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太
宰
治
「
瘤
取
り
」
を
読
む

―

―

「
物
語
」
及
び
物
語
る
「
私
」

周

琪

ZH
O
U

Q
i

「
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
を
、
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
愛
し
得
る
人
は
、
幸
ひ
で

０あ
る

」
こ
れ
は
、
昭
和
十
五
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
太
宰
治
の
『
春
の
盗

。

賊
』
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
一
冊
の
書
物
を
前
に
広
げ
て

「
読

、

者
」
と
し
て
の
人
物
が
そ
れ
を
ど
う
読
む
か
は

「
作
者
」
の
権
限
範
囲
以

、

外
の
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
。
あ
る
い
は
「
作
者
」
は
、
そ
れ
を
し
か
じ
か

。

、

想
像
す
る
こ
と
が
出
来
て
も
沈
黙
を
守
る
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る

し
か
し

「
太
宰
治
」
と
い
う
作
家
が
、
い
つ
も
自
分
の
「
物
語
」
の
な
か
に
顔
を
出

し
て

「
読
者
」
の
視
線
を
導
こ
う
と
す
る

「
物
語

「
物
語
」
を
語
る
人

、

。

」
、

物

「
読
者
」
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
人
物
の
声
、
各
種
の
言
説
が
つ
ね
に
一

、
編
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
混
在
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ど
う
読
む
べ
き
な
の
か
。

「
瘤
取
り
」
は
『
お
伽
草
紙

（

）
の
第
一
編
で
あ

０
・
１

』

昭
和
二
〇
・
一
〇

る
。
そ
の
前
に
短
い
「
前
書
き
」
が
つ
い
て
い
る
。
子
供
に
絵
本
を
読
ん
で

、「

」

「

」

。

聞
か
せ
な
が
ら

父

の
胸
中
に

別
個
の
物
語

が
つ
む
ぎ
出
さ
れ
る

そ
こ
か
ら

「
瘤
取
り
」
の
話
が
始
ま
る
。
と
同
時
に

「
父
」
は
「
私
」
に

、

、

変
容
す
る

「
別
個
の
物
語

、
そ
れ
を
語
っ
た
「
私

「
私
」
を
書
い
た
の

。

」

」
、

。「

」

。

は
だ
れ
か

瘤
取
り

は
わ
れ
わ
れ
に
何
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

１

ま
ず
は
「
物
語
」
を
読
む

１
・
０

話
の
重
心
の
転
移
―
―
原
型
か
ら
の
脱
出

「
瘤
取
り
」
の
そ
も
そ
も
の
内
容
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
が
「
コ
ブ
ト
リ

セ
ツ
ワ
（
瘤
取
説
話

」

と
い
う
短
い
文
章
の
中
で
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

）
1

「
今
日
行
は
れ
て
ゐ
る
瘤
取
童
話
の
、
正
直
な
爺
さ
ん
が
、
夜
山
中
で
鬼
共

に
遇
つ
て
頬
の
瘤
を
取
ら
れ
、
隣
り
の
悪
い
爺
さ
ん
が
そ
れ
を
真
似
て
失
敗

し
た
話
は
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
「
鬼
に
瘤
を
取
ら
る
る
話
」
が
標
準
童
話

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
て
、
こ
の
説
話
が
数
百
年
間
何
等
の
進
化
を
見
ず
し

て
傳
は
つ
て
ゐ
た
か
の
如
き
推
定
が
さ
れ
て
ゐ
る

。
続
い
て
、
青
森
県
津

」

軽
地
方
で
採
集
し
た
説
話
を
紹
介
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
話
の
元
の
形
に
近
い

も
の
で
あ
る
と
い
い

「
少
な
く
と
も
東
北
地
方
で
は
、
こ
の
話
の
興
味
の

、

中
心
は
踊
で
あ
り
、
ま
た
歌
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
特
色
に
し
て
次
々
に
語
り

伝
へ
て
ゐ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
」
と
、
柳
田
は
指
摘
す
る
。

所
謂
「
瘤
取
り
」
の
原
型
と
さ
れ
る
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
話
に
は
、
主

に

「
芸
」
の
問
題
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
長
谷
川
泉

、
は

「

瘤
取
り
」
で
は
、
慾
が
深
い
か
、
慾
が
深
く
な
い
か
と
い
う
設
定
で

、
「

は
な
く
、
同
一
条
件
下
に
お
い
て
歌
が
巧
い
か
下
手
か
と
い
う
技
能
に
よ
っ

て
、
結
果
の
幸
不
幸
が
招
来
さ
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
」

と
柳
田
と
同

2

。

、

「

」

、

じ
こ
と
を
指
摘
し
た

つ
ま
り

説
話
で
あ
っ
た
と
き
の

瘤
取
り

に
は

「
善

「
悪
」
の
要
素
は
ま
だ
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な

」

っ
た
の
は
、
だ
い
ぶ
あ
と
の
こ
と
だ
と
推
測
さ
れ
う
る
。
例
え
ば
、
早
期
の

昔
話
叢
書
に
見
ら
れ
る
「
瘤
取
り
」
の
話
は
、
ほ
ぼ
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の

博
文
館
、
明
治

脈
絡
を
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
巌
谷
小
波
の
『
日
本
昔
噺

（
』

二
七
～
二
九

大

）

、

（

も
森
林
太
郎

鈴
木
三
重
吉
ら
が
編
纂
し
た
標
準
於
伽
文
庫

）
も
、
踊
り
の
巧
さ
と
拙
さ
だ
け
が
話
題
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ

正
九
～
一
〇

赤
い
鳥
』
十
巻

し
、
同
じ
大
正
期
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
北
原
白
秋
の
童
謡
（
『



）
を
見
る
と

「
に
こ
に
こ
爺
さ
ん

「
意
地
わ
る
爺
さ

三
号
、
大
正
一
二
・
三

、

」

ん
」
の
よ
う
に
、
両
者
の
性
格
が
「
善
悪
」
の
基
準
の
も
と
で
区
別
さ
れ
る

文
芸

表
現
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
昭
和
三
年
版
の
菊
池
寛
著
『
日
本
童
話
集

（
』

）
を
見
る
と

「
オ
ト
ナ
リ
ノ
ヨ
ク
ナ
イ
オ
ヂ
イ
サ
ン
」
と
い
っ
た
記

春
秋
社

、

述
が
見
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
時
の
経
過
に
従
っ
て

「
瘤
取
り
」
と
い
う
話

、

に

「
技
能
」
の
問
題
以
外
に

「
善
悪
」
の
設
定
も
加
え
ら
れ
、
教
訓
的
な

、

、

要
素
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
太
宰
の
「
瘤
取
り
」
と
原
話
と
の
明
ら
か
な
違
い
と
い
え
ば
、
ま

ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
爺
さ
ん
に
、
性
格
の
鮮
明
な
家
族
が

。

、

、

、

配
さ
れ
る
設
定
で
あ
る

説
話
に
し
て
も

昔
話
に
し
て
も

話
の
原
形
に

瘤
が
取
ら
れ
た
か
付
け
ら
れ
た
か
と
い
う
結
果
が
こ
の
話
の
劇
的
な
部
分
で

あ
り
、
そ
の
結
果
は

「
人
」
と
「
鬼

（

）
と
の

、

」

あ
る
い
は
天
狗
な
ど
の
異
類

接
触
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
間
同
士
の
や
り

、

、

と
り
を
め
ぐ
る
要
素
は

原
話
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
こ
と
が

容
易
に
確
認
で
き
る
。

と
こ
ろ
が

「
私
」
の
「
瘤
取
り
」
に
は
、
原
話
の
筋
を
決
め
る
劇
的
な

、

設
定

「
人
」
と
「
鬼
」
の
交
渉
と
「
瘤
」
の
成
行
き

が
、
二
次
的

―

―

な
要
素
に
降
格
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
、
人
間
同
士
に
お
け
る
心
理
的
葛
藤

が
優
位
に
な
っ
て
い
る
。
二
人
の
お
爺
さ
ん
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
家
族
が
配
さ

れ
る
設
定
は
、
話
の
中
心
を
い
わ
ゆ
る
人
間
関
係
に
移
す
こ
と
を
目
指
す
語

り
手
の
意
図
が
表
れ
て
い
る
。

例
え
ば
お
爺
さ
ん
が
薪
を
拾
い
に
山
に
の
ぼ
っ
た
後
の
場
面
で
あ
る
が
、

直
接
話
法
の
形
で
、
お
爺
さ
ん
の
言
葉
が
再
現
さ
れ
て
い
る

「
な
あ
に
、

。

こ
は
い
事
な
ん
か
無
い
さ
。
遠
慮
に
は
及
び
ま
せ
ぬ
て
。
人
間
す
べ
か
ら
く

酔
ふ
べ
し
ぢ
や
。
ま
じ
め
に
も
、
程
度
が
あ
り
ま
す
よ
。
阿
波
聖
人
と
は
恐

れ
入
る
。
お
見
そ
れ
申
し
ま
し
た
よ
。
偉
い
ん
だ
つ
て
ね
え

」
と
。
続
い

。

て
、
雨
宿
り
に
林
の
奥
に
潜
り
込
ん
だ
お
爺
さ
ん
が
、
動
物
た
ち
を
誘
い
か

け
る
言
葉
と
し
て

「
こ
の
座
敷
に
は
偉
い
お
婆
さ
ん
も
聖
人
も
ゐ
ま
せ
ん

、

、

、

、

。
」

、

。

か
ら

ど
う
か

遠
慮
な
く

ど
う
ぞ

と

ま
た
家
族
の
こ
と
を
語
る

さ
ら
に
は
、
眠
り
か
ら
「
ふ
と
眼
を
さ
ま
し
」
た
お
爺
さ
ん
の
最
初
の
反
応

は

「
こ
れ
は
、
い
け
な
い

「
す
ぐ
目
の
前
に
浮
ぶ
の
は
、
あ
の
ま
じ
め

、

。
」
、

な
お
婆
さ
ん
の
顔
と
、
お
ご
そ
か
な
聖
人
の
顔
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
言
葉
の
意
味
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
お
爺
さ
ん
は
家
族
へ
の

文
句
ば
か
り
語
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
逆
に
、
お
爺
さ
ん
が
つ
ね

に
家
族
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

１
・
１

家
族
と
鬼
に
対
す
る
異
な
る
反
応
―
「
漢
詩
」
と
「
阿
波
踊
り
」

お
爺
さ
ん
の
家
族
に
対
し
て
は

「
冷
た
い
合
理
主
義
者

（

）

、

」

長
谷
川
泉

や

世
間
に
あ
る
普
通
の
大
人
の
顔

や

自
分
に
と
っ
て

許

「

」（

）

、

「

磯
貝
英
夫

さ
ざ
る
存
在

（

）
な
ど
の
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
が

、
こ
の
よ

」

大
久
保
典
夫

3

う
な
一
定
の
読
み
方
の
起
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ

る
。
そ
れ
を
ま
た
語
り
手
が
テ
ク
ス
ト
に
介
入
す
る
効
果
を
検
討
す
る
際
に

考
察
す
る
が
、
お
爺
さ
ん
の
立
場
に
身
を
置
け
ば

「
瘤
取
り
」
の
中
心
的

、

な
問
題
と
さ
れ
る
登
場
人
物
た
ち
の
関
係
が
、
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て

い
る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
主
役
た
る
人
物
と
配
役
の
立
場
に
置
か
れ
た
人

物
た
ち
が
、
お
互
い
に
対
し
て
抱
く
心
情
を
、
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

お
爺
さ
ん
の
家
族
を
紹
介
し
た
あ
と
、
語
り
手
が
描
く
お
爺
さ
ん
と
家
族

が
「
会
話
」
を
交
わ
す
最
初
の
場
面
に
、
お
爺
さ
ん
の
発
話
と
し
て
「
春
宵

一
刻
、
価
千
金
、
か

」
と
、
一
句
の
漢
詩
が
詠
ま
れ
る
。
こ
の
句
は
、
北

。



宋
の
詩
人
蘇
軾
の
「
春
夜
」
の
起
句
で
あ
る
が
、
全
文
は

「
春
宵
一
刻
直

、

千
金
。
花
有

清
香

月
有

陰
。
歌
管
楼
台
声
細
細
。
鞦
韆
院
落
夜
沈
沈

」

二

一

レ

。

と
な
る
。

4

お
爺
さ
ん
が
こ
の
漢
詩
を
詠
み
だ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
長
谷
川
が
前
掲

論
の
中
で

「
春
に
感
応
す
る
瘤
爺
さ
ん
は
、
蘇
軾
の
「
春
夜
」
の
詩
が
、

、

二
度
も
口
唇
に
浮
か
び
出
て
く
る
よ
う
に
、
一
応
は
学
殖
も
あ
る
。
四
季
の

変
転
に
対
応
す
る
詩
情
を
解
す
る
有
情
の
士
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
妻

と
子
供
と
は
、
全
く
詩
情
を
解
し
な
い
俗
人
で
あ
る

」
と
論
じ
て
い
る
。

。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
お
爺
さ
ん
が
漢
詩
を

詠
み
だ
し
た
の
は
、
家
族
を
相
手
に
す
る
と
き
の
こ
と
で
あ
り
、
月
下
の
鬼

の
宴
に
お
い
て
は
、
お
爺
さ
ん
が
「
自
慢
の
阿
波
踊
り
」
を
演
じ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。

『

』（

）

、「

」

日
本
民
謡
集

に
よ
れ
ば

阿
波
盆
踊

岩
波
書
店

昭
和
三
五
・
九

、

は

「
徳
島
市
で
毎
年
陰
暦
七
月
十
四
日
か
ら
三
日
間
、
男
女
思
い
思
い
の

、
扮
装
で
隊
伍
を
組
ん
で
市
中
を
踊
り
歩
く
盆
踊
の
唄
」
で
あ
り

「
急
調
で

、

陽
気
な
三
味
線
に
太
鼓
・
笛
・
鉦
等
の
伴
奏
、
殊
に
唄
の
前
後
の
囃
子
詞
に

特
色
が
あ
る
。
起
原
は
天
正
年
間
、
蜂
須
賀
家
政
が
阿
波
の
国
守
と
し
て
入

城
し
た
時
、
そ
の
入
部
の
祝
賀
に
領
民
が
踊
っ
た
も
の
」
と
い
う
。
唄
の
囃

子
と
し
て

「
笹
山
通
れ
ば
笹
ば
か
り
、
大
谷
（
お
お
た
に
）
通
れ
ば
石
ば

、

か
り
（
猪
〈
い
の
し
し
〉
豆
食
〈
く
〉
う
て
ホ
ー
イ

ホ
イ
ホ
イ

」
が
あ

）

げ
ら
れ

「
猪
豆
食
う
て
云
々
は
田
畑
を
荒
ら
す
猪
を
追
い
払
う
意
で
、
行

、

進
式
舞
踊
の
阿
波
踊
は
、
も
と
猪
追
い
踊
の
形
式
を
摸
し
た
も
の
と
い
う
」

が

「
そ
の
熱
狂
ぶ
り
か
ら
気
狂
（
き
ち
が
い
）
踊
と
も
」
い
う
そ
う
で
あ

、
る
。お

爺
さ
ん
が
歌
っ
た
内
容
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
囃
子
に
一
致
す
る
の

で
あ
る
が
、
阿
波
踊
り
の
「
熱
烈
ぶ
り
」
が

「
た
だ
意
味
も
無
く
奇
声
を

、

発
し
、
膝
を
た
た
い
て
大
笑
ひ
、
ま
た
は
立
ち
上
が
つ
て
矢
鱈
に
は
ね
ま
は

り
、
ま
た
は
巨
大
の
か
ら
だ
を
丸
く
し
て
円
陣
の
端
か
ら
端
ま
で
、
ご
ろ
ご

ろ
と
こ
ろ
が
つ
て
行
」
っ
た
り
す
る
「
鬼
」
ど
も
の
宴
会
の
雰
囲
気
に
ぴ
っ

。

、

、

「

」

た
り
と
合
っ
て
い
る

お
爺
さ
ん
が

月
下
の
宴
で
は

す
ぐ

阿
波
踊
り

を
踊
り
だ
し
た
の
は
、
語
り
手
が
、
お
爺
さ
ん
の
中
に
「
親
和
の
情
」
が
起

こ
さ
れ
た
と
解
し
た
か
ら
で
、
換
言
す
れ
ば
、
お
爺
さ
ん
が
、
月
下
の
宴
の

熱
烈
な
雰
囲
気
に
の
み
込
ま
れ
、
自
然
に
踊
り
だ
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

話
を
漢
詩
の
こ
と
に
戻
せ
ば
、
家
族
を
相
手
に
し
て
、
お
爺
さ
ん
が
思
わ

ず
漢
詩
を
詠
み
出
し
た
の
は
、
相
手
を
「
詩
情
を
解
す
る
有
情
の
士
」
と
し

。

、

「

」

、

て
意
識
し
た
か
ら
だ
ろ
う

い
わ
ば

相
手
が

立
派

な
人
で
あ
る
の
で

自
分
を
立
派
に
見
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
対
等
の
地
位
を
求
め
る

考
え
方
か
ら
、
お
爺
さ
ん
が
漢
詩
を
詠
む
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
家
族
に
対
す
る
お
爺
さ
ん
の
態
度
に
は
、
揶
揄
や

拒
否
ど
こ
ろ
か
、
寄
り
添
い
た
い
感
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
従
っ
て
、
山
か
ら
帰
っ
て
き
た
お
爺
さ
ん
は

「
昨
夜
の
不
思
議
な
出

、

来
事
」
を
、
ま
ず
お
婆
さ
ん
に
「
知
ら
せ
て
や
り
た
く
て
仕
様
が
無
い
」
の

で
あ
る
。

他
方
、
お
爺
さ
ん
の
家
庭
に
お
い
て
、
両
側
の
気
持
ち
が
通
じ
な
い
こ
と

は
お
爺
さ
ん
一
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
家
族
の
側
も
同
じ
く
悩
ま
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
お
爺
さ
ん
が
山
か
ら
帰
っ
て
き
た
場

面
で
あ
る
が
、
お
婆
さ
ん
は
お
爺
さ
ん
の
朝
食
の
給
仕
を
し
な
が
ら

「
瘤

、

、

。
」「

、

。
」「

、

が

し
な
び
た
や
う
で
す
ね

破
れ
て

水
が
出
た
の
で
せ
う

ま
た

水
が
た
ま
つ
て
腫
れ
る
で
せ
う
ね

」
と
話
し
か
け
続
け
る
。
も
し
お
婆
さ

。

ん
が
瘤
の
こ
と
に
つ
い
て
、
全
く
関
心
を
持
た
な
い
と
す
れ
ば
、
質
問
を
連



発
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
婆
さ
ん
の
態
度
が
落
ち
つ
き
す

ぎ
て
い
た
せ
い
か
、
お
爺
さ
ん
が
感
じ
と
っ
た
の
は
お
婆
さ
ん
の
「
厳
然
た

る
態
度
」
と
「
事
も
無
げ
」
な
そ
ぶ
り
だ
け
で
あ
る
。
瘤
の
成
り
行
き
を
知

、

「

。
」「

。
」「

。
」

り
た
い
お
婆
さ
ん
は

お
爺
さ
ん
か
ら

う
む

う
む

さ
う
だ
ろ
う

と
い
う
よ
う
な
曖
昧
な
答
え
し
か
返
さ
れ
ず
、
お
そ
ら
く
淋
し
さ
を
感
じ
る

だ
ろ
う
。
だ
が
、
家
族
側
の
気
持
ち
は
、
主
役
に
し
か
目
を
向
け
な
い
語
り

手
の
視
野
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
瘤
取
り
」
の
語
り
手
が
、

、

感
情
的
に
物
語
世
界
の
人
物
た
ち
に
、
近
付
い
た
り
、
遠
ざ
か
っ
た
り
し
て

い
る
姿
勢
と
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

１
・
２

瘤
の
機
能
の
異
化

原
話
の
劇
的
な
要
素
を
構
成
す
る
「
人
」
と
「
鬼
」
の
間
に
起
こ
る
出
来

事
の
部
分
が

「
瘤
取
り
」
に
お
い
て
は
、
人
間
同
士
の
関
係
に
重
心
が
移

、

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
以
上
に
考
察
し
た
通
り
だ
が
、
残
る
問
題
は
、
原
話

に
於
け
る
大
事
な
役
目
を
背
負
う
瘤
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て

き
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
瘤
取
り
」
の
原
形
で
は
、
二
人
と
も
お
爺
さ
ん
は
「
瘤
」
を
邪
魔
物
だ

と
思
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば

『
宇
治
拾
遺
物
語
』

で
は
「
右
の

、

5

顔
に
大
な
る
癭
あ
る
翁
」
が
「
人
に
ま
じ
る
に
及
ば
ね
ば
、
薪
を
と
り
て
世

を
す
ぐ
る
」
た
め
、
山
に
行
く
の
で
あ
る

「
瘤
」
が
ど
れ
ほ
ど
嫌
が
ら
れ

。

た
か
が
、
ひ
と
ま
ず
う
か
が
え
る

『
定
本
柳
田
国
男
集
』
に
収
録
さ
れ
た

。

「
瘤
二
つ
」

の
話
に
「
目
の
上
に
大
き
な
瘤
の
あ
る
坊
さ
ん
」
と
「
そ
の

6

近
所
に
又
一
人
、
同
じ
と
こ
ろ
に
瘤
が
あ
つ
て
困
つ
て
ゐ
る
坊
さ
ん
」
が
登

、

「

、

場
人
物
と
な
り

一
番
目
の
坊
さ
ん
が

う
る
さ
い
と
思
ふ
瘤
を
取
ら
れ
て

大
喜
び
で
故
郷
に
帰
つ
て
来
」
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

い
わ
ば

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
記
さ
れ
た
説
話
か
ら
昔
話
や
童
話
な
ど

、

と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
「
瘤
取
り
」
の
話
に
い
た
る
ま
で

「
瘤
」
が
邪
魔

、

物
で
あ
る
と
い
う
設
定
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
、
確
認
で
き
る
。

さ
て

「
私
」
の
物
語
で
は
、
瘤
を
「
自
分
の
可
愛
い
孫
の
や
う
に
」
可

、

愛
が
る
一
番
目
の
爺
さ
ん
の
態
度
は
明
ら
か
に
原
話
と
違
っ
て
い
る
。
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
お
爺
さ
ん
が
家
庭
に
お
い
て
い
つ
も
「
浮
か
ぬ
気
持

ち
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
自
分
と
家
族
の
気
持
ち
が
通
じ
な
い
こ
と
に
苦

し
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
爺
さ
ん
は
家
族
に
寄
り
添
い
た
い
願
望

を
抱
え
て
い
る
一
方
、
現
実
に
於
い
て
両
方
の
関
係
が
な
か
な
か
う
ま
く
行

か
な
い
状
況
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
瘤
は
、
お
爺
さ
ん
に
と
っ
て
は
意
識
の

深
層
に
潜
ん
で
い
る
欲
望
が
外
在
化
し
た
シ
ン
ボ
ル
だ
と
言
え
る
。
瘤
が
出

来
た
と
き
の
描
写
を
見
る
と

「
右
の
頬
が
へ
ん
に
暖
く
な
つ
て
、
む
づ
か

、

ゆ
く
、
そ
の
う
ち
に
頬
が
少
し
づ
つ
ふ
く
ら
み
、
撫
で
さ
す
つ
て
ゐ
る
と
、

い
よ
い
よ
大
き
く
な
つ
て
」
き
た
の
で
あ
る
。
ま
る
で
命
の
あ
る
も
の
の
よ

う
に
、
瘤
は
お
爺
さ
ん
の
内
部
か
ら
外
に
生
ま
れ
で
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
お
爺
さ
ん
の
こ
の
よ
う
な
秘
か
な
欲
望
の
外
在
化
に
、
お
婆
さ
ん
と
息

子
は
積
極
的
な
反
応
を
示
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
家
族
が
あ
ま
り
関
心
を
示

さ
な
い
こ
と
が
原
因
で
、
瘤
を
大
事
に
し
始
め
る
こ
と
は
酒
飲
み
爺
さ
ん
の

反
発
の
気
持
ち
を
表
す
一
方
、
家
族
の
「
関
心
」
を
引
き
起
こ
し
た
い
と
い

う
願
望
を
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
二
番
目
の
お
爺
さ
ん
の
場
合
に
な
る
と
、
事
情
が
違
っ
て
く

る

「
こ
の
お
爺
さ
ん
こ
そ
、
そ
の
左
の
頬
の
瘤
を
、
本
当
に
、
ジ
ヤ
マ
ツ

。
ケ
な
も
の
と
し
て
憎
み
、
と
か
く
こ
の
瘤
が
私
の
出
世
の
さ
ま
た
げ
、
こ
の

瘤
の
た
め
、
私
は
ど
ん
な
に
人
か
ら
あ
な
ど
ら
れ
嘲
笑
せ
ら
れ
来
た
事
か
、

と
日
に
幾
度
か
鏡
を
覗
い
て
溜
息
を
吐
」
く
の
で
あ
る
。



こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
酒
飲
み
爺
さ
ん
が
瘤
を
撫
で
る
の
に

対
し
て
、
近
所
の
お
爺
さ
ん
は
鏡
で
瘤
を
見
る
。
渥
美
孝
子
の
指
摘
に
よ
る

と

「
酒
飲
み
の
お
爺
さ
ん
に
と
っ
て
、
瘤
が
〈
私
〉
の
他
者
へ
の
浸
透
、

、
同
化
の
欲
望
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
立
派
な
お
爺
さ
ん
に
と
っ
て

、
、

の
そ
れ
は
、
自
己
の
世
俗
的
妥
当
性
を
脅
か
す
内
な
る
他
者
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う

「
瘤
を
撫
で
」
る
行
為
と
は
、
撫
で
る
手
と
撫
で
ら
れ
る

。（
中
略
）

。

、

瘤
と
の
間
に
曖
昧
に
ひ
ろ
が
る
相
互
浸
透
感
覚
を
持
つ
こ
と
で
あ
る

だ
が

視
覚
の
場
合
、
見
て
い
る
の
は
確
か
に
自
分
の
身
体
で
あ
る
が
、
見
ら
れ
て

い
る
瘤
は
〈
私
〉
の
身
体
で
は
な
く
、
対
象
化
さ
れ
客
体
化
さ
れ
た
も
の
と

な
る
」

（

。
渥
美
は
身
体
行
為
の
差
異
か
ら
二
人
の
お
爺
さ
ん

傍
点
は
渥
美
）

7

と
瘤
の
相
互
関
係
を
解
釈
し
て
お
り
、
た
い
へ
ん
示
唆
に
富
ん
だ
読
み
方
だ

と
思
わ
れ
る
。
酒
飲
み
爺
さ
ん
に
と
っ
て
、
瘤
は
邪
魔
物
ど
こ
ろ
か

「
自

、

分
の
孤
独
を
慰
め
て
く
れ
る
唯
一
の
相
手
」
で
さ
え
あ
り
、
自
分
の
欲
望
と

同
質
の
も
の
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
近
所
の
お
爺
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
瘤

は
た
だ
の
邪
魔
物
で
あ
り
、
全
く
自
分
と
異
質
の
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
て

み
る
と
、
瘤
に
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
賦
与
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
。

２

感
情
的
に
介
入
す
る
語
り
手

２
・
０

共
感
的
な
叙
法

、「

」

、

こ
こ
ま
で

瘤
取
り

の
物
語
が
ど
の
よ
う
な
形
に
翻
案
さ
れ
た
か
を

一
応
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
が

「
瘤
取
り
」
の
物
語
内
容
を
検
討
す
る

、

に
あ
た
っ
て
、
語
り
手
と
し
て
の
「
私
」
の
姿
勢
と
「
私
」
に
呼
び
か
け
ら

「

」

。

れ
て
い
る

仮
構
の
読
者

の
立
場
を
一
度
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

、「

」

、

「

」

、「

」
、

と
い
う
の
は

瘤
取
り

も

あ
と
の

浦
島
さ
ん

や

カ
チ
カ
チ
山

「
舌
切
雀
」
も
「
私
」
に
語
ら
れ
た
物
語
と
し
て
、
不
可
避
的
に
「
私
」
の

視
点
に
左
右
さ
れ
う
る
の
で
、
物
語
世
界
外
に
位
置
す
る
読
者
が

「
私
」

、

の
語
っ
た
物
語
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
「
私
」
を
信
用
す

べ
き
か
ど
う
か
を

「
私
」
の
立
場
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
は
決
め
ら
れ
な
い

、

か
ら
で
あ
る
。

さ
て

「
瘤
取
り
」
の
冒
頭
部
で
あ
る
が
、
絵
本
の
内
容
と
お
ぼ
し
き
三

、

行
の
ゴ
シ
ッ
ク
字
体
が
配
さ
れ
た
あ
と

「
こ
の
お
爺
さ
ん
は
、
四
国
の
阿

、

波
、
剣
山
の
ふ
も
と
に
住
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
や
う
な
気
が
す
る

だ
け
の
事
で
、
別
に
典
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

」
と
語
り
だ
さ
れ
る
。

。

「
瘤
取
り
」
の
幕
開
け
か
ら
、
語
り
手
は
媒
介
者
と
し
て
顔
を
出
し
、
ス

ト
ー
リ
ー
の
理
解
に
必
要
な
予
備
知
識
を
読
者
に
伝
え
は
じ
め
る
。
こ
の
よ

う
な
伝
達
様
式
は
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
物
語
手
法
で
あ
り
、
そ
の
効
果
と
し

て
、
ま
ず
読
者
に
、
物
語
の
報
告
者
で
あ
る
「
語
り
手
」
が
提
供
す
る
情
報

に
対
す
る
確
信
を
生
じ
さ
せ
、
語
り
手
に
対
す
る
信
頼
感
を
引
き
起
こ
す
と

こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

。
8

だ
が
、
つ
づ
い
て

「
瘤
取
り
」
の
語
り
手
は
、
読
者
の
中
に
引
き
起
こ

、

、

。

し
た
こ
の
感
情
を

す
ぐ
に
反
対
の
方
向
に
向
け
る
よ
う
に
仕
向
け
始
め
る

「
と
い
ふ
や
う
な
気
が
す
る
だ
け
の
事
で
、
別
に
典
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い

」
と
い
う
危
う
い
態
度
に
変
っ
た
語
り
手
が
、
全
知
の
視
点
を
放
棄
し

。
て
、
物
語
を
保
証
す
る
役
目
か
ら
身
を
引
い
て
い
く

「
瘤
取
り
」
の
舞
台

。

は
「
阿
波
」
で
あ
る
と
い
う
説
は

「
瘤
取
り
」
の
原
型
に
は
見
ら
れ
な
い

、

の
で
、
こ
の
語
り
手
の
想
像
と
見
る
に
ほ
か
な
い
が

、
自
分
の
説
を
保
証

9

で
き
な
い
と
明
示
す
る
語
り
手
の
態
度
は
、
何
を
意
味
し
う
る
か
、
読
者
は

思
わ
ず
そ
の
言
動
に
注
意
を
向
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
報
告
的
な
口
調
を
持
ち
つ
づ
け
な
が
ら
、
語
り
手
は
、
読
者



に
一
番
目
の
お
爺
さ
ん
の
こ
と
を
紹
介
し
始
め
る

「
こ
の
お
爺
さ
ん
は
、

。

お
酒
を
、
と
て
も
好
き
な
の
で
あ
る
。
酒
飲
み
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
家
庭

、

。

、

に
於
い
て

た
い
て
い
孤
独
な
も
の
で
あ
る

孤
独
だ
か
ら
酒
を
飲
む
の
か

酒
を
飲
む
か
ら
家
の
者
た
ち
に
き
ら
は
れ
て
自
然
に
孤
独
の
形
に
な
る
の

か
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
両
の
掌
を
ぽ
ん
と
撃
ち
合
せ
て
い
づ
れ
の
掌
が
鳴

つ
た
か
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
や
う
な
、
キ
ザ
な
穿
鑿
に
終
る
だ
け
の
事
で

あ
ら
う
。
と
に
か
く
、
こ
の
お
爺
さ
ん
は
、
家
庭
に
在
つ
て
は
、
つ
ね
に
浮

か
ぬ
顔
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

（

）

。
」

波
線
は
周
、
以
下
同
じ

こ
こ
で
注
意
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
読
者
が
、
お
爺
さ
ん
に
関

し
て
受
け
た
最
初
の
情
報
は
、
お
爺
さ
ん
の
「
孤
独
」
感
で
あ
る
が
、
波
線

、

「

」

「

」

、

部
が
示
す
よ
う
に

お
爺
さ
ん
の

孤
独

や

浮
か
ぬ

気
持
ち
な
ど
は

す
べ
て
語
り
手
の
一
方
的
な
判
断
で
あ
る

「
け
れ
ど
も
、
お
爺
さ
ん
は
、

。

何
だ
か
浮
か
ぬ
気
持
ち
で
あ
る
」
と
、
読
者
に
お
爺
さ
ん
が
「
孤
独
」
で
あ

る
印
象
を
植
え
付
け
て
か
ら
、
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
こ
の
印
象
を
更
に
深

め
さ
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
語
り
手
は
、
読
者
だ
け
で
は
な
く
、
作
中
人
物

ま
で
巻
き
込
ん
で
、
お
爺
さ
ん
の
「
孤
独
」
の
問
題
を
深
刻
化
す
る
。
以
下

の
一
節
は
、
語
り
手
の
伝
達
態
度
と

「
瘤
取
り
」
の
語
り
に
於
け
る
特
徴

、

を
よ
く
示
し
て
い
る
。

「
時
に
、
な
ん
だ
ね

」
と
お
爺
さ
ん
は
少
し
酔
つ
て
来
る
と
話
相
手

、

が
欲
し
く
な
り
、
つ
ま
ら
ぬ
事
を
言
ひ
出
す
。

「
い
よ
い
よ
、
春
に
な
つ
た
ね
。
燕
も
来
た

」
。

言
は
な
く
た
つ
て
い
い
事
で
あ
る
。

お
婆
さ
ん
も
息
子
も
、
黙
つ
て
ゐ
る
。

「
春
宵
一
刻
、
価
千
金
、
か

」
と
、
ま
た
、
言
は
な
く
て
も
い
い
事

。

を
呟
い
て
み
る
。

「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
ご
ざ
り
ま
し
た

」
と
阿
波
聖
人
は
、
ご
は
ん
を

。

す
ま
し
て
、
お
膳
に
向
ひ
う
や
う
や
し
く
一
礼
し
て
立
つ
。

「
そ
ろ
そ
ろ
、
私
も
ご
は
ん
に
し
よ
う

」
と
お
爺
さ
ん
は
、
悲
し
げ

。

に
盃
を
伏
せ
る
。

う
ち
で
お
酒
を
飲
む
と
、
た
い
て
い
そ
ん
な
工
合
ひ
で
あ
る
。

発
話
そ
の
も
の
を
再
現
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
文
の
後

ろ
に
、
語
り
手
の
短
い
解
釈
の
よ
う
な
文
が
挿
し
込
ま
れ
て
い
る
。
波
線
部

分

「
言
は
な
く
た
つ
て
い
い
事
」
の
よ
う
な
評
釈
は
、
語
り
手
ひ
と
り
の

、
判
断
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
語
り
手
が
こ
こ
で
、
お
爺
さ
ん
の
向
こ
う
側
に
い

る
家
族
た
ち
に
代
わ
っ
て
考
え
た
り
、
感
じ
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
、
読
者

に
は
聞
こ
え
る
。
い
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
評
釈
は
、
お
爺
さ
ん
だ
け
を
除
い
て

ほ
か
の
作
中
人
物
た
ち
の
意
識
の
集
合
的
な
声
と
化
し
、
更
に
、
こ
の
態
度

は
、
見
た
目
に
は
、
作
中
人
物
が
属
す
る
虚
構
世
界
の
外
に
位
置
す
る
語
り

手
ま
で
が
共
有
し
て
い
る
〈
事
実
〉
的
な
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
ま

、

、

、

た

こ
の
よ
う
な
評
釈
に
は

一
種
の
主
観
的
な
判
断
が
呈
さ
れ
て
い
る
が

こ
の
判
断
こ
そ
、
語
り
手
を
お
爺
さ
ん
の
家
族
た
ち
と
連
帯
さ
せ
て
い
る
と

こ
ろ
の
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
評
釈
は
、
語
り
手
が
お
爺
さ
ん
の
家

、

、

族
の
考
え
方
に
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で

読
者
の
な
か
に
は

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
思
わ
ず
拒
否
反
応
を
示
し
、
語
り
手
と
お
爺

さ
ん
の
家
族
に
共
感
す
る
こ
と
へ
の
反
発
心
が
生
れ
る
者
も
あ
ろ
う
。
そ
の

結
果
と
し
て
、
お
爺
さ
ん
の
「
孤
独
」
は
よ
り
強
調
さ
れ
、
読
者
は
感
情
的

に
お
爺
さ
ん
に
傾
き
始
め
る
。

森
厚
子
が

「
感
覚
主
体
と
し
て
の
「
私
」
の
判
断
を
述
べ
る
こ
と
の
で

、



き
る

「
語
り
手
」
の
発
話
は

「

語
り
の
場
」
に
お
い
て
、
話
材
の
共
有

」

、
「

を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
理
解
の
一
致
を
志
向
す
る
も
の
」
で
あ
る
と

し
て
、
さ
ら
に

「

語
り
手
」
は
そ
の
語
り
に
よ
っ
て
「
聞
き
手
」
に
物
語

、
「

世
界
を
提
示
し
共
有
す
る
。
同
時
に
、
語
る
「
私
」
の
主
観
と
し
て
提
起
さ

れ
る
判
断
は
、
そ
れ
を
「
私
」
と
「
聞
き
手
」
と
が
共
有
す
る
判
断
と
し
て

。
」

。

、「

」

成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
指
摘
し
た

そ
し
て

瘤
取
り

に
お
け
る
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は

「
物
語
世
界
で
の
お
爺
さ
ん
の
気
持
ち

、

は
徐
々
に
家
族
の
反
応
に
圧
倒
さ
れ
て
い
く
と
共
に

「
語
り
の
場
」
に
あ

、

る

語
り
手

の
判
断
に
も
の
み
こ
ま
れ
同
化
し
て
い
く
の
で

結
局

物

「

」

」
、

、「

語
世
界
で
孤
立
す
る
人
物
を
「
語
り
の
場
」
に
お
い
て
も
疎
外
し
よ
う
と
す

る
こ
と
で
そ
の
孤
立
が
強
化
さ
れ
て
い
る
」

の
で
あ
る
。

10

森
厚
子
の

「
語
り
手
」
と
「
読
み
手
」
に
共
有
さ
れ
た
「
語
り
の
場
」

、

か
ら
、
お
爺
さ
ん
が
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
孤
立
が
強
化
さ
れ

た
と
の
指
摘
は
納
得
で
き
る
も
の
だ
が
、
た
だ
し
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
一

歩
ま
え
に
推
し
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う

す
な
わ
ち

お
爺
さ
ん
は

疎

。

、

「

外
」
さ
れ
よ
う
と
す
る
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
「
孤
立
」
が
強
化

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
は
、
読
者
の
最
大
の
同
情
と
関
心
を
獲

得
し
、
語
り
手
の
共
感
を
得
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
お
爺
さ
ん
の
家
族
た
ち

は
、
か
え
っ
て
読
者
の
関
心
外
に
は
じ
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
お
爺
さ
ん
が
読
者
の
関
心
を
集
め
る
こ

と
か
ら
、
家
族
た
ち
の
気
持
ち
が
、
読
者
の
視
野
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
ま

で
、
す
べ
て
語
り
手
の
戦
略
で
あ
り

「
お
爺
さ
ん
は
、
悲
し
げ
に
盃
を
伏

、

せ
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
語
り
手
は
、
最
終
的
に
お
爺
さ
ん
の

気
持
ち
に
同
化
し
て
、
身
を
引
き
戻
す
。

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
が
す
べ
て
を
了
解
で
き
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、

主
役
以
外
の
人
間
の
気
持
ち
に
、
踏
み
込
ま
ず
外
的
視
点
で
し
か
観
察
せ
ず

に
表
現
す
る
態
度
が
、
物
語
内
容
を
引
き
受
け
る
読
者
の
、
あ
る
人
物
へ
の

親
近
感
、
嫌
悪
感
、
と
い
っ
た
、
物
語
内
容
を
審
査
す
る
「
客
観
的
な
目
」

の
喪
失
を
誘
引
す
る
要
因
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
お
爺
さ
ん
の
家
族
に
対
し

て
、
否
定
的
な
評
価
が
多
い
の
も
、
こ
の
語
り
の
手
法
と
関
わ
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
て
、
物
語
世
界
が
呈
し
た
相
貌
が
、
語
り
手
の
視
点
の

下
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
。
他
方
、
語
り
手
は
物
語
世
界
外
の

読
者
に
自
分
の
視
点
に
従
う
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
語
り
手

が
言
葉
を
投
げ
か
け
る
対
象
は
、
所
謂
テ
ク
ス
ト
に
内
包
さ
れ
た
「
仮
構
の

読
者
」
の
こ
と
で
あ
り
、
物
語
世
界
外
の
読
者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
採
る

か
は
、
語
り
手
の
関
心
の
圏
外
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
語
り

手
が
、
折
々
全
知
の
立
場
か
ら
身
を
引
い
て
、
テ
ク
ス
ト
に
「
空
所
」
を
設

け
、
読
者
に
解
釈
の
空
間
を
残
す
よ
う
に
、
物
語
を
仕
立
て
る
の
だ
と
思
わ

れ
る
。
語
り
手
の
こ
の
暗
示
的
な
姿
勢
を

「
瘤
取
り
」
の
結
び
の
場
面
を

、

通
し
て
、
よ
り
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
１
「
性
格
の
悲
喜
劇
」
か
―
語
り
手
が
提
示
し
た
読
み
方
に
つ
い
て

「
瘤
取
り
」
の
結
び
に
は
、
語
り
手
が
、
な
か
ば
伝
承
の
真
似
を
す
る
態

度
で
、
こ
の
話
に
「
性
格
の
悲
喜
劇
」
と
い
う
結
論
を
つ
け
た
。
こ
の
結
論

の
妥
当
性
を
確
定
す
る
に
は
、
そ
れ
を
導
き
だ
し
た
語
り
手
の
推
理
の
過
程

を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

。

、

実
に

気
の
毒
な
結
果
に
な
つ
た
も
の
だ

お
伽
噺
に
於
い
て
は

た
い
て
い
、
悪
い
事
を
し
た
人
が
悪
い
報
い
を
受
け
る
と
い
ふ
結
末



に
な
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
お
爺
さ
ん
は
別
に
悪
事
を
働
い

た
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
緊
張
の
あ
ま
り
、
踊
り
が
へ
ん
て
こ
な

形
に
な
つ
た
と
い
ふ
だ
け
の
事
で
は
な
い
か
。
そ
れ
か
と
言
つ
て
、

こ
の
お
爺
さ
ん
の
家
庭
に
も
、
こ
れ
と
い
ふ
悪
人
は
ゐ
な
か
つ
た
。

ま
た
、
あ
の
お
酒
飲
み
の
お
爺
さ
ん
も
、
ま
た
、
そ
の
家
族
も
、
ま

た
は
、
剣
山
に
住
む
鬼
ど
も
だ
つ
て
、
少
し
も
悪
い
事
は
し
て
ゐ
な

い
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
に
は
所
謂
「
不
正
」
の
事
件
は
、
一
つ
も

、

。

無
か
つ
た
の
に

そ
れ
で
も
不
幸
な
人
が
出
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る

そ
れ
ゆ
ゑ
、
こ
の
瘤
取
り
物
語
か
ら
、
日
常
論
理
の
教
訓
を
抽
出
し

よ
う
と
す
る
と
、
た
い
へ
ん
や
や
こ
し
い
事
に
な
つ
て
来
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
一
体
、
何
の
つ
も
り
で
お
前
は
こ
の
物
語
を
書
い
た

、

、

、

の
だ

と
短
気
な
読
者
が

も
し
私
に
詰
め
寄
つ
て
質
問
し
た
な
ら

私
は
そ
れ
に
対
し
て
か
う
で
も
答
へ
て
置
く
よ
り
他
は
な
か
ら
う
。

。

、

、

性
格
の
悲
喜
劇
と
い
ふ
も
の
で
す

人
間
生
活
の
底
に
は

い
つ
も

こ
の
問
題
が
流
れ
て
ゐ
ま
す
。

「
性
格
の
悲
喜
劇
」
と
結
論
づ
け
た
語
り
手
は
、
こ
の
話
に
は
、
悪
い
人
が

い
な
い
か
ら
、
勧
善
懲
悪
ふ
う
の
解
釈
が
す
で
に
失
効
し
て
い
る
が
、
ど
う

し
て
も
こ
の
話
の
意
図
を
探
り
た
い
人
は
、
こ
う
理
解
す
る
し
か
な
い
と
、

読
者
の
理
解
を
助
け
る
ふ
り
を
見
せ
て
い
る
。

昔
話
と
し
て
の

瘤
取
り

に
は

二
番
目
の
お
爺
さ
ん
に
た
い
て
い

よ

「

」

、

「

く
な
い
」
と
か
「
意
地
わ
る
」
の
要
素
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
悪
い
人
が

い
な
い
と
い
う
語
り
手
の
解
釈
は
、
自
分
の
物
語
っ
た
話
に
対
す
る
弁
明
と

し
て
聞
き
取
る
ほ
か
な
い
が
、
し
か
し
、
傍
線
を
つ
け
た
一
行
に
目
を
向
け

る
と
、
語
り
手
の
話
は
曖
昧
な
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

「
緊
張
の
あ
ま
り
、
踊
が
へ
ん
て
こ
な
形
に
な
っ
た
」
と
表
現
さ
れ
た
人
物

は
、
ど
う
し
て
も
「
私
」
の
物
語
に
出
て
き
た
二
番
目
の
お
爺
さ
ん
と
重
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
を
見
る
と
、
近
所
の
お
爺
さ
ん
は
「
出
陣
の
武
士
の
如
く
、
眼

光
炯
々
、
口
を
へ
の
字
形
に
ぎ
ゆ
つ
と
引
き
結
び

、
意
気
込
ん
で
鬼
に
踊

」

り
を
見
せ
に
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て

「
鉄
扇
は
ら
り
と
開
き
、
屹

、

、

」

「

」

つ
と
月
を
見
上
げ
て

大
樹
の
如
く
凝
然
と

し
た
姿
勢
で
謡
曲
の

通
盛

に
類
似
す
る
歌
詞
を
呻
き
出
す

こ
の
お
爺
さ
ん
の
姿
に
は

お
そ
ら
く

緊

。

、

「

張
」
を
感
じ
取
れ
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と

「
緊
張
の
あ
ま
り
、
踊
が
へ
ん
て
こ
な
形
に
な
っ
た
」
と

、

い
う
評
価
は
、
説
話
、
あ
る
い
は
昔
話
の
中
に
出
て
き
た
二
番
目
の
お
爺
さ

。

、

、

ん
の
こ
と
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い

し
か
し

こ
の
一
行
の
続
き
と
し
て

語
り
手
は
急
に
二
人
の
お
爺
さ
ん
の
家
族
や
「
剣
山
に
住
む
鬼
」
の
こ
と
を

言
い
出
す
。
つ
ま
り
、
改
作
さ
れ
た
「
瘤
取
り
」
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
し
て
も
、
昔
話

、

に
し
て
も
、
原
話
で
は
お
爺
さ
ん
た
ち
の
家
族
の
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
原
話
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
「
剣
山
」
の
よ
う
な

地
名
が
出
る
こ
と
も
な
い
こ
と
か
ら
分
か
る
。
か
く
し
て
、
語
り
手
の
こ
こ

で
の
議
論
の
対
象
と
な
る
の
は
、
一
体
昔
話
の
内
容
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
自
分
の
物
語
の
登
場
人
物
の
こ
と
で
あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
よ
う
に

な
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
性
格
の
悲
喜
劇
」
の
結
論
を
安
易

に
、
こ
こ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
物
語
内
容
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
見
る
の

は
、
根
拠
不
足
と
の
嫌
疑
を
招
く
。

と
こ
ろ
で
、
語
り
手
の
話
の
中
に
露
呈
し
た
こ
の
〈
破
綻
〉
は
、
い
っ
た

い
語
り
手
の
意
識
的
な
行
為
の
結
果
か
、
そ
れ
と
も
無
意
識
の
う
ち
に
犯
さ



、

。

、

〈

〉

れ
た
ミ
ス
か

判
断
し
に
く
い

積
極
的
な
見
方
に
従
っ
て

こ
の

破
綻

を
語
り
手
が
意
図
的
に
読
み
手
に
送
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
見
れ
ば

「
性

、

格
の
悲
喜
劇
」
と
い
う
結
論
の
敷
衍
的
な
性
格
が
、
当
然
浮
ん
で
く
る
だ
ろ

う
。
そ
う
考
え
る
と
、
語
り
手
が
、
こ
こ
で
読
者
に
示
唆
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
お
そ
ら
く
自
分
が
、
こ
の
よ
う
な
注
釈
を
つ
け
る
の
は
、
単
に
昔
話
の

伝
統
に
従
っ
て
、
伝
承
の
真
似
を
す
る
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
否

定
的
な
姿
勢
と
考
え
る
し
か
な
い
。
し
か
も
、
読
者
が
こ
こ
で
仮
に
「
性
格

の
悲
喜
劇
」
を
用
い
て
、
こ
の
物
語
の
内
容
を
解
釈
し
よ
う
と
考
え
て
も
、

違
和
感
を
持
つ
だ
ろ
う
。
た
と
え
近
所
の
お
爺
さ
ん
が
招
い
た
結
果
が
悲
劇

だ
と
し
て
も
、
酒
飲
み
爺
さ
ん
に
と
っ
て
、
瘤
の
喪
失
は
喜
劇
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

「
瘤
取
り
」
の
中
心
問
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
が

、

設
定
さ
れ
る
段
階
か
ら
す
で
に
人
間
同
士
の
葛
藤
に
移
さ
れ
た
点
を
考
慮
に

入
れ
る
と

「
性
格
の
悲
喜
劇
」
と
い
う
言
葉
で
、
酒
飲
み
爺
さ
ん
と
家
族

、

の
間
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
を
説
明
す
る
の
は
、

何
か
も
の
足
り
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し

「
性
格
の
悲
喜
劇
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
は
、
全
く
無
意
味
な
も

、

の
だ
と
は
言
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
結
論
の
提
示
は
、
読
者
の
視
線

を
「
善
悪
」
の
範
疇
で
物
語
人
物
を
判
断
す
る
枠
組
み
か
ら
別
の
問
題
に
転

、

。「

」

「

」

、

移
さ
せ
る
に
は

効
果
的
で
あ
る

枠
内
の
語
り
手

で
あ
る

私

が

自
分
の
物
語
に
縦
横
に
注
釈
を
つ
け
加
え
る
行
為
に
は

「
仮
構
の
読
者
」

、

の
読
み
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
戦
略
が
込
め
ら
れ
て

い
る
と
発
見
で
き
る
。

「
次
に
物
語
る
一
篇
も
、
こ
れ
は
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
で
あ
る
。
私
は
、
昨
夜

３泥
棒
に
見
舞
は
れ
た
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
は
嘘
で
あ
り
ま
す
。
全
部
、
嘘
で

あ
り
ま
す

」
こ
れ
も
、
冒
頭
部
に
引
用
さ
れ
た
『
春
の
盗
賊
』
の
一
節
で

。

あ
る
。
物
語
る
人
物
が
、
物
語
に
先
行
し
て
顔
を
出
す
。
そ
し
て
、
物
語
り

始
め
る
。
そ
し
て
、
物
語
っ
た
こ
と
を
翻
る
。
太
宰
治
と
い
う
作
者
名
に
集

め
ら
れ
た
若
干
の
テ
ク
ス
ト
群
に
は
、
よ
く
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
い
つ
も
暗
示
し
て
い
る
の
は

「
物
語
」
の
進
行
よ

、

り

「
物
語
」
が
つ
む
ぎ
出
さ
れ
た
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

、
※
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
昭
和
四
十
二
年
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
に
よ
っ

た
。
た
だ
し
、
漢
字
は
旧
字
体
か
ら
新
字
体
に
改
め
た
。

【
注
記
】

『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
十
六
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
九
・
七
）
に
よ
る
。

1
同
書
の
目
次
に
よ
る
と
、
こ
の
文
章
は
昭
和
七
年
か
、
八
年
の
と
き
に
発
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

長
谷
川
泉
「
瘤
取
り
―
太
宰
治
―

（

国
文
学
』
昭
和
四
二
・
三
～
五
）

」
『

2

（

）

「
『

』

」（
『

』

、

長
谷
川
泉

同
２

磯
貝
英
夫

お
伽
草
紙

論

作
品
論
太
宰
治

双
文
社

3
昭
和
四
九
・
六
）
大
久
保
典
夫
「

お
伽
草
紙
』
論
覚
え
書

（

一
冊
の
講
座
太
宰

『

」
『

治
』
有
精
堂
、
昭
和
五
八
・
三
）

引
用
は
『
名
詩
類
選
評
釈

（
明
治
書
院
、
昭
和
四
・
三
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

』

4
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系

（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
五
・
五
）
所
収
本
文
に

』

5

27

よ
る
。

『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
十
六
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
日
本
の
昔
話
」
に
よ
る
。
同

6
書
の
あ
と
が
き
に
よ
る
と

「

日
本
の
昔
話
」
は
、
昭
和
五
年
三
月
、
ア
ル
ス
か

、
「

ら
日
本
児
童
文
庫

「
日
本
昔
話
集
（
上

」
と
し
て
出
版
。
後
「
日
本
の
昔
話
」

）

11

と
改
題
し
、
春
陽
堂
少
年
少
女
文
庫
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
更
に
昭
和
十
六
年
九

月

三
国
書
房
か
ら
出
版

と
あ
る

こ
の
話
は

ほ
か
に
伝
え
ら
れ
て
き
た

瘤

、

。」

。

、

「



取
り
」
の
話
と
比
べ
る
と
、
内
容
的
に
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二

番
目
の
瘤
も
ち
の
人
が
、
踊
り
だ
す
と

「
よ
く
約
束
を
ま
ち
が
へ
ず
に
又
来
て
く

、

れ
た
な
。
大
き
に
御
苦
労
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
は
質
に
取
つ
て
置
い
た
瘤
を
返
す

ぞ
」
と

「
天
狗
」
を
喜
ば
せ
、
瘤
が
も
う
一
つ
つ
け
ら
れ
た
結
果
を
招
く
。
こ
の

、

話
で
は

「
芸
」
の
高
低
の
問
題
が
見
ら
れ
ず

「
餘
計
な
人
真
似
は
し
な
い
方
が

、

、

よ
か
つ
た
」
と
い
う
教
訓
に
な
る
。

「
太
宰
治
『
お
伽
草
紙

（

日
本
文
学
』
平
成
二
・
一
二
）

』
」
『

7
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
『
物
語
の
構
造
―
―
〈
語
り
〉
の
理
論
と
テ
ク
ス
ト
分
析

（
前

』

8
田
彰
一

岩
波
書
店

一
九
八
九
・
一

に
参
照
さ
れ
た
い

同
書
に
よ
る
と

語

、

、

）

。

、「

り
手
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
あ
れ
こ
れ
の
部
分
を
飛
ば
し
た
り
、
あ
る
人
物
、
あ
る
場

面
、
あ
る
出
来
事
の
叙
述
を
は
し
ょ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
極
端
に
切
り
詰
め
る
理

由
を
、
た
い
て
い
語
り
手
自
身
が
明
示
的
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
こ
れ
が
明
示
的
に
説
明
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
た
い
て
い
読
者
に
対
す
る
語

り
手
の
話
の
仕
方
の
な
か
に
、
な
ぜ
語
り
手
が
し
か
じ
か
の
こ
と
を
縮
め
た
り
省

い
た
り
す
る
か
が
、
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
暗
黙
裡
に
示
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手、

と
読
者
の
間
の
こ
の
暗
黙
の
合
意
が
絶
え
間
な
く
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

読
者
の
側
に
、
あ
る
確
信
が
、
つ
ま
り
語
り
手
は
物
語
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
情

報
は
な
に
ひ
と
つ
読
者
に
知
ら
せ
は
し
な
い
と
い
う
確
信
の
感
情
が
生
れ
て
く

る

（
一
五
二
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

。」

一
つ
の
面
白
い
材
料
と
な
る
が
、
柳
田
国
男
が
「
鹿
の
耳

（

定
本
柳
田
国
男
集
』

」
『

9
「
太
宰
治
『
お
伽
草
紙
』
の
表
現
構
造
―
―
「
語
り
」
に
関
す
る
方
法
論
の
試
み
―

10
―

（

椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
九
号
、
昭
和
五
二
・
八
）

」
『

（
九
州
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
一
年
）




