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一
　
本
稿
の
狙
い

宮
沢
賢
治
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
は
、
狩
り
の
た
め
山
奥
に
や
っ

て
来
た
二
人
の
紳
士
た
ち
を
主
人
公
と
す
る
、
三
人
称
の
物
語
で
あ
る
。

初
出
は
大
正
十
三
年
十
二
月
発
行
の
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』

（
発
行
者
は
近
森
善
一
）。

作
品
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

二
人
の
紳
士
は
「
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊

（
注
１
）」
の
格
好
で
山
に
狩
り
に
来
た

が
、
あ
ま
り
に
山
が
物
凄
い
た
め
案
内
の
猟
師
は
い
な
く
な
り
、
連
れ

て
き
た
二
匹
の
犬
も
死
ん
で
し
ま
う
。
途
方
に
暮
れ
る
二
人
が
ふ
と
後

ろ
を
見
る
と
、
山
猫
軒
と
書
か
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
。
開
き
戸
に

は
「
ど
な
た
も
ど
う
か
お
入
り
く
だ
さ
い
。
決
し
て
ご
遠
慮
は
あ
り
ま

せ
ん
」
と
書
い
て
あ
り
、
二
人
が
喜
ん
で
入
る
と
、
扉
の
裏
に
は
「
こ

と
に
肥ふ

と

つ
た
お
方
や
若
い
お
方
は
、
大
歓
迎
い
た
し
ま
す
」
と
書
い
て

あ
る
。
廊
下
を
進
む
と
ま
た
扉
が
あ
り
、
そ
の
扉
に
は
「
当
軒
は
注
文

の
多
い
料
理
店
で
す
か
ら
ど
う
か
そ
こ
は
ご
承
知
く
だ
さ
い
」
と
書
か

れ
て
い
て
、
裏
に
も
注
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
次
の
扉
に
も
そ
の
ま
た

次
の
扉
に
も
表
裏
に
二
人
へ
の
注
文
が
書
か
れ
て
い
て
、
二
人
は
そ
れ

ら
に
従
い
、
持
っ
て
き
た
鉄
砲
や
身
に
着
け
て
い
る
も
の
を
は
ず
し
て

い
く
。
最
後
に
は
自
分
た
ち
が
食
べ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
悟

り
、
二
人
は
逃
げ
よ
う
と
す
る
が
、
扉
は
開
か
ず
、
逃
げ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
二
人
が
泣
い
て
い
る
と
、
死
ん
だ
は
ず
の
二
匹
の
犬
が
扉
を

突
き
破
っ
て
入
っ
て
き
て
、
山
猫
軒
の
親
方
の
い
る
部
屋
に
飛
び
込
ん

で
い
く
。
山
猫
軒
は
煙
の
よ
う
に
消
え
、
気
が
付
く
と
二
人
は
草
の
中

に
立
っ
て
い
る
。
い
な
く
な
っ
た
猟
師
も
や
っ
て
来
て
、
安
心
し
た
二

河

内

重

雄

宮
沢
賢
治
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
論

―
面
白
さ
に
注
目
し
た
作
品
解
釈
―
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人
は
山
鳥
を
買
っ
て
東
京
に
帰
る
が
、
先
ほ
ど
恐
怖
で
紙
屑
の
よ
う
に

な
っ
た
二
人
の
顔
だ
け
は
ど
う
や
っ
て
も
元
通
り
に
な
ら
な
か
っ
た
。

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」（
以
下
、
本
作
と
す
る
）
の
先
行
研
究
に
つ
い
て

は
、
青
山
英
正
氏

（
注
２
）が

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
な
お
、
引
用
文
中

に
あ
る
、
宮
沢
賢
治
が
書
い
た
と
思
し
き
「
広
告
文

（
注
３
）」
を
、
青
山
論
の

引
用
の
前
に
掲
げ
て
お
く
。

二
人
の
青
年
神マ

マ
（「
紳
」
の
誤
植
）
士
が
猟
に
出
て
路
を
迷
ひ
「
注

文
の
多
い
料
理
店
」
に
入
り
そ
の
途
方
も
な
い
経
営
者
か
ら
却
つ

て
注
文
さ
れ
て
ゐ
た
は
な
し
。
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
が
都

会
文
明
と
放
恣
な
階
級
と
に
対
す
る
止
む
に
止
ま
れ
な
い
反
感
で

す
。 
（
以
上
、「
広
告
文
」）

 

先
述
の
工
藤
哲
夫
は
、「
山
猫
」
が
貪
欲
で
狡
知
に
た
け
て
い
る

こ
と
と
、
広
告
文
に
「
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」

が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
「
矛
盾
」
を
、「
山
猫
」
を
「
単
な
る

懲
戒
者
」
と
見
な
す
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
。「
山
猫
」
は
、

「
山
に
い
る
の
を
幸
い
、『
村
の
子
ど
も
ら
』
か
ら
依
託
を
受
け
て

友
情
出
演
し
、
懲
ら
し
め
と
い
う
形
で
『
反
感
』
を
表
明
し
た
」

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
山
猫
」
を
自
然
の
象

徴
と
し
な
い
代
わ
り
に
そ
の
貪
欲
さ
や
狡
知
に
た
け
て
い
る
性
質

に
も
目
を
つ
ぶ
り
、
そ
の
役
割
を
「
村
の
子
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」

の
た
ん
な
る
代
弁
者
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
素
朴
な
農
村
（
＝

村
の
子
ど
も
ら
）
と
狡
知
に
た
け
た
都
会
（
＝
紳
士
）
と
い
う
二

項
対
立
的
図
式
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
論
だ
と
言
え
る
。（
略
）

 

か
つ
て
の
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
研
究
は
、
自
然
（
農
村
）

対
人
間
（
西
洋
文
明
、
都
会
）
と
い
う
二
項
対
立
的
図
式
を
設
定

し
、「
山
猫
」
を
前
項
と
結
び
つ
け
て
後
項
に
対
す
る
批
判
の
視
座

と
し
て
い
た
。
や
が
て
、「
山
猫
」
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
当
て
ら

れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
広
告
ち
ら
し
の
文
言
の
言
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
汲
み
取
り
つ
つ
、「
紳
士
」
た
ち
に
対
す
る
批

判
の
視
座
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
読
解
の
焦
点
が
移
っ
て
い
っ
た
。

須
貝
や
府
川
は
、「
作
品
の
中
の
特
定
の
人
物
」
以
外
に
そ
れ
を
求

め
た
の
で
あ
る
が
、
語
り
手
や
読
者
な
い
し
「
理
想
の
村
」
を
、

「
糧
に
乏
し
い
村
の
子
ど
も
ら
」
と
無
条
件
に
同
一
視
で
き
な
い
以

上
、
結
局
の
と
こ
ろ
工
藤
の
言
う
「
矛
盾
」
は
解
決
さ
れ
て
い
な

い
に
等
し
い
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

紳
士
た
ち
に
象
徴
さ
れ
る
西
洋
文
明
や
都
会
へ
の
批
判
を
本
作
に
読

み
取
る
と
い
う
の
が
、
先
行
研
究
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
。

広
告
文
の
「
都
会
文
明
と
放
恣
な
階
級
と
に
対
す
る
（
略
）
反
感
」
を
本

作
に
確
認
す
べ
く
、
山
猫
や
猟
師
、
犬
な
ど
が
批
判
の
主
体
と
さ
れ
て
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て
、〈
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
歩
兵
の
制
服
が
（
中
略
）
狩
猟
家
の

服
装
と
よ
く
似
て
い
る
〉
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
秋
枝
は
、
さ
ら

に
こ
の
冒
頭
の
一
文
の
〈
二
人
の
若
い
紳
士
〉
に
対
す
る
形
容
に
、

〈
兵
隊
〉
の
格
好
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
賢
治
の
他
の
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
〈
兵
隊
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
、

そ
こ
に
賢
治
の
、〈
西
洋
貴
族
の
服
装
を
ま
ね
た
紳
士
た
ち
の
態
度

を
、
批
判
す
る
意
図
〉
を
読
み
取
る
。
つ
ま
り
、〈
制
服
〉
の
持
つ

〈
没
個
性
〉（
秋
枝
）
性
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ

の
〈
二
人
の
若
い
紳
士
〉
に
は
、
こ
の
一
文
に
続
く
会
話
内
容
か

ら
も
推
測
し
う
る
よ
う
に
、
か
な
り
居
丈
高
で
、
い
か
に
も
〈
成

金
〉（
秋
枝
）
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
卑
し
い
雰
囲
気
が
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
の
制
服
に
つ
い
て
は
、
狩
猟
家
の
服
装
と
似
て
お

り
、
二
人
の
没
個
性
性
や
成
金
趣
味
、
ス
テ
イ
タ
ス
意
識
が
読
み
取
れ

る
と
い
っ
た
解
釈
を
よ
く
目
に
す
る
。
無
論
、
こ
う
い
っ
た
解
釈
は
紳

士
批
判
の
文
脈
で
の
も
の
で
あ
る
。
作
品
に
流
れ
る
無
数
の
文
脈
の
う

ち
の
一
つ
を
掘
り
起
こ
す
作
業
と
し
て
、
妥
当
と
言
え
る
。
だ
が
、
こ

の
紳
士
た
ち
の
設
定
も
、
作
品
の
面
白
さ
と
い
う
観
点
で
読
む
と
、
別

の
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

関
口
安
義
氏
は
二
人
の
服
装
に
つ
い
て
、「
イ
ギ
リ
ス
の
海
軍
士
官
の

服
装
を
真
似
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
注
６
）。

北
村
恒
信
『
陸

き
た
。

他
に
先
行
論
の
特
徴
と
し
て
、
本
作
の
面
白
さ
の
源
に
関
す
る
考
察

が
多
い
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
渡
部
祐
太
「
童
話
「
注
文
の
多

い
料
理
店
」
論
―
〈
注
文
〉
の
二
義
性
を
中
心
に
（
注
４
）」

は
そ
の
典
型
で

あ
ろ
う
。
渡
部
氏
は
本
作
に
お
け
る
「
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
」「
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
」
に
徹
底
し
て
注
目
し
て
い
る
。
実
際
に
は
渡
部

氏
の
よ
う
な
論
は
珍
し
く
、
一
つ
の
論
文
に
紳
士
批
判
と
エ
ン
タ
ー
テ

イ
メ
ン
ト
性
の
指
摘
が
比
重
の
差
は
あ
れ
見
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
こ

れ
ま
で
の
大
ま
か
な
傾
向
で
は
あ
る
ま
い
か
。

本
稿
の
狙
い
は
渡
部
氏
の
論
文
に
近
く
、
本
作
の
面
白
さ
に
こ
だ
わ
っ

て
本
作
を
解
釈
し
て
み
た
い
。
比
重
の
差
は
あ
れ
と
先
に
述
べ
た
が
、

先
行
論
の
力
点
は
紳
士
批
判
に
あ
る
こ
と
が
多
く
、
面
白
さ
に
関
す
る

考
察
は
そ
れ
に
比
べ
て
手
薄
な
観
が
あ
る
。
面
白
さ
に
こ
だ
わ
る
こ
と

で
、
作
品
の
新
た
な
解
釈
が
可
能
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
見
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
文
脈
が
見
え
て
く
る
と
考
え
る
。

例
え
ば
、
二
人
の
紳
士
の
「
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
」
の
格
好
に
つ
い
て
、

山
元
隆
春
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
注
５
）。

（
略
）
秋
枝
美
保
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
評
釈
す
る
中
で
、
こ
の

〈
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
の
形
〉
を
、〈
狩
猟
用
の
正
式
の
服
装
、
ハ
ン

テ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
用
し
て
い
る
〉
と
解
し
、
そ
の
理
由
と
し
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海
軍
服
装
総
集
図
典
―
軍
人
・
軍
属
制
服
、
天
皇
御
服
の
変
遷
（
注
７
）』
に

は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

陸
軍
で
は
普
仏
戦
争
で
プ
ロ
シ
ャ
が
勝
利
し
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ

ン
ス
式
軍
制
の
欠
点
を
き
ら
い
、
遂
次
ド
イ
ツ
式
に
模
様
が
え
が

図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
服
制
に
つ
い
て
み
て
も
、
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
そ
の
範
を
欧
州
諸
国
に
求
め
、
海
軍
は
イ
ギ
リ
ス
式
、

陸
軍
は
フ
ラ
ン
ス
式
の
ち
ド
イ
ツ
式
が
加
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ば
明
治
陸
軍
軍
衣
の
肋
骨
式
胸
飾
は
フ
ラ
ン
ス
に
倣
い
、

海
軍
の
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
式
正
衣
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
倣
っ
て
い

る
。

制
服
に
つ
い
て
、
日
本
の
海
軍
は
イ
ギ
リ
ス
を
参
考
に
し
た
と
い
う
。

同
書
に
は
、
陸
軍
は
「
山
野
を
戦
場
と
し
広
く
散
兵
、
最
小
戦
闘
単
位

が
人
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
海
軍
の
最
小
戦
闘
単
位
は
艦
」
で
あ
っ

た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
童
話
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
の
テ
ー
マ
の
一
つ

は
団ど

ん
ぐ
り栗
の
背
比
べ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
作
の
二
人
の
服
装
を
海
軍
と
捉

え
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
こ
と
わ
ざ
で
言
う
と
、
陸お

か

に
上
が
っ
た
河
童
と

い
っ
た
滑
稽
味
を
帯
び
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
本
作
の
面
白
さ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
解
釈

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
文
明
批
判
と
い
っ
た
解
釈
と
比
べ
、
あ
る

い
は
面
白
さ
に
関
す
る
研
究
と
い
う
の
は
高
尚
さ
も
な
く
、
地
味
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
作
品
の
性
格
は
作
品
ご
と
に
異
な
り
、

本
作
の
性
格
と
し
て
面
白
み
を
指
摘
し
得
る
以
上
、
本
作
を
こ
の
よ
う

な
観
点
で
解
釈
す
る
の
は
必
要
か
つ
妥
当
な
こ
と
と
考
え
る
。

二
　
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
観
察
と
注
文

本
作
の
冒
頭
、
二
人
の
紳
士
の
服
装
か
ら
し
て
、
読
者
が
く
す
り
と

笑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
が
、
や
は
り
本
作

に
お
け
る
面
白
さ
の
中
心
は
、
山
猫
と
思
し
き
親
方
が
二
人
に
あ
れ
こ

れ
注
文
す
る
場
面
に
あ
ろ
う
。
親
方
の
注
文
に
つ
い
て
、
山
元
氏
は
「
山

猫
の
親
方
と
紳
士
た
ち
の
間
に
至
っ
て
は
、
書
き
こ
と
ば
に
よ
る
一
方

的
な
伝
達
し
か
あ
り
え
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る

（
注
８
）。
書
き
言
葉
に
よ
る
注

文
で
は
な
く
、
例
え
ば
案
内
人
が
話
し
か
け
る
形
で
あ
れ
こ
れ
注
文
し

て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
人
の
紳
士
は
「
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の

か
」
と
、
注
文
の
意
図
を
案
内
人
に
直
接
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方

的
な
書
き
言
葉
に
よ
る
注
文
で
あ
る
た
め
、
二
人
は
自
分
た
ち
の
解
釈

以
外
に
頼
る
べ
き
も
の
が
な
い
。

一
方
的
な
書
き
言
葉
に
よ
る
注
文
は
、
一
方
的
に
話
し
か
け
る
言
葉

に
よ
る
注
文
と
も
異
な
る
。
渡
部
氏
は
前
掲
論
文
で
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
る
。
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童
話
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
〈
注
文
〉
の
二
義
性
に
よ
る
言
葉
遊
び
的
要
素
を
含
ん
だ
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
〈
注
文
〉
は
作
中
の
〈
注

文
〉
形
式
が
示
す
よ
う
に
、
文
字
を
媒
体
と
し
て
し
か
伝
わ
ら
な

い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
な
ぜ
な
ら
発
話
を
媒
体
と
し
て

〈
注
文
〉
が
提
示
さ
れ
て
い
た
場
合
、
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
互
い

の
表
情
な
ど
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
⑬
「
い
や
、
わ
ざ
わ
ざ
ご
苦
労

で
す
。
大
へ
ん
結
構
に
で
き
ま
し
た
。
さ
あ
さ
あ
お
な
か
に
お
は

い
り
く
だ
さ
い
。」
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
お
中
」
と
「
お
腹
」
の

違
い
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ

う
た
め
だ
。

渡
部
氏
の
論
で
は
、
案
内
人
が
い
る
よ
う
な
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
関
す
る
指
摘
な
ど
は
、
案
内
人

不
在
の
一
方
的
な
話
し
か
け
る
言
葉
に
よ
る
注
文
に
も
当
て
は
ま
る
。

ま
た
、
話
し
か
け
る
言
葉
の
場
合
、
た
と
え
相
手
の
姿
が
見
え
な
く
と

も
、
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
や
悲
し
そ
う
な
感
じ
な
ど
、
声
の

調
子
も
注
文
を
解
釈
す
る
上
で
の
情
報
と
な
り
得
る
。
無
論
、
声
の
調

子
で
騙
す
こ
と
も
可
能
だ
が
、
本
作
の
親
方
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
ま
で

の
知
恵
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
書
き
言
葉
で
あ
る
た
め
、
二

人
は
声
の
調
子
な
ど
か
ら
相
手
の
真
意
を
は
か
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き

な
い
。

一
方
的
な
書
き
言
葉
に
よ
る
伝
達
と
い
う
と
、
大
正
時
代
で
あ
れ
ば

電
報
が
比
較
的
近
い
と
思
わ
れ
る
。
短
い
片
仮
名
の
文
章
を
受
け
取
り
、

手
紙
と
比
べ
て
返
事
を
す
る
必
要
性
も
低
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

電
報
と
本
作
に
お
け
る
注
文
は
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
る
か
。
電
報
は

相
手
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
も
分
か
ら
ず
に
送
り
、
相
手
が
受
け
取
る

ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
本
作
の
注
文
は
、
相
手

を
見
な
が
ら
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
相
手
に
伝
え
た
い
こ
と
を
書
き
示
し
、

相
手
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
受
け
取
っ
て
い
る
。
山
猫
ら
し
き
親
方
の
視

点
で
言
う
と
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
相
手
を
見
つ
つ
伝
え
た
い
こ
と
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
点
が
、
電
報
と
は
異
な
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う

な
本
作
に
お
け
る
注
文
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
箇
所
を
、
以
下
に

い
く
つ
か
引
用
し
よ
う
。

 

と
こ
ろ
が
ど
う
も
う
る
さ
い
こ
と
は
、
ま
た
扉
が
一
つ
あ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
そ
の
わ
き
に
鏡
が
か
ゝ
つ
て
、
そ
の
下
に
は
長
い

柄
の
つ
い
た
ブ
ラ
シ
が
置
い
て
あ
つ
た
の
で
す
。

 

扉
に
は
赤
い
字
で
、

「
お
客
さ
ま
が
た
、
こ
ゝ
で
髪
を
き
ち
ん
と
し
て
、
そ
れ
か
ら

は
き
も
の
の
泥
を
落
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。（
略
）
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そ
こ
で
二
人
は
、
き
れ
い
に
髪
を
け
づ
つ
て
、
靴
の
泥
を
落
し

ま
し
た
。

 
そ
し
た
ら
、
ど
う
で
す
。
ブ
ラ
シ
を
板
の
上
に
置
く
や
否
や
、

そ
い
つ
が
ぼ
う
つ
と
か
す
ん
で
無
く
な
つ
て
、
風
が
ど
う
つ
と
室

の
中
に
入
つ
て
き
ま
し
た
。

 

二
人
は
壺
の
ク
リ
ー
ム
を
、
顔
に
塗
つ
て
手
に
塗
つ
て
そ
れ
か

ら
靴
下
を
ぬ
い
で
足
に
塗
り
ま
し
た
。（
略
）

 

そ
れ
か
ら
大
急
ぎ
で
扉
を
あ
け
ま
す
と
、
そ
の
裏
側
に
は
、

「
ク
リ
ー
ム
を
よ
く
塗
り
ま
し
た
か
、
耳
に
も
よ
く
塗
り
ま
し

た
か
、」

と
書
い
て
あ
つ
て
、
ち
ひ
さ
な
ク
リ
ー
ム
の
壺
が
こ
ゝ
に
も
置
い

て
あ
り
ま
し
た
。

 

「
さ
う
さ
う
、
ぼ
く
は
耳
に
は
塗
ら
な
か
つ
た
。
あ
ぶ
な
く
耳
に

ひ
ゞ
を
切
ら
す
と
こ
だ
つ
た
。
こ
ゝ
の
主
人
は
じ
つ
に
用
意
周
到

だ
ね
。」

ブ
ラ
シ
を
置
く
や
否
や
消
え
た
と
い
う
の
は
、
親
方
が
二
人
を
常
に

監
視
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ク
リ
ー
ム
に
つ
い
て
の
注
文

と
、
再
び
ク
リ
ー
ム
の
入
っ
た
壺
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
二
人
を
見
な
が
ら
注
文
・
受
け
取
り
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
最
初
の
扉
の
裏
の

一
文
「
こ
と
に
肥ふ

と

つ
た
お
方
や
若
い
お
方
は
、
大
歓
迎
い
た
し
ま
す
」

も
、
二
人
を
見
な
が
ら
と
っ
さ
に
付
け
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
人
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
観
察
し
、
気
付
い
た
こ
と
を
そ
の
都
度
要
求

す
る
た
め
、
扉
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
注
文
が
合
計
十
三
も
の
数
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
ま
と
め
た
上
で
書
き
送

る
電
報
な
ど
と
は
異
な
る
伝
達
で
あ
る
と
言
え
る
。

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
相
手
を
見
な
が
ら
一
方
的
に
書
き
言
葉
を
送
る
と

い
う
の
は
、
現
在
の
技
術
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
つ
く
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
監
視
カ
メ
ラ
で
部
屋
や
廊
下
の
様
子
を
見
な
が

ら
、
扉
の
表
・
裏
に
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
で
文
字
を
示
す
な
ど
、

そ
う
難
し
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
遊
園
地
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ど

に
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
作
が
発
表
さ
れ

た
大
正
当
時
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
実
現
不
可
能
だ
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
二
人
の
大
人
が
騙
さ
れ
る
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
相
手
を
観

察
し
つ
つ
書
き
言
葉
を
一
方
的
に
送
り
付
け
る
と
い
う
状
況
の
設
定
自

体
、
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
　
騙
し
騙
さ
れ
る
関
係
に
つ
い
て

前
章
で
は
山
猫
ら
し
い
親
方
が
二
人
を
騙
す
こ
と
に
関
し
て
述
べ
た
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が
、
本
作
は
騙
し
騙
さ
れ
る
関
係
が
錯
綜
し
て
い
る
。
ま
ず
、
親
方
が

紳
士
た
ち
を
騙
し
て
い
る
箇
所
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
み
よ
う
。

①  

そ
れ
に
、
あ
ん
ま
り
山
が
物
凄
い
の
で
、
そ
の
白
熊
の
や
う
な
犬

が
、
二
疋
い
つ
し
よ
に
め
ま
ひ
を
起
し
て
、
し
ば
ら
く
吠
つ
て
、
そ

れ
か
ら
泡
を
吐
い
て
死
ん
で
し
ま
ひ
ま
し
た
。（
略
）

二
人
は
泣
い
て
泣
い
て
泣
い
て
泣
い
て
泣
き
ま
し
た
。

そ
の
と
き
う
し
ろ
か
ら
い
き
な
り
、

 

「
わ
ん
、
わ
ん
、
ぐ
わ
あ
。」
と
い
ふ
声
が
し
て
、
あ
の
白
熊
の
や
う

な
犬
が
二
疋
、
扉
を
つ
き
や
ぶ
つ
て
室
の
中
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し

た
。

②  

そ
し
て
二
人
は
そ
の
扉
を
あ
け
よ
う
と
し
ま
す
と
、
上
に
黄
い
ろ

な
字
で
か
う
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「
当
軒
は
注
文
の
多
い
料
理
店
で
す
か
ら
ど
う
か
そ
こ
は
ご
承

知
く
だ
さ
い
」

「
な
か
な
か
は
や
つ
て
る
ん
だ
。
こ
ん
な
山
の
中
で
。」

③  

扉
の
内
側
に
、
ま
た
変
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

 

「
鉄
砲
と
弾
丸
を
こ
ゝ
へ
置
い
て
く
だ
さ
い
。」

見
る
と
す
ぐ
横
に
黒
い
台
が
あ
り
ま
し
た
。

④  

す
こ
し
行
き
ま
す
と
ま
た
扉
が
あ
つ
て
、
そ
の
前
に
硝
子
の
壺
が

一
つ
あ
り
ま
し
た
。
扉
に
は
斯
う
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「
壺
の
な
か
の
ク
リ
ー
ム
を
顔
や
手
足
に
す
つ
か
り
塗
つ
て
く

だ
さ
い
。」

 

み
る
と
た
し
か
に
壺
の
な
か
の
も
の
は
牛
乳
の
ク
リ
ー
ム
で
し

た
。

⑤  

す
る
と
す
ぐ
そ
の
前
に
次
の
戸
が
あ
り
ま
し
た
。

「
料
理
は
も
う
す
ぐ
で
き
ま
す
。

十
五
分
と
お
待
た
せ
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

す
ぐ
た
べ
ら
れ
ま
す
。

早
く
あ
な
た
の
頭
に
瓶
の
中
の
香
水
を
よ
く
振
り
か
け
て
く

だ
さ
い
。」

 

そ
し
て
戸
の
前
に
は
金
ピ
カ
の
香
水
の
瓶
が
置
い
て
あ
り
ま
し

た
。

 

二
人
は
そ
の
香
水
を
、
頭
へ
ぱ
ち
や
ぱ
ち
や
振
り
か
け
ま
し
た
。

 

と
こ
ろ
が
そ
の
香
水
は
、
ど
う
も
酢
の
や
う
な
匂
が
す
る
の
で

し
た
。

 
「
こ
の
香
水
は
へ
ん
に
酢
く
さ
い
。
ど
う
し
た
ん
だ
ら
う
。」

引
用
①
の
死
ん
だ
は
ず
の
犬
が
生
き
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
親
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方
が
「
ナ
フ
キ
ン
を
か
け
て
、
ナ
イ
フ
を
も
つ
て
」
と
、
食
事
の
体
勢

に
は
い
っ
た
た
め
、
魔
力
が
解
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
二
人
の
紳
士
は
犬
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
騙
さ
れ
た
の
だ
と

解
せ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
犬
の
死
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
淳
氏
が
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る

（
注
９
）。

 

後
に
再
び
登
場
す
る
の
に
、「
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
」
と
言
い

切
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
が
読
者
を
ま
ど
わ
し
て
い
る
と

も
い
え
る
し
、
導
入
部
か
ら
二
人
の
幻
想
は
始
ま
っ
て
い
る
と
も

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

死
ん
だ
は
ず
の
犬
が
実
は
生
き
て
い
た
と
い
う
の
は
、
語
り
手
が
読

者
を
騙
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
猫

ら
し
き
親
方
が
語
り
手
を
騙
し
た
、
あ
る
い
は
語
り
手
は
親
方
に
近
い

存
在
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
重
要
な
の
は
、

親
方
が
紳
士
た
ち
を
騙
す
と
同
時
に
、
読
者
も
語
り
手
に
よ
っ
て
騙
さ

れ
て
い
る
た
め
、
騙
し
騙
さ
れ
る
関
係
が
二
重
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
引
用
⑤
に
も
当
て
は
ま
る
。
語
り
手
は
「
香
水
」

と
言
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
酢
で
あ
る
か
ら
だ
。
読
者
が
騙
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
素
朴
に
語
り
手
の
言
う
こ
と
を
信
じ
る
訳
に

は
い
か
な
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

本
作
で
は
、
引
き
戸
で
は
な
く
「
開
き
戸
」
の
表
と
裏
に
、
ひ
と
つ

な
が
り
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
二
人
の
紳
士
が
読
ん
で
い

く
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る）

（注

（
注

。
こ
れ
は
、
二
人
の
紳
士
が
本
の
ペ
ー
ジ

を
め
く
っ
て
読
み
進
め
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
に
近
く
、
本
作
を
二
人
の
読

者
が
読
み
進
め
る
姿
に
重
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

実
際
、
山
猫
ら
し
き
親
方
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
気
付
い
た
こ
と
を
注
文

と
し
て
書
い
て
い
る
た
め
、
扉
数
は
七
、
頁
数
十
三
と
、
本
と
言
う
に

足
る
分
量
に
な
っ
て
い
る
。
本
作
の
初
稿
の
執
筆
時
期
は
、
童
話
集
初

版
本
の
目
次
の
記
録
に
よ
る
と
大
正
十
年
十
一
月
十
日
。
こ
の
時
点
で

は
宮
沢
賢
治
の
妹
ト
シ
は
ま
だ
亡
く
な
っ
て
い
な
い
。
前
掲
の
渡
部
論

文
に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

 

大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）、
二
十
五
歳
の
宮
沢
賢
治
が
高
知
尾

智
耀
の
勧
め
に
よ
り
「
法
華
文
学
ノ
創
作
」
と
し
て
童
話
制
作
へ

熱
烈
な
勢
い
を
見
せ
始
め
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
大

正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
八
月
、
二
十
二
歳
の
宮
沢
賢
治
が
弟
妹

に
読
み
聞
か
せ
る
た
め
に
童
話
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」「
双
子

の
星
」
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

先
に
、
紳
士
二
人
の
姿
が
読
者
二
人
の
姿
に
重
な
る
と
述
べ
た
が
、

読
者
二
人
と
い
う
の
も
、
兄
が
妹
や
弟
に
、
あ
る
い
は
親
が
子
に
読
み
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聞
か
せ
る
と
い
っ
た
形
で
あ
ろ
う
。
紳
士
二
人
の
関
係
も
必
ず
し
も
対

等
で
は
な
い
。

「
じ
つ
に
ぼ
く
は
、
二
千
四
百
円
の
損
害
だ
」
と
一
人
の
紳
士
が
、

そ
の
犬
の
眼
ぶ
た
を
、
ち
よ
つ
と
か
へ
し
て
み
て
言
ひ
ま
し
た
。

「
ぼ
く
は
二
千
八
百
円
の
損
害
だ
。」
と
、
も
ひ
と
り
が
、
く
や
し

さ
う
に
、
あ
た
ま
を
ま
げ
て
言
ひ
ま
し
た
。

 

二
人
は
云
ひ
な
が
ら
、
そ
の
扉
を
あ
け
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の

裏
側
に
、

「
注
文
は
ず
ゐ
ぶ
ん
多
い
で
せ
う
が
ど
う
か
一
々
こ
ら
へ
て
下

さ
い
。」

「
こ
れ
は
ぜ
ん
た
い
ど
う
い
ふ
ん
だ
。」
ひ
と
り
の
紳
士
は
顔
を
し

か
め
ま
し
た
。

「
う
ん
、
こ
れ
は
き
つ
と
注
文
が
あ
ま
り
多
く
て
支
度
が
手
間
取
る

け
れ
ど
も
ご
め
ん
下
さ
い
と
斯か

う
い
ふ
こ
と
だ
。」

「
ク
リ
ー
ム
を
ぬ
れ
と
い
ふ
の
は
ど
う
い
ふ
ん
だ
。」

「
こ
れ
は
ね
、
外
が
ひ
じ
や
う
に
寒
い
だ
ら
う
。
室
の
な
か
が
あ
ん

ま
り
暖
い
と
ひ
び
が
き
れ
る
か
ら
、
そ
の
予
防
な
ん
だ
。（
略
）」

一
人
が
疑
問
を
呈
し
、
も
う
一
人
が
説
明
を
す
る
と
い
っ
た
、
教
え

る
・
教
わ
る
関
係
で
あ
る
。
片
方
が
も
う
片
方
に
説
明
す
る
と
い
う
形

も
、
本
作
の
読
者
二
人
の
読
書
行
為
に
重
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

例
え
ば
、「
ど
う
し
て
犬
は
死
ん
じ
ゃ
っ
た
の
？
」「
あ
ん
ま
り
山
が
物

凄
い
か
ら
だ
っ
て
さ
」
な
ど
と
尋
ね
、
答
え
な
が
ら
読
ん
で
い
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
作
の
最
後
、
犬
が
突
然
入
っ
て
く
る
場
面
も
、

「
犬
は
死
ん
で
な
か
っ
た
ん
だ
ね
」「
僕
た
ち
も
こ
の
二
人
み
た
い
に
騙

さ
れ
て
た
ね
」
な
ど
と
話
し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
作
は
年
上
の
読
者
が
年
下
の
読
者
に
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
を
想
定
し

て
書
か
れ
た
物
語
だ
と
考
え
る
場
合
、
年
下
の
読
者
が
ど
の
よ
う
に
反

応
し
得
る
か
、
そ
れ
に
対
し
年
上
の
読
者
が
ど
う
反
応
す
る
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。

騙
し
騙
さ
れ
る
関
係
に
つ
い
て
付
け
加
え
て
言
え
ば
、
紳
士
二
人
の

会
話
に
よ
っ
て
読
者
が
騙
さ
れ
て
し
ま
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
次

の
よ
う
な
会
話
に
読
者
は
騙
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

ず
ん
ず
ん
廊
下
を
進
ん
で
行
き
ま
す
と
、
こ
ん
ど
は
水
い
ろ
の

ペ
ン
キ
塗
り
の
扉
が
あ
り
ま
し
た
。

「
ど
う
も
変
な
家
だ
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
戸
が
あ
る
の

だ
ら
う
。」

「
こ
れ
は
ロ
シ
ア
式
だ
。
寒
い
と
こ
や
山
の
中
は
み
ん
な
か
う
さ
。」
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扉
の
裏
側
に
は
、

「
ネ
ク
タ
イ
ピ
ン
、
カ
フ
ス
ボ
タ
ン
、
眼
鏡
、
財
布
、
そ
の
他

金
物
類
、
こ
と
に
尖
つ
た
も
の
は
、
み
ん
な
こ
ゝ
に
置
い
て

く
だ
さ
い
」

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
扉
の
す
ぐ
横
に
は
黒
塗
り
の
立
派
な
金

庫
も
、
ち
や
ん
と
口
を
開
け
て
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。（
略
）

「
は
ゝ
あ
、
何
か
の
料
理
に
電
気
を
つ
か
ふ
と
見
え
る
ね
。
金
気
の

も
の
は
あ
ぶ
な
い
。
こ
と
に
尖
つ
た
も
の
は
あ
ぶ
な
い
と
斯か

う
云

ふ
ん
だ
ら
う
。」

紳
士
た
ち
の
こ
れ
ら
の
会
話
に
よ
り
、
読
者
は
建
物
の
不
自
然
さ
や

注
文
の
内
容
等
に
疑
い
を
も
つ
こ
と
な
く
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。
親
方
が
紳
士
を
騙
し
、
語
り
手
に
よ
っ
て
読
者
も
騙
さ
れ

た
よ
う
に
感
じ
、
紳
士
た
ち
に
よ
っ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
読
者

は
ご
ま
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
本
作
は
騙
す
・
騙
さ
れ
る
関
係
が
錯
綜
し

て
見
え
る
の
は
そ
の
た
め
だ
。

本
作
が
収
録
さ
れ
た
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
序
」
に

は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

 

け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
ち
ひ
さ
な
も
の
が
た
り

の
幾
き
れ
か
が
、
お
し
ま
ひ
、
あ
な
た
の
す
き
と
ほ
つ
た
ほ
ん
た

う
の
た
べ
も
の
に
な
る
こ
と
を
、
ど
ん
な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。

「
あ
ん
ま
り
山
が
物
凄
い
の
で
」
犬
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
な
ど
と
い

う
語
り
を
素
朴
に
信
じ
て
し
ま
っ
た
本
作
の
読
者
二
人
は
、
紳
士
た
ち

を
笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
騙
し
騙
さ
れ
る
関
係
が
錯
綜
し
て
い
る
が

故
の
面
白
さ
、
そ
の
中
で
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
「
ほ
ん
た
う
の
た

べ
も
の
」
と
は
、
私
た
ち
は
人
の
失
態
を
笑
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
人
で
本
作
を
読
む
の
で
あ
れ

ば
、
自
分
が
ま
ん
ま
と
騙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
る
者
は
自
分
一

人
で
あ
る
。
し
か
し
二
人
で
読
む
場
合
は
お
互
い
に
騙
さ
れ
た
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
騙
さ
れ
た
と
い
う
の
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
だ
が
そ
れ
故
に
こ
そ
「
ほ
ん
た
う
の
た
べ
も
の
」
に
な
る
、

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
作
を
二
人
で
読

む
こ
と
の
意
義
は
、
こ
う
い
っ
た
点
に
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四
　
童
話
集
の
他
作
品
に
つ
い
て

本
稿
二
章
で
ユ
ニ
ー
ク
か
つ
騙
さ
れ
や
す
い
状
況
の
設
定
に
つ
い
て
、

前
章
で
は
網
の
目
の
よ
う
な
騙
し
騙
さ
れ
る
関
係
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。

紳
士
が
親
方
に
騙
さ
れ
た
よ
う
に
、
読
者
も
語
り
手
に
騙
さ
れ
て
い
た
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と
考
え
ら
れ
る
が
、
童
話
集
の
他
作
品
だ
と
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」

な
ど
は
、
読
者
は
騙
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
安

藤
恭
子
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る）

（（

（
注

。

 

し
か
し
、「
林
の
底
」
と
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
大
き
な
違

い
は
、「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
〈
聴
き
手
〉
が
話
し
手
の
「
巌
」

を
「
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
つ
た
ろ
う
」
と
信
頼
し
、「
巌
」
の
話

す
ま
ま
に
全
面
的
に
話
を
展
開
さ
せ
き
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

話
そ
の
も
の
に
矛
盾
はマ

マ

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
森
の
名
前
の
由

来
を
話
す
と
言
い
な
が
ら
、
話
の
途
中
で
そ
の
目
的
が
ず
れ
、「
名

か
ら
し
て
ぬ
す
と
臭
い
」
と
既
に
森
に
名
前
が
つ
い
て
い
る
と
こ

な
ど
、「
林
の
底
」
の
〈
聴
き
手
〉
＝
〈
語
り
手
〉
で
あ
る
な
ら
ば

当
然
矛
盾
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
は
、
小
岩
井
農
場
の
北
の
森
（
狼
森
、
笊
森
、

黒
坂
森
、
盗
森
）
に
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
奇
体
な
名
前
が
つ
い
た
の
か
」、

黒
坂
森
の
「
巨お

ほ

き
な
巌い
わ

」
が
「
わ
た
く
し
」
に
あ
る
日
話
し
て
く
れ
た

と
い
う
設
定
で
あ
る
。
以
下
は
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
一
節
。

 

さ
て
み
ん
な
は
黒
坂
森
の
云
ふ
こ
と
が
尤
も
だ
と
思
つ
て
、
も

う
少
し
北
へ
行
き
ま
し
た
。

 

そ
れ
こ
そ
は
、
松
の
ま
つ
黒
な
盗
森
で
し
た
。
で
す
か
ら
み
ん

な
も
、

「
名
か
ら
し
て
ぬ
す
と
臭
い
。」
と
云
ひ
な
が
ら
、
森
へ
入
つ
て
行

つ
て
、「
さ
あ
粟
返
せ
。
粟
返
せ
。」
と
ど
な
り
ま
し
た
。

名
前
が
付
い
た
理
由
に
つ
い
て
話
す
と
言
い
な
が
ら
、
盗
森
に
つ
い

て
は
「
名
か
ら
し
て
ぬ
す
と
臭
い
」
と
、
す
で
に
名
が
付
い
て
お
り
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
名
前
の
付
い
た
理
由
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
は
狼
森
や
笊
森
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
狼
森
に
つ
い
て
は
、
狼
た
ち
の

歌
の
歌
詞
「
狼
森
の
ま
ん
な
か
で
」
が
名
の
由
来
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ

も
狼
た
ち
が
歌
う
以
前
に
狼
森
と
い
う
名
が
す
で
に
つ
い
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
笊
森
に
つ
い
て
も
「
笊
森
の
笊
は
も
つ
と
も
だ
」
と
、

す
で
に
名
が
あ
る
よ
う
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
。
安
藤
氏
が
「
矛
盾
」

と
指
摘
す
る
ご
と
く
、「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
語
り
も
信
用
し
て
よ

い
も
の
か
ど
う
か
、
読
者
は
戸
惑
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

名
前
＝
固
有
名
詞
は
対
象
を
唯
一
無
二
の
存
在
足
ら
し
め
る
機
能
を

も
つ
。
例
え
ば
、
市
販
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
に
「
太
郎
」
と
い
う
名
前
を
付

け
た
場
合
、
そ
の
太
郎
と
い
う
名
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
か
け
が
え
の
な
い
、

唯
一
無
二
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
の
四
つ
の

森
は
、
名
前
が
付
く
以
前
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
「
お
れ
は
お
れ
だ
」
と
い
う

意
識
を
も
っ
て
お
り
、
名
前
が
な
く
と
も
固
有
名
詞
的
な
存
在
＝
唯
一
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無
二
の
存
在
と
し
て
現
れ
て
き
て
い
る
。
名
は
も
っ
て
い
な
い
が
、
名

前
を
も
っ
て
い
る
も
同
然
の
存
在
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
仮
に
、

四
つ
の
森
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
を
も
っ
て
い
な
い
と
す

れ
ば
、
森
を
四
つ
に
分
け
ず
に
全
体
に
一
つ
の
名
を
付
け
る
な
ど
、
人

間
の
都
合
に
よ
っ
て
幾
通
り
か
の
付
け
方
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
我
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
人
間
は
森
を
四
つ
の

全
く
異
な
る
森
と
し
て
見
な
す
以
外
に
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
森
に
そ
れ
ぞ
れ
の
名
が
付
い
た
理
由
に
関
し
て
、「
狼
森

と
笊
森
、
盗
森
」
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
ら
れ
る
。

 

そ
こ
で
み
ん
な
は
、
も
っ
と
も
だ
と
思
つ
て
、
こ
ん
ど
は
北
の

黒
坂
森
、
す
な
は
ち
こ
の
は
な
し
を
私
に
聞
か
せ
た
森
の
、
入
口

に
来
て
云
ひ
ま
し
た
。

 

「
粟
を
返
し
て
呉け

ろ
。
粟
を
返
し
て
呉
ろ
。」

 

黒
坂
森
は
形
を
出
さ
な
い
で
、
声
だ
け
で
こ
た
へ
ま
し
た
。

「
形
を
出
さ
な
い
で
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
名
の
由
来
は
そ
れ
ぞ
れ
の

姿
形
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、「
形
を
出
さ
な
い
」

黒
坂
森
以
外
、「
ど
う
し
て
こ
ん
な
奇
体
な
名
前
が
つ
い
た
の
か
」
語
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
狼
森
に
は
狼
が
九
匹
お
り
、
笊
森
に
は
大
き
な

笊
が
あ
る
か
ら
だ
。
黒
坂
森
の
巌
は
全
て
の
森
の
名
の
由
来
を
語
る
と

は
一
言
も
言
っ
て
い
な
い
。
黒
坂
森
の
名
の
付
い
た
理
由
＝
黒
坂
森
の

「
形
」
が
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
信
用
で
き
な
い
語
り
だ
と

は
言
え
な
い
。

つ
ま
り
問
題
は
、
名
前
の
決
定
と
「
形
」
の
出
現
に
関
す
る
語
り
の

順
番
＝
時
間
認
識
に
あ
る
。
盗
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
後
で
事
後

的
に
名
が
付
く
と
い
う
語
り
（「
形
」
が
名
前
に
先
行
）
で
は
な
く
、
こ
の

あ
と
粟
を
盗
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
事
前
的
・
先
取
り
的
な
語
り

（
名
前
の
決
定
を
先
に
語
る
）
で
あ
る
た
め
、
信
用
で
き
な
い
語
り
に
見
え
て

し
ま
う
の
だ
。
事
後
的
な
発
想
に
慣
れ
た
読
者
に
は
、
事
前
的
な
発
想

は
飛
躍
し
た
も
の
に
思
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
森
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
固
有
名
詞
的
な
意
識
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
あ
と
は
き
っ
か

け
＝
「
形
」
の
発
生
が
あ
れ
ば
、
自
ず
と
名
が
生
じ
る
（
自
分
で
自
分
に

名
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
）
状
態
に
あ
る
。
先
の
引
用
の
「
名
か
ら
し
て

ぬ
す
と
臭
い
。」
と
い
う
「
百
姓
」
た
ち
の
発
言
か
ら
、
百
姓
た
ち
や
黒

坂
森
の
巌
、
語
り
手
の
「
わ
た
く
し
」
な
ど
が
名
付
け
親
で
あ
る
と
は

考
え
に
く
い
。「
い
つ
ご
ろ
」
や
「
い
ち
ば
ん
は
じ
め
か
ら
」
と
い
っ
た

語
り
か
ら
、
巌
や
語
り
手
に
時
間
に
つ
い
て
の
意
識
が
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
語
り
手
や
巌
、
百
姓
や
森
た
ち
の
時
間
感
覚
が
、
私
た
ち

近
代
の
読
者
の
数
値
化
さ
れ
た
直リ

ニ

ア
線
的
な
時
間
感
覚
と
異
な
り
、
私
た

ち
か
ら
す
る
と
事
前
的
な
発
想
・
語
り
で
あ
る
た
め
、「
形
」
の
成
立
と

名
の
発
生
と
の
関
係
・
順
番
に
私
た
ち
は
違
和
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
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は
あ
る
ま
い
か
。

百
姓
た
ち
や
黒
坂
森
の
巌
が
名
付
け
た
の
で
は
な
く
、
自
然
発
生
的

に
名
が
生
じ
た
と
い
う
の
は
、
森
の
自
律
性
と
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

名
付
け
る
・
名
付
け
ら
れ
る
と
い
う
関
係
は
、
上
下
関
係
、
支
配
・
被

支
配
の
関
係
で
あ
る
か
ら
だ
。
語
り
手
が
信
用
で
き
な
い
よ
う
に
見
え

る
理
由
は
、
本
作
と
「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
。

本
作
の
場
合
は
騙
し
騙
さ
れ
る
関
係
の
複
雑
さ
、
面
白
さ
に
積
極
的
に

関
わ
っ
て
い
る
。「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
で
は
森
や
百
姓
、
語
り
手
た

ち
の
時
間
感
覚
が
私
た
ち
の
感
覚
と
異
な
る
た
め
、
信
用
で
き
な
い
語

り
に
思
え
て
し
ま
う
。
童
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
本
作
や
「
狼
森
と

笊
森
、
盗
森
」
以
外
の
作
品
の
語
り
手
に
も
、
信
用
し
て
よ
い
も
の
か

ど
う
か
迷
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

 

た
う
と
う
薄
い
鋼
の
空
に
、
ピ
チ
リ
と
裂ひ

び罅
が
は
ひ
つ
て
、
ま

つ
二
つ
に
開
き
、
そ
の
裂
け
目
か
ら
、
あ
や
し
い
長
い
腕
が
た
く

さ
ん
ぶ
ら
下
つ
て
、
烏
を
握
ん
で
空
の
天
井
の
向
ふ
側
へ
持
つ
て

行
か
う
と
し
ま
す
。
烏
の
義
勇
艦
隊
は
も
う
総
掛
り
で
す
。
み
ん

な
急
い
で
黒
い
股
引
を
は
い
て
一
生
け
ん
命
宙
を
か
け
め
ぐ
り
ま

す
。
兄
貴
の
烏
も
弟
を
か
ば
ふ
暇
が
な
く
、
恋
人
同
志
も
た
び
た

び
ひ
ど
く
ぶ
つ
つ
か
り
合
ひ
ま
す
。

 

い
や
、
ち
が
ひ
ま
し
た
。

 

さ
う
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。

 

月
が
出
た
の
で
す
。
青
い
ひ
し
げ
た
二
十
日
の
月
が
、
東
の
山

か
ら
泣
い
て
登
つ
て
き
た
の
で
す
。 

（「
烏
の
北
斗
七
星
」）

 

け
れ
ど
も
、
そ
の
立
派
な
雪
が
落
ち
切
つ
て
し
ま
つ
た
こ
ろ
か

ら
、
お
日
さ
ま
は
な
ん
だ
か
空
の
遠
く
の
方
へ
お
移
り
に
な
つ
て
、

そ
こ
の
お
旅
屋
で
、
あ
の
ま
ば
ゆ
い
白
い
火
を
、
あ
た
ら
し
く
お

焚た

き
な
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
し
た
。（
略
）

 

「
お
父
さ
ん
が
来
た
よ
。
も
う
眼
を
お
さ
ま
し
。」
雪
わ
ら
す
は

う
し
ろ
の
丘
に
か
け
あ
が
つ
て
一
本
の
雪
け
む
り
を
た
て
な
が
ら

叫
び
ま
し
た
。
子
ど
も
は
ち
ら
つ
と
う
ご
い
た
や
う
で
し
た
。
そ

し
て
毛
皮
の
人
は
一
生
け
ん
命
走
つ
て
き
ま
し
た
。

 

（「
水
仙
月
の
四
日
」）

な
ぜ
語
り
手
が
信
用
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

作
品
ご
と
に
展
開
に
即
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、

童
話
集
の
タ
イ
ト
ル
は
本
作
か
ら
と
ら
れ
て
お
り
、
本
作
が
二
人
で
読

む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
童
話
集
収
録
の
他
作
品
に
つ
い
て
も
二
人

の
読
者
と
い
う
観
点
で
考
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
以

上
を
指
摘
し
、
筆
を
置
く
こ
と
と
す
る
。
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注

注
1　

以
下
、
宮
沢
賢
治
の
童
話
作
品
の
引
用
は
全
て
『
宮
沢
賢
治
全
集
８
』（
昭

和
六
十
一
年
一
月　

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
中
の

傍
線
は
全
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

注
2　
「
宮
沢
賢
治
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
論
―
猟
師
・
犬
・
団
子
へ
の
着

目
」（『
明
星
大
学
研
究
紀
要
』
平
成
二
十
三
年
三
月
）。

注
3　

引
用
は
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集　

第
十
二
巻　

本
文
篇
』（
平
成
七
年

十
一
月　

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

注
4　
『
東
ア
ジ
ア
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
研
究
』（
平
成
二
十
三
年
三
月
）。

注
5　
「
読
む
と
い
う
行
為
成
立
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
―
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」

に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
・
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
検
討
」（『
語
文
と
教
育
』
昭
和

六
十
三
年
八
月
）。

注
6　
『
賢
治
童
話
を
読
む
』（
平
成
二
十
年
十
二
月　

港
の
人
）
の
「
注
文
の
多

い
料
理
店
」
よ
り
。

注
7　

平
成
八
年
九
月
、
国
書
刊
行
会
。

注
8　

同
注
5
。

注
9　
「「
読
み
研
」
方
式
で
読
み
と
く
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」」（『
研
究
紀
要　

Ⅸ
』
平
成
十
九
年
八
月
）。

注
10　

紳
士
二
人
が
読
む
扉
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
大
正
当
時
の
様
々
な
商
品
に

関
す
る
広
告
文
と
結
び
付
け
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
読
者
の
欲
望

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
広
告
の
戦
略
性
と
絡
め
て
の
解
釈
で
あ
る
。
広

告
の
戦
略
性
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
、
本
稿

の
最
初
に
引
用
し
た
「
広
告
文
」
の
戦
略
性
に
つ
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、「
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
と
い
っ

た
内
容
を
素
朴
に
信
じ
、
本
作
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
広
告

文
で
の
怒
れ
る
村
人
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
い
う
戦
略
性
に
目
を
向
け

る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
れ
ば
、
村
人
た
ち
は

実
際
に
怒
る
こ
と
が
で
き
る
。
美
し
い
風
景
で
見
る
人
の
心
を
和
ま
せ
る
、

近
代
以
降
の
田
舎
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
描
写
・
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
流
れ
に
お

い
て
、
本
作
の
個
性
を
探
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
侵
入
者
に
牙
を
む
く
田
舎

の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
点
で
は
、
柳
田
国
男
の
民
俗
学
な
ど
も
視
野
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
で
は
そ
の
狙
い
か
ら
指

摘
だ
け
に
と
ど
め
る
。

注
11　
「
宮
沢
賢
治
『
林
の
底
』
―
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
戦
略

へ
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
六
年
四
月
）。

 

（
こ
う
ち　

し
げ
お
・
北
九
州
市
立
大
学
文
学
部
准
教
授
）


