自
由
の
た
め
に
、
自
ら
の
生
の

証
し
を
ひ
た
す
ら
に
追
求
し
続
け
た
一
人
の
若
者
の
魂
の
叫
び
を
そ
こ
に
見
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
「
馬
ぬ
す
び
と
」
一
編
の
魅
力
な

の
で
あ
り
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
す
で
に
「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
に
も
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

周
知
の
通
り
、
法
隆
寺
所
蔵
の
「
玉
虫
厨
子
」
は
、
飛
鳥
時
代
に
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
、
日
本
の
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
仏
教
工
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芸
品
で
あ
る
。
こ
の
厨
子
は
、『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
材
帳
（
ほ
う
り
ゅ
う
じ
が
ら
ん
え
ん
ぎ
な
ら
び
に
る
き
し
ざ
い
ち
ょ
う
）』
に
、

「
宮
殿
像
弐
具
／
一
具
金
泥
押
出
千
仏
像
／
一
具
金
泥
銅
像
」
と
あ
る
中
の
「
金
泥
押
出
千
仏
像
（
き
ん
で
い
お
し
だ
し
せ
ん
ぶ
つ
ぞ
う
）」

に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注 

　17
）

。
厨
子
は
、
入
母
屋
造
の
屋
根
を
戴
く
宮
殿
部
と
、
須
弥
座
部
と
台
脚
か
ら
な
る
台
座
部
か
ら
構
成

さ
れ
て
お
り
、
厨
子
の
宮
殿
の
透
か
し
彫
り
金
具
の
下
に
玉
虫
の
翅
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
玉
虫
厨
子
」
の
名
称
で
呼
ば

れ
て
い
る
。
全
面
に
漆
塗
り
の
塗
装
が
施
さ
れ
、
そ
の
扉
や
背
面
、
羽
目
板
な
ど
に
は
、
赤
・
黄
・
青
緑
・
墨
の
四
色
が
用
い
ら
れ
、
密

陀
絵
と
呼
ば
れ
た
油
絵
と
漆
絵
を
使
っ
た
仏
教
的
主
題
の
絵
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
正
面
の
扉
に
は
甲
冑
姿
の
二
体
の
武
装
神
将

像
が
、
左
右
の
扉
に
は
上
半
身
が
裸
形
の
菩
薩
立
像
が
そ
れ
ぞ
れ
表
さ
れ
て
い
る
。

　

須
弥
座
部
の
絵
画
は
、
左
側
に
は
「
捨
身
飼
虎
（
し
ゃ
し
ん
し
こ
）
図
」、
右
側
に
は
「
施
身
聞
偈
（
せ
し
ん
も
ん
げ
）
図
」
が
描
か
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
は
釈
迦
の
前
世
の
物
語
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
お
り
、
正
面
の
「
舎
利
供
養
図
（
し
ゃ
り
く
よ
う
ず
）」
が
釈
迦
の
没
後

を
描
い
て
い
る
。
台
座
の
背
面
は
、「
須
弥
山
図
（
し
ゅ
み
せ
ん
ず
）」
と
「
霊
鷲
山
図
（
り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん
ず
）」
が
描
か
れ
、
悟
り
の
成

就
に
向
け
た
様
子
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、玉
虫
の
翅
を
用
い
た
装
飾
は
朝
鮮
半
島
か
ら
出
土
さ
れ
た
馬
具
に
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、

玉
虫
厨
子
の
制
作
に
も
、
朝
鮮
半
島
や
大
陸
か
ら
の
帰
化
人
が
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
が
玉
虫
厨
子
の
歴
史
的
な
成
立
背
景
で
あ
る
が
、
平
塚
武
二
は
こ
の
作
者
不
詳
の
国
宝
の
美
術
品
を
も
と
に
、
一
編
の
歴
史
的
童

話
を
創
作
し
た
の
で
あ
る
。「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
の
冒
頭
は
こ
う
語
り
出
さ
れ
る
。

　

昔
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
若
い
仏
師
が
、
そ
の
こ
ろ
の
都
、
奈
良
の
ほ
と
り
に
い
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
隆
寺
金
堂
に
お
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さ
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
二
尺
七
分
金
銅
の
薬
師
如
来
を
つ
く
っ
た
と
い
う
名
高
い
仏
師
、
鞍
作
止
利
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
も
、
ま
た
、

聖
徳
太
子
の
す
が
た
を
え
が
い
た
と
い
う
、
こ
れ
も
名
高
い
阿
佐
太
子
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
名
は
わ
か

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

物
語
は
、
古
代
奈
良
の
都
を
舞
台
に
し
て
、
法
隆
寺
に
伝
わ
る
国
宝
「
玉
虫
厨
子
」
の
制
作
の
過
程
を
、
若
麻
呂
と
い
う
一
人
の
仏
師

に
焦
点
を
当
て
て
語
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
信
仰
の
高
ま
り
と
と
も
に
仏
像
や
仏
教
建
築
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
奈
良
時
代
の
歴
史
的
背
景

や
、
柿
本
人
麻
呂
の
和
歌
の
引
用
な
ど
文
芸
的
な
世
界
観
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
無
名
の
若
き
仏
師
が
厨
子
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
の
心
の

変
遷
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
武
二
は
、
厨
子
に
描
か
れ
た
「
舎
利
供
養
図
」・「
捨
身
飼
虎
図
」・「
須
弥
山
図
」
と
い
っ
た
仏
教
絵
を

物
語
に
織
り
込
む
こ
と
で
「
玉
虫
厨
子
」
の
美
術
作
品
と
し
て
の
特
徴
や
性
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
ま
た
、
厨
子
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ

ま
な
歴
史
的
事
実
な
ど
を
下
敷
き
に
し
て
、
玉
虫
厨
子
に
秘
め
ら
れ
た
謎
を
物
語
の
源
泉
と
し
た
人
間
ド
ラ
マ
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

物
語
は
三
人
称
の
視
点
で
描
か
れ
て
お
り
、「
馬
ぬ
す
び
と
」
の
九
郎
次
の
一
人
称
の
語
り
の
よ
う
に
そ
の
内
面
を
積
極
的
に
吐
露
す
る

こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
若
麻
呂
の
内
面
や
そ
の
言
動
は
断
定
的
な
解
釈
で
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
周
囲
の
人
々
の
う
わ
さ
話
や
語
り
手

の
推
測
に
よ
る
解
釈
で
読
者
に
想
定
さ
せ
る
よ
う
な
形
が
と
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
美
の
た
め
に
す
べ
て
の
も
の
を
犠
牲
に
す
べ
き

だ
」
と
い
う
理
念
に
身
を
捧
げ
る
芸
術
至
上
主
義
性
の
み
が
強
調
さ
れ
る
訳
で
も
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
要
素
に
よ
っ
て
読
者
に
想
像

の
余
地
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

厨
子
制
作
当
初
は
、
美
を
追
求
し
た
い
と
い
う
野
心
に
燃
え
て
、
厨
子
の
完
成
に
向
け
て
ひ
た
す
ら
没
頭
す
る
若
麻
呂
だ
が
、
や
が
て
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真
の
美
は
俗
世
間
的
な
欲
望
と
は
無
縁
の
自
然
界
の
な
か
に
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
や
が
て
、
自
然
の
美
の
偉
大
さ
を
発
見
し
た
若

麻
呂
は
、
最
後
に
は
、
野
心
や
名
声
と
い
っ
た
現
世
的
な
欲
望
や
価
値
観
さ
え
も
超
越
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
は
美
の
追
求
（
追
究
）
の
物
語
で
あ
る
。
物
語
前
半
、
若
麻
呂
は
、「
美
し
い
も
の

を
つ
く
り
た
い
、
目
も
く
ら
み
心
も
と
け
る
ほ
ど
の
も
の
が
つ
く
り
た
い
」
と
、
仏
師
と
し
て
名
声
を
得
て
、「
お
と
め
」
と
い
う
美
し
い

娘
を
妻
に
迎
え
た
い
と
い
う
野
心
に
心
を
燃
や
す
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
部
分
で
は
、
本
作
の
も
つ
耽
美
派
（
芸
術
至
上
主
義
）
的

側
面
が
全
面
に
表
れ
て
い
る
部
分
だ
と
い
え
よ
う
。
若
麻
呂
の
飽
く
な
き
美
へ
の
追
求
心
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。

　

美
し
い
う
え
に
も
美
し
く
、
美
し
い
う
え
に
も
美
し
く
、
か
ぎ
り
な
く
美
し
い
も
の
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
け
が
、

若
麻
呂
の
ね
が
い
の
す
べ
て
と
な
り
ま
し
た
。
名
を
あ
げ
よ
う
、
お
と
め
を
妻
に
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
も
、
春
の
野
の
か
げ
ろ
う

の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
人
の
力
の
か
ぎ
り
を
つ
く
す
、
若
麻
呂
の
仕
事
ぶ
り
は
、
血
を
そ
そ
ぎ
、
骨
を

け
ず
る
と
で
も
も
う
し
ま
し
ょ
う
か
、
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
た
り
ま
せ
ん
。
美
し
い
も
の
を

も
と
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
美
し
い
も
の
は
、
手
の
と
ど
か
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
遠
の
い
て
、
星
の
よ
う
に
か
が
や
く
ば
か
り
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

若
き
仏
師
・
若
麻
呂
の
美
の
追
求
に
は
終
わ
り
が
な
い
。
厨
子
そ
の
も
の
は
完
成
の
域
に
近
づ
い
て
い
た
。
そ
の
で
き
ば
え
は
、
人
々

の
噂
に
違
わ
ず
「
ず
っ
と
り
っ
ぱ
」
で
「
す
ば
ら
し
い
厨
子
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
仏
師
と
し
て
人
々
か
ら
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
野
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心
や
愛
す
る
者
を
妻
と
し
て
迎
え
た
い
と
い
う
願
望
、
ま
た
は
美
を
追
求
す
る
仏
師
と
し
て
の
矜
持
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
若
麻
呂
の
美
へ
の
追
求
心
は
満
足
す
る
こ
と
が
な
い
。「
玉
虫
厨
子
」
に
は
、「
捨
身
飼
虎
図
」「
施
身
聞
偈
」「
舎
利
供
養
図
」「
須

弥
山
図
」
と
「
霊
鷲
山
図
」
な
ど
、
多
く
の
仏
教
絵
画
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
全
て
描
き
き
る
力
量
は
並
大
抵
の
も
の
で
は

な
い
。
そ
こ
に
「
命
の
宝
」
で
あ
る
玉
虫
の
翅
を
装
飾
し
て
い
く
こ
と
で
厨
子
は
よ
う
や
く
完
成
す
る
。
武
二
は
、こ
う
し
た
「
玉
虫
厨
子
」

の
仏
教
美
術
品
と
し
て
の
特
質
を
丹
念
に
調
査
し
、
そ
の
本
質
的
価
値
を
理
解
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
血
を
そ
そ
ぎ
、
骨
を
け
ず
る
」

ほ
ど
に
、
厨
子
制
作
に
情
熱
を
傾
け
た
仏
師
の
魂
の
有
り
様
を
、
語
り
手
に
託
す
か
た
ち
で
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
二
の
歴

史
童
話
の
手
法
は
、
そ
の
歴
史
的
事
実
や
歴
史
的
背
景
を
も
と
に
し
て
、
作
者
の
史
観
を
虚
構
の
物
語
の
中
に
織
り
込
み
つ
つ
、
そ
こ
に

生
き
る
一
人
の
人
間
の
ド
ラ
マ
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
馬
ぬ
す
び
と
」
の
九
郎
次
も
、「
た

ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
の
若
麻
呂
も
、
時
代
の
中
で
生
の
証
し
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
魂
の
変
遷
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
は
二
つ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
物
語
後
半
、
玉
虫
の
翅
を
追
い
求
め
て
の
山
に
分
け
入
る
く
だ
り
に
な
る
と
、
若
麻
呂
の
美
の
追
求
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
が
大
き

く
変
容
す
る
。
若
麻
呂
は
自
然
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
の
中
に
、「
神
を
こ
え
た
美
そ
の
も
の
」
を
発
見
す
る
。
武
二
は
物
語
後
半
に
、
玉

虫
を
中
心
と
し
た
自
然
界
の
生
命
の
発
見
と
い
う
テ
ー
マ
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。
最
上
の
美
を
求
め
続
け
て
人
智
を
つ
く
し
て
身
も
心

も
疲
れ
果
て
た
若
麻
呂
は
、
奈
良
の
市
中
で
、
裸
身
の
子
供
が
手
に
し
て
い
た
玉
虫
の
美
し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
る
。
金
緑
色
に
輝
く
玉
虫

の
体
に
見
せ
ら
れ
た
若
麻
呂
は
、「
こ
れ
こ
そ
厨
子
の
仕
上
げ
の
金
」「
命
あ
る
宝
の
玉
」
と
喜
び
勇
ん
で
、
そ
の
翅
を
厨
子
の
須
弥
座
に

は
り
付
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
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い
ま
こ
そ
若
麻
呂
は
、
美
し
さ
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
美
し
さ
が
、
目
の
前
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。

美
し
い
も
の
は
、
天
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
て
の
な
い
あ
こ
が
れ
の
中
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
わ
が
目
の
前
に
あ

っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
美
し
い
も
の
は
、
な
ま
じ
美
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
思
う
も
の
の
手
に
は
と
ら
え
ら
れ
ず
に
、
無
心
の

子
ど
も
の
手
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

『
太
陽
よ
り
も
月
よ
り
も
』
の
自
作
解
説
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
で
は
、
そ
の
作
品
発
想
の
段
階
か
ら
自
然
美
へ
の
好
奇
心
や

探
究
心
が
物
語
の
源
泉
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
芸
術
に
心
血
を
そ
そ
ぐ
と
い
う
類
い
の
美
的
追
求
と
は
主
題
を

異
に
す
る
、
自
然
そ
の
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、「
馬
ぬ
す
び
と
」
の
九
郎
次
の
、
自
然
を

駆
け
巡
る
野
生
の
馬
に
対
す
る
限
り
な
い
あ
こ
が
れ
や
尊
崇
の
念
を
抱
く
姿
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
既
成
の
価
値
観
や
権
威
的

な
束
縛
か
ら
の
解
放
と
い
う
物
語
の
ベ
ク
ト
ル
が
あ
る
の
で
あ
る
。
美
と
は
、
天
上
世
界
に
存
在
す
る
既
成
の
美
の
中
に
求
め
る
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
美
し
い
も
の
を
作
り
た
い
と
い
う
野
心
や
願
望
と
い
っ
た
欲
望
を
も
つ
者
に
は
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
若
麻

呂
は
悟
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
心
の
内
に
潜
む
、
迷
い
や
恐
れ
、
驚
き
と
い
っ
た
、
人
間
の
感
情
の
揺
れ
動
く
様
を
そ
の
ま
ま

に
映
し
出
す
中
に
、
武
二
の
歴
史
童
話
の
魅
力
が
あ
る
。
若
麻
呂
の
美
の
追
求
の
対
象
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
も
、
美
そ
の

も
の
の
発
見
が
主
題
で
は
な
く
、
美
の
追
求
の
過
程
の
中
で
の
人
間
の
心
の
変
遷
の
有
り
様
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
、
読
者
自
身

の
心
に
そ
れ
を
問
い
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
原
田
留
美
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
読
者
の
人
生
観
を
思
惟
の
レ
ベ
ル

で
揺
さ
ぶ
る
、
じ
つ
に
不
思
議
な
味
わ
い
こ
そ
が
こ
の
作
品
の
面
目
で
あ
ろ
う
」
（
注 

　18
）

と
い
う
評
価
は
首
肯
で
き
る
。
読
み
手
は
、
若
き
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無
名
の
仏
師
の
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
魂
の
遍
歴
を
た
ど
り
な
が
ら
、
人
生
の
不
可
思
議
さ
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

に
こ
そ
本
作
の
普
遍
的
価
値
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

若
麻
呂
の
魂
の
変
遷
は
、
物
語
最
終
部
に
お
い
て
、
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
営
み
の
不
思
議
の
発
見
に
到
達
す
る
。
そ
こ
に
は
も

は
や
、
仏
師
と
し
て
最
上
の
美
の
完
成
を
追
求
す
る
姿
は
な
く
、
ま
こ
と
の
美
を
発
見
し
た
若
麻
呂
は
、「
名
を
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、

お
と
め
を
妻
に
す
る
こ
と
も
、
り
っ
ぱ
に
で
き
た
厨
子
の
こ
と
さ
え
、
も
の
の
数
で
は
な
く
な
り
」、
人
知
れ
ず
家
を
出
て
行
方
知
れ
ず
に

な
っ
て
し
ま
う
。
仏
師
と
し
て
の
若
麻
呂
は
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
人
々
は
、
乞
食
同
然
の
ひ
ど
い
身
な
り
で
子
ど
も
達
と
虫
を

つ
か
ま
え
る
の
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
無
邪
気
な
姿
を
見
か
け
た
、
と
う
わ
さ
す
る
が
、
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
確
か
で
は
な
い
。
歴
史
の

事
実
は
、
た
だ
淡
々
と
、
美
し
く
輝
く
玉
虫
厨
子
の
姿
だ
け
を
伝
え
る
。

玉
虫
を
ち
り
ば
め
た
厨
子
が
人
々
を
お
ど
ろ
か
し
、
法
隆
寺
金
堂
に
お
さ
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
あ
と
の
こ
と
だ
と
も

う
し
ま
す
。
か
す
か
に
の
こ
る
玉
虫
の
は
ね
を
き
ら
め
か
せ
、
い
ま
も
つ
た
わ
る
法
隆
寺
玉
虫
厨
子
。

　

本
作
は
、
一
九
六
一
年
～
七
三
年
ま
で
の
間
、
学
校
図
書
出
版
小
学
五
年
生
の
国
語
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
。「
玉
虫
厨
子
」
が
長
く
読

み
継
が
れ
た
の
は
、
歴
史
ロ
マ
ン
と
し
て
の
面
白
さ
だ
け
で
な
く
、
美
し
い
も
の
へ
の
探
求
心
が
自
然
の
生
命
の
不
思
議
を
発
見
す
る
に

至
る
、
一
人
の
若
者
の
人
間
ド
ラ
マ
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
武
二
は
、「
玉
虫
厨
子
」「
馬
ぬ
す
び
と
」「
き
く
の
話
」
な

ど
と
い
っ
た
、
歴
史
を
素
材
に
し
た
語
り
の
世
界
を
紡
ぎ
出
す
と
き
に
、
そ
の
文
学
的
資
質
を
最
大
限
に
発
揮
し
た
と
い
え
る
。
若
麻
呂
は
、
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厨
子
の
完
成
と
と
も
に
物
語
の
世
界
か
ら
去
り
、残
さ
れ
た
玉
虫
厨
子
だ
け
が
燦
然
と
そ
の
輝
き
を
放
ち
続
け
る
。
そ
の
輝
き
の
中
に
こ
そ
、

歴
史
の
裏
側
に
潜
む
普
遍
的
な
人
間
の
魂
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

と
こ
ろ
で
、
平
塚
武
二
に
は
、
虫
の
世
界
の
不
思
議
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
虫
の
く
る
家
」（
一
九
四
二
年
）
と
い
う
短
編
童
話
が
あ
る
。

こ
ち
ら
は
、
虫
の
世
界
に
目
を
向
け
る
少
年
の
純
粋
な
好
奇
心
・
探
求
心
を
主
題
に
し
て
い
る
。
虫
ぎ
ら
い
の
「
私
」
が
、
自
分
の
家
の

周
囲
に
次
々
と
や
っ
て
く
る
虫
た
ち
の
姿
を
描
い
た
エ
ッ
セ
イ
風
の
作
品
で
あ
る
。「
私
」
の
家
に
集
ま
る
虫
に
は
、
ハ
エ
、
カ
、
ア
リ
な
ど
、

日
常
生
活
で
人
間
を
煩
わ
せ
る
虫
に
始
ま
り
、
夏
に
は
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
、
夜
に
鳴
く
キ
リ
ギ
リ
ス
や
ク
ツ
ワ
ム
シ
、
ス
ズ
ム
シ
の
音
、
窓
か

ら
侵
入
す
る
カ
ナ
ブ
ン
ブ
ン
や
ク
マ
ゼ
ミ
、
ガ
や
ウ
ン
カ
な
ど
な
ど
。
あ
た
か
も
虫
た
ち
の
観
察
日
記
の
よ
う
な
記
述
が
「
私
」
の
印
象

を
交
え
て
続
け
ら
れ
る
。
こ
の
「
虫
の
く
る
家
」
に
は
、「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
の
自
然
と
の
関
わ
り
方
に
お
い
て
明
ら
か
な
共
通

点
が
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
自
然
界
の
営
み
の
中
に
発
見
す
る
美
へ
眼
差
し
の
有
り
様
に
お
い
て
で
あ
る
。
次
の
部
分
に
そ
う

し
た
武
二
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
明
る
い
電
燈
の
ま
わ
り
に
あ
つ
ま
っ
て
く
る
虫
た
ち
は
、
な
ん
と
い
ろ
い
ろ
な
、
し
か
も
ふ
し
ぎ
な
色
や
形
を
し
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
よ
く
門
燈
の
ち
か
く
に
立
っ
て
、火
の
粉
の
よ
う
に
と
び
ま
わ
っ
て
い
る
虫
を
見
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
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ど
の
虫
を
見
て
も
、
ま
る
で
気
ま
ぐ
れ
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
や
形
を
し
て
い
ま
す
。
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
た
り
、

黒
い
と
が
っ
た
カ
ブ
ト
み
た
い
な
頭
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
黄
色
い
え
り
ま
き
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
青
い
チ
ョ
ッ
キ

を
着
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
ぴ
ら
ぴ
ら
し
た
マ
ン
ト
を
せ
お
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、

一
ぴ
き
一
ぴ
き
が
み
ん
な
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
な
形
を
し
て
い
て
、
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
な
こ
と
を
考
え
て
、
し
か
も
、
て
ん
で
ん
ば
ら

ば
ら
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
人
間
に
は
考
え
も
つ
か
な
い
虫
の
世
界
。
人
間
の
つ
ご
う
や
め
い
わ
く
な
ど

を
ち
っ
と
も
考
え
て
い
な
い
虫
た
ち
が
、
人
間
よ
り
も
ず
っ
と
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
ふ
し
ぎ
で
た
ま
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ま
で
は
「
私
」
を
煩
わ
せ
る
ば
か
り
の
虫
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
虫
た
ち
は
好
奇
心
・
探
求
心
の
対
象
と
な
り
、「
私
」
は
、

多
種
多
様
な
形
態
を
見
せ
る
虫
の
世
界
の
営
み
に
不
思
議
な
感
慨
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。「
私
」
の
虫
へ
の
観
察
は
さ
ら
に
続
き
、
ト
ン
ボ

の
飛
行
ル
ー
ト
に
あ
る
法
則
性
を
発
見
し
た
り
、
ボ
ー
ル
箱
の
中
で
カ
イ
コ
が
マ
ユ
を
作
り
死
に
ゆ
く
姿
に
見
入
っ
た
り
す
る
。
日
常
生

活
の
中
で
、
普
段
、
何
気
な
く
家
の
周
り
を
飛
び
回
る
よ
う
な
虫
た
ち
に
も
、「
虫
は
虫
だ
け
の
考
え
で
、
な
に
か
人
間
と
は
別
の
こ
と
を

や
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
虫
の
世
界
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、「
私
」
は
そ
こ
に
人
間
世
界
の
常
識
で
は
は
か
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
鳥
越
信
は
、「
虫
の
く
る
家
」
に
つ
い
て
、「
何
気
な
い
日
常
の
世
界
で
く
り
か
え
さ
れ
る
虫

の
動
き
一
つ
に
さ
え
、
目
に
見
え
な
い
巨
大
な
法
則
性
が
支
配
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
は
指
一
本
ふ
れ
ら
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
を
描
い

た
作
品
」
（
注 

　19
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
、「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」「
馬
ぬ
す
び
と
」
で
見
て
き
た
、〈
美
の
追
求
〉
の

発
見
と
い
う
主
題
性
の
萌
芽
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
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鳥
越
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
虫
の
く
る
家
」
に
は
、
人
間
の
常
識
や
価
値
観
で
は
判
断
で
き
な
い
、
自
然
界
の
「
目
に
見
え
な
い
巨
大

な
法
則
性
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
に
お
け
る
、人
間
の
美
の
想
像
力
を
超
え
た
自
然
界
に
存
在
す
る
「
玉

虫
の
翅
」
の
美
の
発
見
、
さ
ら
に
は
玉
虫
を
求
め
て
野
山
を
駆
け
巡
る
中
で
発
見
す
る
、
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
営
み
の
不
思
議
へ

の
驚
き
と
畏
敬
の
念
に
も
つ
な
が
る
精
神
性
に
通
底
す
る
と
い
え
る
。

　

「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
で
美
を
求
め
る
若
麻
呂
が
到
達
す
る
境
地
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

若
麻
呂
は
、
玉
虫
を
さ
が
し
ま
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
ま
た
新
し
い
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
は
、
た
だ
虫
け
ら
と
し

か
考
え
て
い
な
か
っ
た
虫
が
、
虫
け
ら
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
ふ
し
ぎ
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
虫
な

ど
と
い
う
も
の
は
、
か
っ
て
な
と
ひ
ろ
に
ち
ら
ば
っ
て
、
で
た
ら
め
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
そ
う
で
は
な
く
、

命
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
居
場
所
を
き
め
、
食
べ
る
も
の
に
も
き
ま
り
が
あ
り
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
の
や
り
か
た
で
暮
ら
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　

自
然
界
の
営
み
の
中
に
こ
そ
「
ま
こ
と
の
美
」
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
若
麻
呂
の
こ
の
境
地
は
、「
虫
の
く
る
家
」
で
描
か
れ
た
、
虫

を
中
心
と
し
た
自
然
界
に
潜
む
不
思
議
な
「
目
に
見
え
な
い
巨
大
な
法
則
性
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
若
麻

呂
の
追
い
求
め
た
美
の
到
達
点
は
、
人
間
世
界
に
あ
る
美
の
価
値
観
で
は
は
か
り
得
な
い
、「
神
を
こ
え
た
美
そ
の
も
の
」
に
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
自
然
界
の
塵
芥
や
枯
れ
葉
の
中
や
泥
水
、
さ
ら
に
は
腐
敗
し
た
動
植
物
に
潜
む
も
の
に
至
る
ま
で
、
生
あ
る
も
の
が
死
を
迎
え
、
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死
し
た
も
の
か
ら
生
が
誕
生
す
る
と
い
っ
た
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
自
然
な
営
み
の
中
に
発
見
さ
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
へ
の
尊
厳

の
眼
差
し
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
眼
差
し
は
、
美
の
追
求
を
し
続
け
る
人
間
の
魂
の
営
み
の
中
に
こ
そ
発
見
で
き
る
も
の
で

あ
っ
た
。
追
求
す
る
心
・
精
神
の
営
み
と
い
う
ド
ラ
マ
の
中
に
こ
そ
、
武
二
の
歴
史
童
話
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

「
馬
ぬ
す
び
と
」
の
九
郎
次
は
、
不
条
理
な
自
分
の
境
涯
や
社
会
シ
ス
テ
ム
の
中
で
懸
命
に
生
き
な
が
ら
、
馬
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、

自
分
の
存
在
意
義
を
追
求
し
続
け
た
。
読
者
は
、
九
郎
次
の
告
白
の
内
に
、
夢
や
自
由
を
追
求
し
続
け
る
一
人
の
男
の
ド
ラ
マ
を
発
見
す

る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様
に
、「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
の
中
で
、
愚
直
な
ま
で
に
美
を
追
求
す
る
若
麻
呂
の
姿
に
、
人
間
の

飽
く
な
き
追
求
心
や
探
究
心
の
有
り
様
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
美
の
追
求
の
た
め
に
は
、
時
に
、
人
間
世
界
に
あ
る
野
心
や
欲

望
を
捨
て
去
り
、
既
成
の
価
値
観
や
社
会
の
権
威
に
よ
る
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

武
二
の
言
う
、「
美
醜
を
こ
え
た
追
究
そ
の
も
の
の
境
地
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
武
二
の
描
こ
う
と
し
た
歴
史
童
話
と
は
、
い
わ
ゆ
る
教
訓
的
な
児
童
文
学
作
品
と
は
一
線
を
画
す
る
。「
た
ま
む

し
の
ず
し
の
物
語
」
の
語
り
手
は
言
う
、「
美
し
い
も
の
が
美
し
い
と
ば
か
り
は
い
え
ず
、
み
に
く
い
も
の
か
ら
も
生
ま
れ
だ
し
、
お
そ
ろ

し
い
も
の
に
形
を
か
え
、
ま
た
、
み
に
く
い
も
の
が
み
に
く
い
と
ば
か
り
は
い
え
ず
、
美
し
い
も
の
か
ら
も
生
ま
れ
だ
し
、
す
ば
ら
し
い

も
の
に
形
を
か
え
る
」
の
だ
、
と
。
童
話
作
家
と
し
て
の
武
二
は
、
人
間
世
界
や
自
然
界
を
描
く
際
に
、
美
だ
け
で
な
く
時
に
は
醜
さ
さ

え
も
映
し
出
す
こ
と
を
厭
わ
な
い
。
美
・
醜
を
形
成
し
て
い
る
の
は
人
間
世
界
の
既
成
の
価
値
観
で
あ
り
、
そ
う
し
た
美
の
観
念
か
ら
は
、

「
美
し
い
も
の
の
ま
こ
と
」
は
見
い
だ
せ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
、「
虫
の
く
る
家
」

（
昭
和
17
年
）
に
胚
胎
し
て
お
り
、「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」（
昭
和
23
年
）
に
よ
り
そ
の
主
題
性
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
、「
馬
ぬ
す
び
と
」
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（
昭
和
29
年
）
の
発
表
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
武
二
文
学
の
本
質
的
な
問
題
と
し
て
形
象
化
さ
れ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
歴
史
に

素
材
を
と
っ
た
武
二
の
手
法
は
、
歴
史
的
事
実
の
空
白
部
に
潜
む
、
美
や
自
由
を
追
求
し
続
け
る
一
人
の
人
間
の
生
の
ド
ラ
マ
を
語
り
出

す
こ
と
で
、
そ
の
主
題
性
を
明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」「
馬
ぬ
す
び
と
」
が
、
童
話
作
家
平
塚
武
二
の

代
表
的
作
品
で
あ
る
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
他
な
ら
な
い
。

　

児
童
文
学
研
究
者
の
猪
熊
葉
子
は
、「
日
本
の
児
童
文
学
と
世
界
の
児
童
文
学
」
（
注 

　20
）

の
中
で
、
日
本
児
童
文
学
の
特
質
に
お
い
て
、

日
本
で
は
、
成
長
途
上
の
子
ど
も
の
精
神
性
を
考
慮
し
て
、
大
人
は
子
ど
も
達
を
き
び
し
い
社
会
の
現
実
（
悪
・
人
生
の
否
定
面
）
に
さ

ら
さ
な
い
よ
う
に
、
な
る
べ
く
そ
れ
を
見
せ
ま
い
と
す
る
風
潮
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
日
本
の
児
童
文
学
の
問
題
点
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
許
さ
れ
て
い
る
言
葉
が
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
と
に
生
、
死
、
愛
、
憎
悪
、
正
義
、
悪
、
な
ど

の
よ
う
に
、
人
生
の
根
元
に
触
れ
る
言
葉
が
、
子
ど
も
の
言
葉
と
し
て
う
ま
く
使
え
な
い
、
と
い
う
事
実
の
裏
に
は
、
子
ど
も
た
ち

と
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
内
包
す
る
も
の
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、
子
ど
も
た
ち

が
そ
れ
ら
の
重
大
事
に
、
子
ど
も
と
し
て
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
言
語
に
よ
っ
て
探
求
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
困
難

で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

猪
熊
の
こ
の
指
摘
は
、
日
本
の
児
童
文
学
の
本
質
的
な
問
題
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
子
ど
も
を
読
者
対
象
と
す
る
文
学
作
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品
で
あ
る
以
上
、
そ
の
中
に
子
ど
も
が
抱
え
る
課
題
や
そ
の
精
神
性
が
主
題
と
し
て
内
包
さ
れ
て
く
る
。
児
童
文
学
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る

文
学
作
品
は
、
物
語
世
界
の
中
で
、
そ
の
言
語
を
介
し
て
現
実
社
会
と
直
接
的
・
間
接
的
に
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
持
つ
も
の
だ
。
読
者
（
た

と
え
そ
れ
が
子
ど
も
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
は
、
言
語
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
物
語
内
容
を
自
分
の
問
題
と
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
、
作
品
を

内
在
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
読
書
体
験
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
書
き
手
が
社
会
の
現
実
や
否
定
面
を
い
く
ら
オ
ブ
ラ
ー
ト
に

包
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
享
受
す
る
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
体
験
の
レ
ベ
ル
で
物
語
を
消
費
し
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

平
塚
武
二
が
「
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」
や
「
馬
ぬ
す
び
と
」
と
い
っ
た
歴
史
童
話
で
語
り
伝
え
た
か
っ
た
も
の
は
、
歴
史
や
社
会

の
は
ざ
ま
に
生
き
抜
く
人
間
の
普
遍
的
な
魂
の
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
主
人
公
た
ち
は
、
時
と
し
て
、
社
会
的
規
範
や
既
成

の
価
値
観
か
ら
逸
脱
し
た
姿
を
読
者
に
さ
ら
け
出
す
。
し
か
し
、
そ
の
姿
の
中
に
読
者
は
、
自
由
を
追
い
求
め
真
理
を
追
究
す
る
こ
と
で

し
か
発
見
で
き
な
い
、〈
ま
こ
と
の
自
分
〉
の
心
の
有
り
様
を
見
い
だ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

武
二
の
歴
史
童
話
の
世
界
に
は
、
生
と
死
、
美
と
醜
、
正
義
と
悪
と
い
っ
た
、
人
生
の
根
元
に
か
か
わ
る
言
葉
が
、
そ
の
中
に
生
き
る

人
間
の
魂
の
変
遷
の
劇
と
し
て
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
人
生
の
根
源
を
描
く
ド
ラ
マ
の
中
に
、
そ
れ
を
映
し
出
す
歴
史
的
事

実
が
逆
に
照
射
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
を
読
み
取
る
こ
と
に
こ
そ
、
平
塚
武
二
の
歴
史
童
話
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
の

で
あ
る
。
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〈 
注 

〉

１　

「
対
談
５　

古
田
足
日
氏
に
き
く　

現
代
児
童
文
学
と
平
塚
武
二
」
聞
き
手　

鳥
越
信
（『
平
塚
武
二
童
話
全
集
５　

た
ま
む
し
の
ず
し

の
物
語
』
し
お
り　

童
心
社　

一
九
七
二
年
一
〇
月
）。

２　

注
１
資
料
に
同
じ
。

３　

猪
熊
葉
子
「
平
塚
武
二
解
説
」（『
日
本
児
童
文
学
大
系
２
６
』　

ほ
る
ぷ
出
版　

一
九
七
八
年
一
一
月
）。

４　

塚
原
健
二
郎
「
平
塚
武
二
」（『
日
本
児
童
文
学
』
８
号　

日
本
児
童
文
学
者
協
会　

一
九
四
八
年
六
月
）。

５　

平
塚
武
二
『
太
陽
よ
り
も
月
よ
り
も
』
あ
と
が
き
（
講
談
社　

一
九
五
六
年
一
〇
月
）。

６　

鈴
木
晋
一｢

平
塚
武
二
―
そ
の
達
成
と
蹉
跌
と
―｣

（『
日
本
児
童
文
学
』
十
七
巻
六
号　

日
本
児
童
文
学
者
協
会　

一
九
七
一
年
六
月
）。

７　

小
西
正
保
「
平
塚
武
二
の
世
界
」（『
講
座
日
本
児
童
文
学
８
』
日
本
の
児
童
文
学
作
家
３　

明
治
書
院　

一
九
七
三
年
一
〇
年
）。

８　

注
６
前
掲
論
文
に
同
じ
。

９　

西
本
鶏
介
「
児
童
文
学
に
置
け
る
無
頼
派
」（『
日
本
児
童
文
学
』
18
号　

日
本
児
童
文
学
者
協
会　

一
九
七
二
年
一
月
）。

10　

注
６
前
掲
論
文
に
同
じ
。

11　

注
６
前
掲
論
文
に
同
じ
。

12　

注
６
前
掲
論
文
に
同
じ
。

13　

注
９
前
掲
論
文
に
同
じ
。

14　

注
５
に
同
じ
。
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15　

注
７
に
同
じ
。

15　

注
５
に
同
じ
。

17　

『
日
本
美
術
全
集
』
第
２
巻　

飛
鳥
・
奈
良
時
代
Ⅰ
「
法
隆
寺
と
奈
良
の
寺
院
」（
小
学
館　

二
〇
一
二
年
一
二
月
）、「
玉
虫
厨
子
」
解

説
参
照
。

18　

原
田
留
美
「
平
塚
武
二
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
」（『
少
年
少
女
の
名
作
案
内　

日
本
の
文
学
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
編
』
所
収　

自
由
国
民

社　

二
〇
一
〇
年
三
月
）。

19　

鳥
越
信　

解
説
『
平
塚
武
二
童
話
全
集
５
た
ま
む
し
の
ず
し
の
物
語
』　

童
心
社　

昭
和
一
九
七
二
年
一
〇
月
）。

20　

猪
熊
葉
子
「
日
本
の
児
童
文
学
と
世
界
の
児
童
文
学
」（『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
特
集
児
童
文
学
の
魅
力　

學
燈
社　

一
九
七
一
年
一
一
月
）。


