
『
遠
野
物
語
』

の
物
語
性
と
は
何
か

「
神
隠
し
霞
」

境
界
状
態
を
描
く

を
て
が
か
り
に
|

遠
野
物
語
が
描
く
世
界
は
ほ
と
ん
ど
境
界
の
領
域
の
出
来
事
と
言
っ
て
い
い

も
の
で
あ
る
。
空
間
と
し
て
は
家
・
里
・
山
と
遠
野
の
生
活
圏
か
ら
奥
深
い
自

然
領
域
ま
で
の
広
い
領
域
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
起
こ
る
出
来
事
は
い
わ
ゆ
る
不

思
議
も
し
く
は
怪
異
と
評
さ
れ
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
神
隠
し
、
山
人
や
異

人
と
の
出
会
い
、
家
に
祭
ら
れ
る
神
、
動
物
、
霊
魂
等
の
話
が
た
く
さ
ん
載
せ

ら
れ
て
い
る
白

そ
れ
ら
の
、
日
常
と
は
違
う
出
来
事
や
現
象
が
生
起
す
る
場
所
と
は
、
こ
の

世
と
こ
の
世
で
は
な
い
異
界
と
の
境
界
が
立
ち
現
れ
た
と
き
と
解
せ
ば
、
遠
野

で
は
、
家
の
中
、
道
、
峠
、
川
、
そ
し
て
山
と
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
境
界
が
立
ち

現
れ
る
の
だ
と
言
え
る
。
む
ろ
ん
、
子
細
に
見
て
い
け
ば
そ
れ
な
り
の
共
通
し

た
境
界
ら
し
き
特
徴
は
あ
る
の
だ
と
し
て
も
、
遠
野
物
語
に
お
け
る
境
界
と
は

日
常
の
い
つ
ど
こ
に
で
も
現
れ
る
異
世
界
へ
の
扉
の
よ
う
で
あ
る
。

い
や
扉
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
境
界
状
態
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
遠
野
物
語
に
は
、
実
に
様
々
な
境
界
状
態
に
お
け
る
出
来
事
や
現
象
が
語

阿
部

隆
志

ら
れ
て
い
る
。
時
に
は
、
そ
れ
は
一
編
の
物
語
で
す
ら
あ
る
が
、
た
だ
、
遠
野

物
語
は
、
物
語
と
は
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
収
め
ら
れ
た
一
つ
一
つ
の
話
は

物
語
と
い
う
ほ
ど
の
長
さ
も
、
物
語
を
構
成
す
る
約
束
事
の
よ
う
な
要
素
も
そ

ろ
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
物
語
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は

な
い
。
断
片
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
た
も
の
や
、
概
略
的
に
語
る
も
の
や
、

そ
の
描
き
方
は
多
様
だ
が
、
虚
構
と
い
う
約
束
事
を
前
提
に
読
み
手
を
誘
う
よ

う
な
方
法
を
と
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ど
こ
か
物
語
的
な
の
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
の

話
が
短
く
て
、
事
実
の
よ
う
な
体
裁
を
崩
さ
ず
に
描
か
れ
て
い
て
、
し
か
も
物

語
的
脅
か
れ
方
で
は
な
く
て
も
、
物
語
が
そ
こ
に
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ

る。
柳
田
国
男
の
元
に
友
人
の
小
説
家
水
野
葉
舟
が
佐
々
木
喜
善
を
伴
っ
て
訪
れ
、

柳
田
が
遠
野
の
不
思
議
な
話
を
聴
い
た
の
は
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
四
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
佐
々
木
喜
普
は
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
「
お
化
話
を
し
て
帰
っ

て
」
と
日
記
に
書
い
て
い
る
。
一
方
、
柳
田
は
手
帳
に
こ
の
と
き
の
こ
と
を
「
其

の
話
を
そ
の
ま
ま
か
き
と
め
て
『
遠
野
物
語
」
を
つ
く
る
」
と
記
し
て
い
る
。
柳
田
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'
E
A
 

，，.‘、



と
佐
々
木
喜
善
と
の
遠
野
の
話
に
対
す
る
認
識
の
違
い
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
だ
が
(
石
井
正
巳
『
遠
野
物
語
の
誕
生
』
)
、
こ
の
と
き
、
柳
田
が
喜
普

の
話
を
聞
い
て
「
遠
野
物
語
」
と
す
ぐ
に
名
付
け
た
の
は
、
佐
々
木
喜
善
が
語
っ

た
話
の
全
体
に
一
般
的
な
意
味
で
の
「
物
語
」
が
あ
る
と
感
じ
取
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
物
語
」
に
特
別
な
意
味
を
込
め
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
「
お
化
話
」
の
よ
う
な
怪
異
語
を
た
だ
集
め
た
も
の
に
し
な
い
た
め
の
名
付
け

方
で
あ
っ
た
面
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

が
、
そ
れ
で
も
、
柳
田
が
佐
々
木
喜
普
の
話
に
強
く
惹
か
れ
た
の
は
、
や
は

り
そ
こ
に
「
物
語
」
を
感
じ
た
か
ら
だ
と
思
い
た
い
。

藤
井
貞
和
は
物
語
を
「
他
者
を
抱
え
込
ん
で
成
立
す
る
在
り
方
を
示
す
叙
述
の

す
べ
て
」
と
定
義
し
て
い
る
(
藤
井
貞
和
『
物
語
理
論
講
義
』
)
。
こ
の
よ
う
な
定
義

だ
と
当
然
、
遠
野
物
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
短
い
叙
述
は
、
物
語
そ
の
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
遠
野
物
語
で
の
他
者
と
は
、
山
男
、
山
人
、
神
、
霊
、
動
物

等
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
他
者
と
里
の
村
人
と
が
交
錯
す
る
出
来
事
の
叙
述
で
あ

る。
他
者
と
交
錯
す
る
状
態
、
そ
れ
は
境
界
状
態
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
も
っ
と
遠
野
物
語
に
引
き
つ
け
て
、
「
境
界
状
態
に
生
起
す
る
出
来
事
の

叙
述
」
と
物
語
を
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
遠
野
物
語
の
物
語
を
語
る
こ
と

は
境
界
状
態
を
語
る
こ
と
。
そ
う
考
え
て
み
る
。

事
実
を
語
る
工
夫

物
語
と
は
、
英
雄
の
成
長
諒
の
よ
う
に
大
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成
す
る
も

の
、
と
い
っ
た
と
ら
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
確
か
に
、
遠
野
物
語
の
個
々
の
話
に

は
大
き
な
物
語
で
は
な
い
。
何
故
遠
野
物
語
は
長
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
ら
な
い

の
か
。
そ
の
理
由
は
、
遠
野
物
語
で
は
一
つ
の
出
来
事
を
構
成
す
る
時
聞
が
、

語
ら
れ
た
時
点
の
現
在
を
語
る
視
点
に
し
て
い
て
、
そ
の
視
点
を
決
し
て
消
失

さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
ま
た
女
の
児
な
る
こ
と
あ
り
。
同
じ
山
口
な
る
旧
家
に

て
山
口
孫
左
衛
門
と
い
ふ
家
に
は
、
童
女
の
神
二
人
い
ま
せ
り
と
い
ふ
こ

と
を
久
し
く
言
ひ
伝
へ
た
り
し
が
、
あ
る
年
同
じ
村
の
何
某
と
い
ふ
男
、

町
よ
り
帰
る
と
て
留
場
の
橋
の
ほ
と
り
に
て
見
馴
れ
ざ
る
二
人
の
よ
き
娘

に
逸
へ
り
。
物
思
は
し
き
様
子
に
て
こ
ち
ら
へ
来
る
。
お
前
た
ち
は
ど
こ

か
ら
来
た
と
問
へ
ば
、
お
ら
山
口
孫
左
衛
門
が
処
か
ら
来
た
と
答
ふ
。
こ

れ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
聞
け
ば
、
そ
れ
の
村
の
何
某
が
家
に
と
答
ふ
。

そ
の
何
某
は
や
や
離
れ
た
る
村
に
て
、
今
も
立
派
に
暮
ら
せ
る
豪
農
な
り
。

さ
て
は
孫
左
衛
門
が
世
も
末
だ
な
と
思
ひ
し
が
、
そ
れ
よ
り
久
し
か
ら
ず

し
て
、
こ
の
家
の
主
従
二
十
幾
人
、
茸
の
毒
に
あ
た
り
て
一
日
の
う
ち
に

死
に
絶
え
、
七
歳
の
女
の
子
一
人
を
残
せ
し
が
、
そ
の
女
も
ま
た
年
老
い

て
子
な
く
、
近
き
頃
病
み
て
失
せ
た
り
。
(
遠
野
物
語
一
八
)

( 2 ) 

例
え
ば
こ
の
話
で
は
、
い
く
つ
も
の
現
在
の
視
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
と
出
会
っ
た
男
の
現
在
、
そ
れ
か
ら
、
山
口
孫
左
衛
門
の

主
従
二
十
幾
人
が
死
に
絶
え
て
女
の
子
が
生
き
残
っ
た
と
い
う
現
在
。
そ
し
て
、

そ
の
女
の
子
が
年
老
い
て
近
き
頃
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
現
在
。

む
ろ
ん
、
こ
の
全
体
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
最
後
の
、
「
近
き
頃
病
み
て
失
せ

た
り
」
と
語
る
時
の
現
在
で
あ
る
。
だ
が
、
語
り
方
は
と
て
も
巧
み
で
、
最
初
は



ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
と
男
と
の
出
会
い
の
現
在
に
視
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
だ
が
、
そ
れ
が
、
山
口
孫
左
衛
門
の
主
従
二
十
幾
人
が
死
に
絶
え
た
と
い
う

出
来
事
の
現
在
に
ス
ラ
イ
ド
し
、
最
後
に
、
生
き
残
っ
た
女
の
子
も
年
老
い
て

亡
く
な
っ
た
と
、
こ
れ
ら
全
部
が
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

ポ
イ
ン
ト
は
最
後
の
「
近
き
頃
」
で
あ
る
。
こ
の
「
近
き
頃
」
が
な
け
れ
ば
、
語

り
手
は
時
間
を
超
越
し
た
語
り
手
と
し
て
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
を
物
語
る
こ

と
が
で
き
た
ろ
う
。
が
、
「
近
き
頃
」
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
近
き
頃
」
と
語
る

時
点
の
今
に
語
り
手
は
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
茸
に
あ
た
っ
て
死

に
絶
え
た
こ
と
も
、
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
に
男
が
会
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
時

点
か
ら
逆
算
で
き
る
過
去
の
あ
る
時
点
の
出
来
事
に
な
る
。
時
間
を
超
越
し
た

物
語
世
界
で
の
出
来
事
に
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

石
井
正
己
は
、
遠
野
物
語
が
「
事
実
と
し
て
の
話
を
作
る
方
法
」
と
し
て
、
「
内

に
あ
る
時
間
」
と
「
外
に
あ
る
時
間
」
と
が
叙
述
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
分
析
し
て

い
る
。
「
内
に
あ
る
時
間
」
と
は
、
出
来
事
を
語
る
と
き
の
内
在
す
る
時
間
の
叙

述
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
話
を
語
っ
て
い
る
側
の
時
間
と
は
断
絶
し
て
い
る

(
『
遠
野
物
語
の
誕
生
』
)
。
言
わ
ば
聴
き
手
を
話
の
中
に
誘
い
込
む
工
夫
で
あ
る
。

一
方
、
遠
野
物
語
に
は
最
後
に
「
i
と
い
へ
り
」
と
い
う
形
で
終
わ
る
場
合
が
多

い
。
こ
の
最
後
の
「
と
い
へ
り
」
は
、
遠
野
の
人
々
も
し
く
は
佐
々
木
喜
善
が
、

今
ま
で
叙
述
さ
れ
て
き
た
出
来
事
を
「
と
」
で
受
け
て
「
言
っ
て
い
る
」
と
い
う
意

味
で
あ
り
、
遠
野
の
人
々
に
と
っ
て
そ
の
出
来
事
が
現
在
に
ま
で
存
続
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
が
「
外
に
あ
る
時
間
」
だ
と
い
う
の
で
あ

る。
こ
の
石
井
の
指
摘
に
倣
え
ば
、
「
近
き
頃
病
み
て
失
せ
た
り
」
は
そ
れ
ま
で
の

「
内
に
あ
る
時
間
」
に
対
し
て
「
外
に
あ
る
時
間
」
の
叙
述
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
「
遠
野
物
語
」
は
読
み
手
を
話
の
中
に
誘
う
「
内
に
あ
る
時
間
」
を
巧
み
に

用
い
て
叙
述
し
、
最
後
に
「
外
に
あ
る
時
間
」
の
叙
述
が
そ
れ
ら
を
全
部
包
み
込

む
入
れ
子
型
構
造
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
以
上
の
説
明
で
は
、
い
わ
ゆ
る
物
語
に
お
け
る
物
語
内
の
時
間
と
草

子
地
に
お
け
る
物
語
を
語
る
時
間
と
の
対
比
と
い
う
よ
う
に
も
と
ら
れ
て
し
ま

う
。
遠
野
物
語
の
「
外
に
あ
る
時
間
」
の
叙
述
は
、
や
は
り
草
子
地
と
は
違
う
。

そ
れ
は
、
こ
の
叙
述
が
、
「
初
版
序
文
」
で
柳
田
国
男
が
「
要
す
る
に
こ
の
書
は
現

在
の
事
実
な
り
。
単
に
こ
れ
の
み
を
も
っ
て
す
る
も
立
派
な
る
存
在
理
由
あ
り

と
信
ず
」
と
述
べ
る
よ
う
な
、
現
在
の
事
実
で
あ
る
と
す
る
(
あ
る
意
味
で
装
う
)

そ
の
こ
と
を
保
証
す
る
叙
述
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
話
の
世
界
の

中
に
読
み
手
を
引
き
込
み
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
「
事
実
」
と
い
う
体
裁
を
と

る
叙
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
三
浦
佑
之
は
、
遠
野
物
語
の
話
が
、
あ
り
得

な
い
よ
う
な
出
来
事
の
話
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
話
が
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に

思
わ
せ
る
工
夫
、
例
え
ば
目
撃
者
が
い
る
と
い
っ
た
こ
と
に
等
に
よ
っ
て
、
事

実
露
と
し
て
表
現
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
(
三
浦
佑
之

『
村
落
伝
承
論
』
)
、
「
近
き
頃
病
み
て
失
せ
た
り
」
も
「
と
い
へ
り
」
も
そ
の
よ
う
に

事
実
認
を
構
成
す
る
工
夫
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

い
や
、
物
語
は
こ
れ
は
事
実
だ
と
言
っ
て
嘘
を
語
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
と

ど
う
違
う
の
だ
、
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
遠
野
物
語
を
現

在
の
事
実
諒
と
し
て
見
せ
る
大
き
な
カ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
遠
野
の
話
を
、

遠
野
の
人
々
の
現
在
と
自
分
の
現
在
と
を
あ
ま
り
分
け
ず
に
語
る
佐
々
木
喜
善

の
現
在
と
、
そ
れ
を
聴
い
て
記
述
す
る
柳
田
国
男
の
現
在
と
が
、
重
な
り
合
い

な
が
ら
暖
味
に
区
別
さ
れ
ず
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

柳
田
が
初
版
序
文
の
冒
頭
で
「
こ
の
話
は
す
べ
て
遠
野
の
佐
々
木
鏡
石
君
よ
り

( 3 ) 



聞
き
た
り
」
と
書
い
た
と
き
、
「
近
き
頃
病
み
て
失
せ
た
り
」
も
「
と
い
へ
り
」
も
、

そ
の
主
体
は
、
遠
野
の
人
々
で
あ
り
佐
々
木
喜
普
で
あ
り
柳
田
国
男
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
が
、
宣
言
さ
れ
た
。
読
み
手
は
こ
れ
を
無
視
し
て
遠
野
物
語
を
読

め
な
い
。
だ
か
ら
、
「
近
き
頃
病
み
て
失
せ
た
り
」
も
「
と
い
へ
り
」
も
佐
々
木
喜
善

と
柳
田
国
男
が
生
き
て
い
る
現
在
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
事

実
性
が
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
遠
野
物
語
の

叙
述
は
、
佐
々
木
喜
善
や
柳
田
国
男
が
語
る
時
点
で
の
現
在
を
消
失
さ
せ
て
い

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
物
語
と
は
、
語
る
時
点
で
の
現
在
に
と
ら
わ
れ
ず
に
自
在
に

語
る
こ
と
で
あ
る
。
妖
怪
が
出
て
く
る
不
思
議
な
出
来
事
も
、
英
雄
の
荒
唐
無

稽
な
武
勇
も
、
語
る
時
点
で
の
現
在
と
い
う
視
点
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

読
み
手
は
そ
の
物
語
の
世
界
に
没
入
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
超
越
的
な
語
り
く

ち
を
持
つ
こ
と
が
、
や
は
り
物
語
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
遠
野
物
語
は
、
遠
野
の
不
思
議
な
出
来
事
を
語
る
佐
々
木
喜
普

(
そ
こ
に
は
遠
野
の
人
々
も
含
ま
れ
る
)
の
話
を
、
柳
田
国
男
が
聞
き
取
り
、
そ

の
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
、
現
在
の
事
実
と
い
う
意
味
で
の
現
在
を
起
点
に
し
な

が
ら
語
る
叙
述
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
遠
野
物
語
』
の
物
語
性
と
は
何
か

さ
て
、
最
初
に
戻
る
の
だ
が
、
遠
野
物
語
に
は
物
語
性
が
感
じ
取
れ
る
と
述

べ
た
。
が
、
遠
野
物
語
の
叙
述
に
つ
い
て
今
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、

ほ
と
ん
ど
物
語
性
を
排
除
す
る
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
確
か
に
、

柳
田
国
男
は
「
遠
野
物
語
を
つ
く
る
」
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
一
般

的
な
物
語
の
叙
述
と
は
違
う
書
き
方
を
意
識
し
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
物
語

性
を
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

柳
田
は
佐
々
木
喜
普
の
語
る
話
に
物
語
性
を
強
く
感
じ
た
。
だ
が
、
そ
の
物

語
性
は
、
お
化
話
の
よ
う
な
怪
異
露
に
し
て
記
述
し
た
ら
表
現
で
き
な
い
、
と

考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
た
の
で
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ

る
一
般
的
な
物
語
的
叙
述
で
は
な
い
工
夫
を
し
た
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
の
一
つ

の
工
夫
が
、
語
り
手
が
神
の
よ
う
に
自
在
に
語
る
よ
う
な
、
時
間
を
超
越
し
た

視
点
で
書
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
工
夫
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
遠
野
物
語
の
個
々
の
話
を
読
み
込

ん
で
い
く
こ
と
で
見
え
て
く
る
「
物
語
性
」
が
、
当
初
、
佐
々
木
喜
普
の
話
を
聞

い
た
柳
田
国
男
が
感
じ
取
っ
た
「
物
語
性
」
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら

な
い
に
し
て
も
、
こ
の
遠
野
物
語
の
、
事
実
で
あ
る
こ
と
を
大
事
に
す
る
叙
述

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
「
物
語
性
」
が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
こ

だ
わ
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
物
語
性
」
と
は
次
の
よ

う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
長
い
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
物
語
が
、
超
越
的
な
視
点
か
ら
出
来
事

を
時
系
列
に
沿
っ
て
並
べ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
遠
野
物
語
は
、
む

し
ろ
、
出
来
事
を
同
時
代
(
多
少
の
幅
は
あ
る
が
)
の
時
間
の
中
で
あ
ち
こ
ち
に

散
ら
ば
っ
て
生
起
し
た
よ
う
な
話
と
し
て
並
べ
る
。
こ
の
場
合
、
物
語
に
は
超

越
的
な
視
点
が
あ
る
は
ず
だ
と
す
る
な
ら
、
遠
野
物
語
の
超
越
的
視
点
と
は
、

そ
れ
ら
の
断
片
が
境
界
状
態
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
。

そ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
話
は
、
断
片
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
断
片
性
は
、

い
ず
れ
も
境
界
状
態
で
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
共
通
し
た
心

理
や
ふ
る
ま
い
に
収
数
さ
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
境
界
状
態
で
は
誰
に
と
っ
て

( 4 ) 



も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
と
い
っ
た
こ
と
。
あ
る
い
は
、
境
界
状
態
に
お

け
る
人
々
の
畏
れ
、
不
安
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
間
的
な
系
列

に
よ
っ
て
例
え
ば
英
雄
の
物
語
を
語
る
超
越
的
な
視
点
が
、
時
間
を
自
在
に
飛

び
越
え
る
神
の
視
点
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
遠
野
物
語
の
超
越
的
な
視
点
と
は
、

境
界
状
態
に
お
け
る
人
々
の
無
意
識
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
神
で
は
な
く
、

不
安
や
恐
れ
と
い
っ
た
も
の
を
引
き
起
こ
す
心
の
奥
底
に
あ
る
も
の
の
こ
と
で

あ
る
。遠

野
物
語
が
あ
え
て
現
在
の
事
実
に
こ
だ
わ
り
、
事
実
と
し
て
語
る
工
夫
を

し
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
境
界
状
態
に
お
け
る
断
片
化
さ
れ
た
話
に
こ
そ

物
語
性
が
顕
れ
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

遠
野
物
語
の
「
物
語
性
」
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
い

う
の
が
、
本
稿
の
目
論
見
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
遠
野
物
語
の
断
片
的
な
「
境

界
状
態
に
生
起
す
る
出
来
事
の
叙
述
」
か
ら
「
神
隠
し
」
に
か
か
わ
る
話
を
取
り
上

げ
て
み
る
。

四

「
サ
ム
ト
の
婆
」
の
物
語
性

遠
野
物
語
に
は
神
隠
し
の
話
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

遠
野
郷
の
民
家
の
子
女
に
し
て
、
異
人
に
さ
ら
は
れ
て
行
く
者
年
々
多

く
あ
り
。
こ
と
に
女
に
多
し
と
な
り
。
(
遠
野
物
語
一
一
一
一
)

神
隠
し
の
出
来
事
は
全
国
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
遠
野
に
多
か
っ

た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
遠
野
の
不
思
議
な
出
来
事
を
記
す
遠
野

物
語
に
お
い
て
、
神
隠
し
諒
は
ど
う
し
て
も
は
ず
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
世
の
存
在
が
突
然
向
こ
う
側
の
世
界
に
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
展
開
は

劇
的
で
あ
り
、
ま
さ
に
物
語
的
に
語
ら
れ
得
る
可
能
性
を
抱
え
た
話
で
あ
る
。

遠
野
物
語
の
神
隠
し
の
話
の
中
で
と
て
も
印
象
深
い
話
の
一
つ
に
「
サ
ム
ト
の

婆
」
が
あ
る
。

A 

黄
昏
に
女
や
子
供
の
家
の
外
に
出
て
ゐ
る
者
は
よ
く
神
隠
し
に
あ
ふ
こ

と
は
他
の
国
々
と
同
じ
。
松
崎
村
の
寒
戸
と
い
ふ
所
の
民
家
に
て
、
若
き

娘
梨
の
木
の
下
に
草
履
を
脱
ぎ
お
き
た
る
ま
ま
行
方
を
知
ら
ず
な
り
、

三
十
年
あ
ま
り
過
ぎ
た
り
し
に
、
あ
る
日
親
類
知
音
の
人
々
そ
の
家
に
集

ま
り
で
あ
り
し
処
へ
、
き
は
め
て
老
い
さ
ら
ぽ
ひ
て
そ
の
女
帰
り
来
た
れ

り
。
い
か
に
し
て
帰
っ
て
来
た
か
と
問
へ
ば
、
人
々
に
逢
ひ
た
か
り
し
ゅ

ゑ
帰
り
し
な
り
。
さ
ら
ば
ま
た
行
か
ん
と
て
、
ふ
た
た
び
跡
を
留
め
ず
行

き
失
せ
た
り
。
そ
の
日
は
風
の
烈
し
く
吹
く
日
な
り
き
。
き
れ
ば
遠
野
郷

の
人
は
、
今
で
も
風
の
騒
が
し
き
日
に
は
、
け
ふ
は
サ
ム
ト
の
婆
が
帰
っ

て
来
さ
う
な
日
な
り
と
い
ふ
。
(
遠
野
物
語
八
)

( 5 ) 

い
わ
ゆ
る
神
隠
し
の
話
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
た
ん
な
る
神
隠
し
語
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
梨
の
木
の
下
に
草
履
を
脱
い
だ
ま
ま
行
方
不
明
に
な
っ
た
サ

ム
ト
の
婆
は
、
三
十
年
あ
ま
り
経
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
自
分
の
家
に

戻
っ
て
き
て
そ
の
ま
ま
暮
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
何
処
へ
か
と
戻
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
う
や
ら
も
う
姿
を
現
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

遠
野
郷
の
人
た
ち
は
、
そ
の
日
が
風
の
烈
し
く
吹
く
目
だ
っ
た
の
で
、
風
の
強

い
日
に
は
サ
ム
ト
の
婆
が
帰
っ
て
来
そ
う
な
日
だ
と
語
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い



う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
や
は
り
、
行
方
不
明
の
女
性
が
「
老
い
さ
ら
ぼ
ひ

て
」
帰
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
当
然
何
故
帰
っ
て
き
た
の
か
、

と
い
う
問
い
が
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
い
か
に
し
て
帰
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
問

い
か
け
に
サ
ム
ト
の
婆
は
「
逢
ひ
た
か
り
し
ゅ
ゑ
帰
り
し
な
り
」
と
答
え
る
。
実

に
簡
潔
で
こ
れ
以
上
説
明
の
必
要
の
な
い
答
え
方
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
何
故
ま
た
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
家
人
に
逢
い

た
く
て
帰
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
。
た
ぶ
ん
、
い
ろ
ん
な
事
情
が
あ
る
の
だ

ろ
う
と
村
の
人
た
ち
は
考
え
た
の
に
違
い
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
人
は

も
う
か
つ
て
の
サ
ム
ト
の
「
娘
」
で
は
な
く
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
異
人
な
の

で
は
な
い
か
と
、
い
ろ
ん
な
想
像
が
は
た
ら
く
話
な
の
だ
が
、
実
は
、
佐
々
木

喜
普
は
同
じ
話
を
『
東
奥
異
聞
』
の
「
不
思
議
な
縁
女
の
話
」
に
載
せ
て
い
る
。

B 

岩
手
県
上
閉
伊
郡
松
崎
村
字
ノ
ポ
ト
に
茂
助
と
云
ふ
家
が
あ
る
。
品
目
此

の
家
の
娘
、
秋
頃
で
も
あ
っ
た
の
か
裏
の
梨
の
木
の
下
に
行
き
其
処
に
草

履
を
脱
ぎ
置
き
し
ま
冶
に
行
衛
不
明
に
な
っ
た
。
然
し
其
の
後
幾
年
か
の

年
月
を
経
つ
で
あ
る
大
嵐
の
日
に
其
の
娘
は
一
人
の
ひ
ど
く
奇
怪
な
老
婆

と
な
っ
て
家
人
に
遭
ひ
に
や
っ
て
来
た
。
其
の
態
姿
は
全
く
山
姥
々
の
や

う
で
、
肌
に
は
苔
が
生
い
指
の
爪
は
二
三
す
に
伸
び
て
を
っ
た
。
さ
う
し

て
一
夜
泊
ま
り
で
行
っ
た
が
其
れ
か
ら
は
毎
年
や
っ
て
来
た
。
そ
の
度
毎

に
大
風
雨
あ
り
一
郷
ひ
ど
く
難
渋
す
る
の
で
、
遂
に
は
村
方
か
ら
掛
合
ひ

と
な
り
、
何
と
か
し
て
其
の
老
婆
の
来
な
い
や
う
に
封
ず
る
や
う
に
と
の

厳
談
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
仕
方
な
く
茂
助
の
家
に
て
は
亙
女
山
伏
を
頼
ん

で
、
同
郡
青
笹
村
と
自
分
と
の
村
境
に
一
の
石
塔
を
建
て
て
こ
〉
よ
り

内
に
は
来
る
な
と
言
ふ
て
封
じ
て
し
ま
っ
た
。
其
の
後
は
其
の
老
婆
は
来

な
く
な
っ
た
。
其
の
石
塔
も
大
正
初
年
の
大
洪
水
の
時
に
流
失
し
て
今
は

無
い
の
で
あ
る
。

同
じ
話
だ
が
い
く
ら
か
違
う
。
ま
ず
、
こ
ち
ら
は
、
寒
戸
で
は
な
く
「
登
戸
」

に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
帰
っ
て
く
る
の
は
一
回
限
り
で
は
な
く
、
毎
年

や
っ
て
く
る
。
そ
の
度
ご
と
に
大
嵐
に
な
る
の
で
村
人
が
難
渋
し
、
村
境
に
石

塔
を
建
て
老
婆
を
封
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
で
は
帰
っ
た
来
た
老
婆
は
、
禍
を
も
た
ら
す
神
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ

れ
て
い
る
。
毎
年
や
っ
て
く
る
と
い
う
の
も
、
毎
年
訪
れ
る
来
訪
神
的
性
格
を

う
か
が
わ
せ
る
。
そ
の
姿
も
「
全
く
山
姥
々
の
や
う
で
、
肌
に
は
苔
が
生
い
指
の

爪
は
二
三
す
に
伸
び
て
を
っ
た
」
と
あ
り
、
人
間
と
は
違
う
存
在
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

実
は
こ
の
話
は
実
話
で
あ
る
と
菊
池
照
雄
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
の

あ
っ
た
家
は
松
崎
村
登
戸
の
茂
助
の
家
で
あ
り
、
「
寒
戸
」
と
記
述
し
た
柳
田
国
男

は
佐
々
木
喜
善
の
語
っ
た
話
を
聞
き
違
え
た
か
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
は
な
い
か
と

い
う
。
神
隠
し
に
あ
っ
た
の
は
茂
助
の
娘
で
サ
ダ
と
い
う
名
前
で
あ
る
。
明
治

初
年
の
頃
の
こ
と
だ
と
い
う
。
菊
池
照
雄
は
こ
の
話
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解

説
し
て
い
る
。

( 6 ) 

，B

行
方
不
明
に
な
っ
て
か
ら
何
十
年
た
っ
た
あ
る
秋
の
日
の
ゴ
オ
シ
ユ

(
十
月
の
庭
じ
ま
い
に
お
こ
な
わ
れ
る
先
祖
供
養
の
行
事
。
御
日
)
で
、

人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
時
、
サ
ダ
が
帰
っ
て
き
た
。
娘
時
代
の
サ
ダ
の
顔

を
知
っ
て
い
る
人
は
も
う
少
な
く
な
っ
て
い
た
。
名
乗
ら
れ
て
あ
ま
り
の



変
わ
り
よ
う
に
び
っ
く
り
し
た
。
サ
ダ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち

は
、
昔
話
に
出
て
く
る
山
姥
そ
っ
く
り
の
サ
ダ
を
見
て
、
大
騒
ぎ
に
な
っ

た
と
い
う
。

一
度
山
に
は
い
っ
た
者
は
敷
居
を
ま
た
が
な
い
。
サ
ダ
は
小
屋
に
泊
ま

り
、
ま
た
行
く
先
を
告
げ
ず
に
姿
を
消
し
た
。

こ
の
後
一
年
に
一
度
ぐ
ら
い
ず
つ
サ
ダ
は
家
に
帰
っ
て
来
た
。
と
こ
ろ

が
、
サ
ダ
が
台
風
の
使
者
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
姿
を
現
わ
す
と
大

暴
風
雨
に
な
り
、
そ
の
つ
ど
村
は
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。

村
方
に
ね
じ
こ
ま
れ
た
茂
助
の
家
で
は
、
山
伏
、
イ
タ
コ
な
ど
の
法
者

に
道
切
り
の
法
を
か
け
て
も
ら
う
。

こ
の
法
は
、
お
そ
い
か
か
っ
て
く
る
怨
敵
や
悪
人
の
道
を
ふ
さ
ぎ
、

ま

み
魔
魅
を
降
伏
さ
せ
る
た
め
に
、
紙
の
人
形
を
怨
霊
の
依
代
と
し
て
筒
の
な

か
に
封
じ
、
ま
じ
な
い
の
あ
と
川
に
流
し
、
サ
ダ
の
く
る
道
に
結
界
を
た

て
た
。
青
笹
村
と
の
村
境
に
た
て
た
と
い
う
の
は
あ
き
ら
か
に
六
角
牛
山

を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
(
菊
池
照
雄
『
山
深
き
遠
野
の
里
の
物
語
せ

よ
』
)

『
東
奥
異
聞
』
の
話
を
さ
ら
に
具
体
的
に
解
説
し
た
も
の
だ
が
、
遠
野
物
語
や

「
東
奥
異
聞
』
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
細
か
な
と
こ
ろ
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
菊

池
照
雄
は
、
茂
助
の
家
の
現
代
の
当
主
が
祖
母
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
サ
ダ
の

こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
細
か
な
説
明
は
当
主
か
ら
の
情
報
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
村
に
は
こ
の
よ
う
に
説
明
し
得
る
ほ
ど
の
具
体
的
な

話
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
サ
ダ
は
、

あ
る
頃
か
ら
先
祖
供
養
の
行
事
の
日
に
(
毎
年
同
じ
日
に
来
る
と
は
書
い
て
い
な

い
が
、
三
浦
佑
之
が
「
村
落
伝
承
論
』
で
述
べ
る
よ
う
に
や
は
り
同
じ
日
そ
れ
も

先
祖
供
養
の
日
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
)
山
姥
の
よ
う
な
格
好
を

し
て
毎
年
の
よ
う
に
現
れ
、
家
に
は
泊
ま
ら
ず
小
屋
に
泊
ま
っ
て
帰
っ
て
行
っ

た
。
が
、
道
切
り
の
法
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
そ
れ
以
来
現
れ
て
な
い
、
と
い
う

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
結
界
と
い
う
の
は
石
塔
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

A
B
，B
と
い
わ
ゆ
る
サ
ム
ト
の
婆
の
話
の
三
つ
の
ヴ
ァ
!
ジ
ョ
ン
を
取
り
上

げ
た
が
、
菊
池
照
雄
の
説
明
す
る
，
B
が
最
も
詳
し
く
、

B
、
A
と
い
う
順
序
で
、

細
部
が
削
ら
れ
や
や
粗
筋
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
が
、
ど
の
話
が
一
番
物

語
と
し
て
の
魅
力
を
持
っ
て
い
る
か
と
判
断
す
る
と
、

A
が
最
も
物
語
と
し
て

の
カ
を
持
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
魅
力
は
B
、
，
B
と
い
う
順
序

で
色
槌
せ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
や
は
り
文
体
の
問
題
と
い
う
の
が
あ
る
。

A
は

柳
田
国
男
の
簡
潔
な
文
体
が
物
語
的
魅
力
の
要
点
を
外
さ
ず
に
伝
え
て
お
り
、

説
明
の
た
め
の
文
章
に
な
っ
て
い
な
い
。
逆
に
、
，
B
は
こ
の
出
来
事
そ
の
も
の

を
説
明
す
る
た
め
の
文
体
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
物
語
的
に
語
る
意
図
を

持
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、

A
の
叙
述
の
内
容
が
B
，B
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

A
を
読
む
も
の

は
、
三
十
年
た
っ
て
帰
っ
て
来
た
サ
ム
ト
の
婆
に
感
情
移
入
で
き
る
。
と
こ
ろ

が、

B
，B
は
そ
れ
が
出
来
な
い
。
そ
こ
が
決
定
的
に
違
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
遠
野
物
語
」
の

A
に
お
い
て
、
何
故
帰
っ
て
来
た
の
か
と
問
わ
れ
た

サ
ム
ト
の
婆
が
「
逢
ひ
た
か
り
し
ゅ
ゑ
帰
り
し
な
り
」
と
答
え
た
こ
と
に
象
徴
的

に
現
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
場
面
が

B
，B
に
は
な
い
。
つ
ま
り
、
読
み
手
は
「
逢

ひ
た
か
り
し
ゅ
ゑ
帰
り
し
な
り
」
と
い
う
老
婆
の
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
で
、
そ
の

老
婆
の
抱
え
た
悲
し
み
を
共
感
的
に
体
験
す
る
の
で
あ
り
、
老
婆
に
感
情
移
入

で
き
る
の
で
あ
る
。

A
で
は
老
婆
の
側
に
立
っ
て
こ
の
話
を
受
容
で
き
る
、
と

( 7 ) 



言
っ
て
も
よ
い
。
だ
が

B
，B
の
場
合
は
こ
の
言
葉
が
な
く
、
む
し
ろ
嵐
と
と
も

に
現
れ
る
老
婆
に
困
惑
す
る
村
人
の
対
応
が
語
ら
れ
る
。
，
B
で
は
山
姥
の
よ
う

な
老
婆
が
現
れ
た
と
き
子
ど
も
た
ち
が
大
騒
ぎ
し
た
と
あ
る
の
が
印
象
的
で
あ

る。

B
，B
の
場
合
、
読
み
手
は
む
し
ろ
村
人
の
方
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。
老
婆

の
出
現
に
戸
惑
い
畏
れ
る
村
人
の
側
に
感
情
移
入
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
意
味
で
、

A
に
物
語
性
を
感
じ
る
の
は
、
や
は
り
、
読
み
手
が
共
同
体

か
ら
排
除
さ
れ
る
老
婆
の
心
情
に
移
入
し
や
す
く
、
そ
の
悲
し
み
に
共
感
で
き

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
老
婆
を
畏
れ
排
除
す
る
村
人
の
心
情
は
災
い
を
も
た
ら
す

神
を
畏
れ
る
共
同
体
の
幻
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
村
人
の
個
別
的
な
心
情

と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
心
動
か
さ
れ
る
物
語
的
展
開
は
、
共

同
の
幻
想
と
し
て
の
村
人
の
恐
怖
を
描
く
B
よ
り
は
、
老
婆
の
心
情
に
仮
託
で

き
る
A
の
方
で
あ
ろ
う
。

，B
は
基
本
的
に
B
の
解
釈
的
な
叙
述
で
あ
る
か
ら
、
実
質
は

A
B
の
違
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
佐
々
木
喜
善
の
話
で
あ
り
な
が
ら
、
柳
田
国

男
が
記
述
し
た

A
と
佐
々
木
喜
普
が
書
い
た

B
と
で
は
、
読
み
手
の
読
み
方
に

違
い
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味

で
は
叙
述
の
仕
方
の
問
題
な
の
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
こ
の
違
い
は
、
境
界
状

態
の
物
語
と
し
て
の
神
隠
し
諦
が
必
然
的
に
抱
え
込
む
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

4
M

。A
で
は
「
逢
ひ
た
か
り
し
ゅ
ゑ
帰
り
し
な
り
」
と
神
隠
し
に
あ
っ
た
娘
(
老
婆
)

の
心
情
が
叙
述
さ
れ
る
。
そ
れ
を
村
人
は
、
神
隠
し
に
あ
っ
て
共
同
体
か
ら
消

え
た
娘
は
き
っ
と
ど
こ
か
で
生
き
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
切
実
な
思
い
が

晴
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
向
こ
う
側
へ

と
消
え
て
い
く
老
婆
の
、
ま
だ
こ
ち
ら
の
世
界
を
あ
き
ら
め
ら
切
れ
ぬ
執
着
の

思
い
と
し
て
聞
い
た
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
、
す
で
に
向
こ
う
側
の
住
人

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
老
婆
へ
の
畏
れ
の
感
情
も
交
じ
っ
て
い
た
ろ
う
が
、

A
で
は
、
こ
ち
ら
側
の
存
在
が
、
異
界
で
あ
る
向
こ
う
側
の
存
在
に
な
ろ
う
と

し
て
い
る
と
き
の
、
こ
ち
ら
側
へ
の
断
ち
切
れ
ぬ
思
い
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

B
で
は
、
す
で
に
向
こ
う
側
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

老
婆
が
こ
の
世
に
出
現
し
た
こ
と
を
長
れ
る
村
人
の
視
点
が
か
な
り
入
っ
て
い

る
。
こ
の
視
点
で
は
老
婆
は
す
で
に
異
人
で
あ
り
、
畏
れ
と
排
除
の
対
象
で
あ

る。
「
神
隠
し
は
人
々
の
意
識
の
中
で
は
霊
界
へ
の
旅
立
ち
で
あ
っ
た
」
と
遠
野
物

語
注
釈
が
述
べ
る
よ
う
に
(
後
藤
総
一
郎
監
修
・
遠
野
常
民
大
学
編
著
『
注
釈
遠

野
物
語
』
)
、
帰
っ
て
来
た
老
婆
の
、
自
ら
が
他
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
、
霊
界
へ
旅
立
つ
と
き
の
断
ち
切
れ
ぬ
思
い
が
発
露
さ
れ
る
と
い
う
様
相

と
、
す
で
に
向
こ
う
側
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
他
者
へ
の
畏
れ
と
排
除
の

様
相
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
入
り
交
じ
り
な
が
ら
も
、

A
と
B
と
で
は
ど
ち
ら
か
を

強
調
す
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
も
う
少
し
神
隠
し
露
の
話
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

( 8 ) 

C 

遠
野
町
の
某
と
い
う
若
い
女
が
、
夫
と
夫
婦
喧
嘩
を
し
て
、
夕
方
門
辺

に
出
て
あ
ち
こ
ち
を
眺
め
て
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
い
な
く
な
っ
た
。
神
隠

し
に
遭
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
あ
る
男
が
千
磐
が
岳
へ

草
刈
り
に
行
く
と
、
大
岩
の
聞
か
ら
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
著
物
に
木
の
葉

を
綴
り
合
わ
せ
た
も
の
を
著
た
、
山
姥
の
よ
う
な
婆
様
が
出
て
来
た
の
に

行
き
逢
っ
た
。
お
前
は
ど
こ
の
者
だ
と
い
う
の
で
、
町
の
者
だ
と
答
え
る



と
、
そ
れ
で
は
何
町
の
某
は
ま
だ
達
者
で
い
る
か
、
俺
は
そ
の
女
房
で
あ
っ

た
が
、
山
男
に
さ
ら
わ
れ
て
来
て
こ
こ
に
こ
う
し
て
棲
ん
で
い
る
。
お
前

が
家
に
帰
っ
た
ら
、
こ
れ
こ
れ
の
処
に
こ
ん
な
婆
様
が
い
た
つ
け
と
い
う

ニ
と
づ
て

こ
と
を
言
伝
し
て
け
ろ
。
俺
も
遠
目
で
も
よ
い
か
ら
、
夫
や
子
供
に
一
度

逢
っ
て
死
に
た
い
と
言
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
話
を
聞
い
て
、
そ
の
息

子
に
当
た
る
人
が
多
勢
の
人
た
ち
を
頼
ん
で
千
磐
が
岳
に
山
母
を
尋
ね
て

行
っ
た
が
、
ど
う
い
う
も
の
か
い
っ
こ
う
に
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

(
遠
野
物
語
拾
遺
一

O
九
)

D 

青
笹
村
大
字
中
沢
の
新
蔵
と
い
う
家
の
先
祖
に
、
美
し
い
独
り
の
娘
が

あ
っ
た
、
ふ
と
神
隠
し
に
あ
っ
て
三
年
ば
か
り
行
方
が
知
れ
な
か
っ
た
。

家
出
の
日
を
命
日
に
し
て
仏
供
養
な
ど
を
営
ん
で
い
る
と
、
あ
る
日

ひ
ょ
つ
く
り
家
に
帰
っ
て
き
た
。
人
々
寄
り
集
ま
っ
て
今
ま
で
ど
こ
に
い

た
か
と
聞
く
と
、
私
は
六
角
牛
山
の
主
の
と
こ
ろ
に
嫁
に
行
っ
て
い
た
。

あ
ま
り
家
が
恋
し
い
の
で
、
夫
に
そ
う
言
っ
て
帰
っ
て
来
た
が
、
ま
た
や

が
て
戻
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
夫
か
ら
何
事
で
も
思
う
ま
ま
に
な

る
宝
物
を
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
、
今
に
こ
の
家
を
富
貴
に
し
て
や
ろ
う
と

言
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
家
は
そ
れ
か
ら
非
常
に
裕
福
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
女
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
再
び
山
に
帰
っ
て
往
っ
た
か
は
、
こ
の

話
を
し
た
人
も
よ
く
は
聴
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
遠
野
物
語
拾
遺
二
ニ
五
)

C
D
の
話
は
、

A
B
よ
り
は
異
界
で
の
様
子
が
語
ら
れ
て
お
り
、
神
隠
し
に

あ
っ
た
サ
ム
ト
の
婆
が
、
向
こ
う
側
の
世
界
で
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
か

が
う
が
か
え
る
よ
う
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

C
D
に
共
通
す
る
の
は
、

や
は
り
、
家
が
恋
し
い
と
女
が
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
C
は
、
自
分
の
住

ん
で
い
た
町
の
様
子
を
聞
き
夫
や
子
供
に
一
度
逢
っ
て
か
ら
死
に
た
い
と
語
り
、

自
分
の
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
と
言
伝
を
頼
ん
で
い
る
。
女
の
悲
痛
な
心
が
よ
く

伝
わ
っ
て
く
る
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
話
は
、
村
人
の
女
に
対
す
る
恐
怖
は

語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

A
の
話
に
近
い
。

D
は
A
B
と
同
じ
よ
う
に
神
隠
し
に
遭
っ
た
女
が
、
自
分
の
仏
供
養
を
し
て

い
る
家
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
た
だ
、
女
は
「
六
角
牛
山
の
主
の
と

こ
ろ
に
嫁
に
行
っ
て
い
た
」
と
向
こ
う
側
の
世
界
で
の
自
分
の
境
遇
を
語
る
。
だ

か
ら
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

A
B
の
話
に
お
い
て
何
故
老
婆
は
戻
る

の
か
と
い
う
疑
問
を
あ
る
意
味
で
解
き
明
か
す
話
に
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、

D
が
A
B
と
大
き
く
違
う
の
は
、
女
へ
の
村
人
の
恐
怖
が
語
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
女
は
村
人
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
逆
に
、

家
を
富
貴
に
し
て
戻
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
女
が
す
で
に
禍
福

を
も
た
ら
す
神
の
側
に
位
置
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
「
六
角
牛
山
の
主
」

と
は
山
の
神
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
嫁
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
神
の
側
に
属
し

た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
富
貴
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と

と
、
大
嵐
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
と
は
、
禍
福
を
も
た
ら
す
い
わ
ゆ
る
自
然

神
的
性
格
の
神
の
両
面
で
あ
っ
て
、
実
は
、
そ
ん
な
に
違
い
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
女
が
す
で
に
こ
の
世
の
者
で
は
な
い
と
い
う
了
解
に
お
い
て
共
通

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

( 9 ) 



五

「
神
隠
し
諦
」
の
系
列

神
隠
し
に
あ
っ
た
村
の
女
が
向
こ
う
側
の
存
在
(
神
も
し
く
は
異
人
)
の
嫁
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
展
開
は
、

D
以
外
に
も
、
遠
野
物
語
の
六
と
七
、
拾
遣
の

一一

O
が
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
村
の
者
が
山
に
入
り
か
つ
て
神
隠
し
に
途
っ

た
女
に
出
会
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
女
は
自
分
が
異
人
の
嫁
に
な
っ
た
と
語

る
。
六
の
話
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

E 

遠
野
郷
に
て
は
豪
農
の
こ
と
を
今
で
も
長
者
と
い
ふ
。
青
笹
村
大
字
糠

前
の
長
者
の
娘
、
ふ
と
物
に
取
り
隠
さ
れ
て
年
久
し
く
な
り
し
に
、
同
じ

村
の
何
某
と
い
ふ
猟
師
、
あ
る
日
山
に
入
り
て
独
り
の
女
に
遭
ふ
。
恐
ろ

し
く
な
り
て
こ
れ
を
撃
た
ん
と
せ
し
に
、
何
を
ぢ
で
は
な
い
か
、
ぷ
つ
な

と
い
ふ
。
驚
き
て
よ
く
見
れ
ば
か
の
長
者
が
ま
な
娘
な
り
。
何
ゆ
ゑ
に
こ

ん
な
処
に
は
ゐ
る
ぞ
と
問
へ
ば
、
あ
る
物
に
取
ら
れ
て
今
は
そ
の
妻
と
な

れ
り
。
子
も
あ
ま
た
生
み
た
れ
ど
、
す
べ
て
夫
が
食
ひ
尽
く
し
て
独
り
か

く
の
ご
と
く
あ
り
。
お
の
れ
は
こ
の
地
に
一
生
涯
を
送
る
こ
と
な
る
べ
し
。

人
に
も
言
ふ
な
。
御
身
も
危
ふ
け
れ
ば
疾
く
帰
れ
と
い
ふ
ま
ま
に
、
そ
の

在
所
を
も
問
ひ
明
ら
め
ず
し
て
逃
げ
帰
れ
り
と
い
ふ
。
(
遠
野
物
語
六
)

こ
の
話
で
は
、
異
人
に
さ
ら
わ
れ
た
長
者
の
娘
が
異
人
の
嫁
に
な
り
、
子
ど

も
を
生
む
が
そ
の
子
を
夫
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
惨
な
境
遇
が
描
か
れ

て
い
る
。
夫
に
子
を
食
わ
れ
る
と
い
う
の
は
七
の
話
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

神
隠
し
に
遭
っ
た
女
は
悲
惨
な
目
に
遭
う
と
い
う
共
同
幻
想
の
力
が
働
い
て
い

る
と
見
な
せ
る
。
三
浦
佑
之
は
、
吉
本
隆
明
に
よ
る
神
隠
し
語
は
「
村
落
共
同
体

か
ら
出
離
す
る
こ
と
へ
の
禁
制
(
タ
プ
l
)
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指

摘
を
受
け
て
、
女
は
共
同
体
を
守
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
男
た
ち
の
観
念

が
あ
る
こ
と
で
、
共
同
体
を
離
れ
た
女
は
山
男
の
嫁
に
な
る
と
い
っ
た
女
た
ち

の
恐
ろ
し
き
体
験
談
が
男
た
ち
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
(
『
村

落
伝
承
論
』
)
。

女
が
共
同
体
を
離
れ
る
こ
と
へ
の
様
式
化
さ
れ
た
恐
怖
体
験
が
こ
の
よ
う
な

伝
承
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

が
、
こ
こ
で
こ
だ
わ
り
た
い
こ
と
は
、
こ
の
神
の
嫁
に
な
る
、
と
い
う
語
ら

れ
方
と
、

A
の
よ
う
な
語
ら
れ
方
と
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。

A
も
E
も、

共
同
体
を
出
離
し
た
女
の
恐
怖
の
体
験
が
描
か
れ
て
い
る
、
と
み
な
せ
る
。
が
、

同
じ
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

E
で
女
は
「
お
の
れ
は
こ
の
地
に
一
生
涯
を
送
る
こ

と
な
る
べ
し
。
人
に
も
言
ふ
な
」
と
山
で
出
会
っ
た
村
の
猟
師
に
語
る
。
こ
の
こ

と
ば
は
、
自
分
の
家
に
帰
る
こ
と
を
断
念
し
た
決
意
と
も
と
れ
る
。
そ
の
意
味

で
は
哀
れ
を
誘
う
こ
と
ば
だ
が
、
一
方
で
は
、
す
で
に
村
に
帰
れ
な
い
ほ
ど
異

郷
の
側
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
も
言
え

る。

( 10 ) 

つ
ま
り
、

A
あ
る
い
は
C
で
は
、
女
は
故
郷
へ
の
断
ち
が
た
い
思
い
を
吐
露

す
る
が
、
そ
れ
は
、
異
郷
に
て
こ
の
世
の
者
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
女
の
悲

痛
な
心
情
が
テ
l
マ
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
が
、
何
も
の
か
に
さ
ら
わ
れ
、
妻
と

な
っ
た
が
子
ど
も
を
夫
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
、
と
語
る

E
の
段
階
に
ま
で
来
る

と
、
異
郷
の
側
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
女
の
心
情
よ
り
も
、
女
の
置
か
れ
た
異
郷

の
様
子
と
そ
の
異
郷
へ
の
恐
怖
に
と
、
話
の
焦
点
が
移
動
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

神
隠
し
に
遭
っ
た
女
が
も
う
こ
ち
ら
側
に
戻
る
こ
と
の
な
い
、
異
郷
の
存
在
な

の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
神
隠
し
語
が
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
言



え
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
話
に
神
隠
し
語
は
も
う
一
歩
の
と
こ

ろ
に
ま
で
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

F 

山
口
村
の
吉
兵
衛
と
い
ふ
家
の
主
人
、
根
子
立
と
い
ふ
山
に
入
り
、
笹

を
苅
り
て
束
と
な
し
担
ぎ
て
立
ち
上
が
ら
ん
と
す
る
時
、
笹
原
の
上
を
風

の
吹
き
渡
る
に
心
付
き
て
見
れ
ば
、
奥
の
方
な
る
林
の
中
よ
り
若
き
女
の

幼
児
を
負
ひ
た
る
が
笹
原
の
上
を
歩
み
て
こ
ち
ら
へ
来
る
な
り
。
き
は
め

て
あ
で
や
か
な
る
女
に
て
、
こ
れ
も
長
き
黒
髪
を
垂
れ
た
り
。
児
を
結
び

つ
け
た
る
紐
は
藤
の
蔓
に
て
、
著
た
る
衣
類
は
世
の
常
の
縞
物
な
れ
ど
、

裾
の
あ
た
り
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
破
れ
た
る
を
、
い
ろ
い
ろ
の
木
の
葉
を
な
ど

を
添
へ
て
綴
り
た
り
。
足
は
地
に
つ
く
と
も
覚
え
ず
、
事
も
な
げ
に
こ
ち

ら
に
近
よ
り
、
男
の
す
ぐ
前
を
通
り
て
何
方
へ
か
行
き
過
ぎ
た
り
。
こ
の

人
は
そ
の
折
り
の
恐
ろ
し
き
よ
り
煩
い
始
め
て
、
久
し
く
病
み
で
あ
り
し

が
、
近
き
頃
亡
せ
た
り
。
(
遠
野
物
語
四
)

異
郷
の
存
在
と
し
て
の
女
と
の
遭
遇
語
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
山
姥
の
よ
う
な
印

象
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
。
山
姥
に
は
老
婆
と
子
ど
も
を
育
て

る
母
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
両
方
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
母
の
方
の
山
姥
で
あ
る
。
が
、

そ
の
山
姥
の
イ
メ
ー
ジ
を
脇
に
置
い
て
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
女
は
、
神
隠
し
に

あ
っ
て
異
人
の
嫁
に
な
り
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
女
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

う
読
む
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
女
は
出
会
っ
た
村
の
男
の

す
ぐ
前
を
、
こ
と
ば
も
か
け
ず
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
か
ら
だ
が
、
異
郷
に
住

ん
で
そ
の
異
郷
の
住
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
も
う
村
の
男
に
声
を

か
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
あ
る
い
は
、
す
で
に
村
に
住
ん
で
い
た

と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

F
は

今
ま
で
取
り
上
げ
た
き
た
神
隠
し
系
列
の
話
の
中
に
置
く
な
ら
ば
、
神
隠
し
に

あ
っ
て
異
郷
的
存
在
に
な
っ
た
女
の
話
な
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

が
、
こ
れ
は
山
姥
と
の
遭
遇
諦
な
の
だ
と
見
て
し
ま
え
ば
、
神
隠
し
語
の
系
列

か
ら
は
外
れ
た
話
だ
と
も
言
え
る
。

次
に
あ
げ
る
拾
遺
一
一
一
の
話
は
、

ら
か
に
神
隠
し
語
の
系
列
に
入
る
。

F
の
話
と
似
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
明

G 

栗
橋
村
の
ア
ス
カ
パ
の
某
と
い
う
狩
人
、
先
年
白
見
山
で
雨
に
降
り
込

め
ら
れ
て
、
霧
の
た
め
に
山
を
出
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
木
の
根
に
も

た
れ
て
一
夜
を
明
か
し
た
が
、
夜
が
明
け
て
雨
が
晴
れ
た
の
で
、
そ
こ
を

歩
き
出
す
と
、
ひ
ど
く
深
い
谷
へ
落
ち
た
。
そ
の
時
に
向
こ
う
か
ら
髪
を

お
ど
ろ
に
振
り
乱
し
た
女
が
や
っ
て
来
る
の
に
逢
っ
た
。
著
物
は
全
く
ち

ぎ
れ
裂
け
、
素
足
で
あ
っ
た
が
、
た
し
か
に
人
間
で
あ
っ
た
。
鉄
砲
を
さ

し
向
け
る
と
、
た
だ
笑
う
ば
か
り
で
あ
る
。
幾
度
も
打
と
う
打
と
う
と
規

い
な
が
ら
打
ち
か
ね
て
い
る
う
ち
に
、
女
は
飛
ぶ
よ
う
に
し
て
駆
け
出
し

て
、
谷
の
奥
へ
は
い
っ
て
見
え
な
く
な
っ
た
。
後
に
聞
い
た
話
で
は
、
こ

れ
は
小
田
村
の
狂
女
で
、
四
、
五
年
前
家
出
を
し
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
お

ん
な
だ
っ
た
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
白
見
に
い
た
の
か
と
人
々

は
話
し
合
っ
て
い
た
が
、
は
た
し
て
そ
の
女
が
狂
女
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。
(
遠
野
物
語
拾
遺
一
一
一
)

、
•• 

，
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小
国
村
の
狂
女
が
家
出
し
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
。
神
隠
し
と
は
語
ら
れ
て

い
な
い
が
、
山
に
入
っ
て
異
郷
の
者
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
村
の
者
た



ち
が
噂
を
し
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
神
隠
し
に
あ
っ

た
女
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
狩
人
は
、
後
か

ら
そ
の
女
は
小
国
村
の
狂
女
だ
と
聞
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
で
は
、
女

は
子
ど
も
を
負
ぶ
っ
て
は
い
な
い
。
が
、
そ
の
姿
か
ら
十
分
に
山
姥
の
幻
想
を

ま
と
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
小
国
村
の
誰
で
あ
る
と
そ
の
素
性
に
つ

い
て
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
女
は
狩
人
に
こ
と
ば
を
か
け
ず
に
山
姥

の
よ
う
に
山
奥
に
行
っ
て
し
ま
う
。
明
ら
か
に
異
郷
の
存
在
な
の
だ
。

つ
ま
り
、
こ
の
狩
人
が
遭
遇
し
た
女
は
、
村
の
女
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
こ

と
を
忘
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
と
見
て
い
い
。
こ
れ
は
、
も
と

も
と
女
が
狂
女
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
話
の
読
み
手
が
、
村
の
女
か
ら
異
郷
の

存
在
に
な
っ
て
い
く
女
の
心
の
悲
痛
を
体
験
で
き
な
い
の
も
最
初
か
ら
こ
の
女

が
狂
女
だ
と
い
う
設
定
の
故
で
あ
る
。

F
と
G
の
話
を
重
ね
て
考
え
て
み
よ
う
。
山
に
入
っ
た
村
の
男
は
異
郷
の
存

在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
女
に
出
会
う
。

F
で
は
、
女
は
異
郷
の
恐
ろ
し
い
山
姥

の
よ
う
に
見
え
た
。
だ
か
ら
そ
れ
な
り
の
禍
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方

G

で
は
、
狩
人
は
判
断
を
猶
予
し
た
。
後
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
ど
こ
ど
こ
の
誰

だ
と
い
う
解
釈
が
施
さ
れ
、
男
は
禍
を
被
る
こ
と
か
ら
免
れ
た
。

F
と
G
も
山
の
中
で
異
郷
の
女
と
出
会
っ
た
話
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
神
隠

し
の
系
列
の
中
に
置
い
て
考
え
れ
ば
、

F
は
、
す
で
に
山
姥
幻
想
の
側
に
女
が

変
化
し
つ
つ
あ
り
、
神
隠
し
幻
想
を
脱
し
つ
つ
あ
る
話
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る。

G
は
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
哀
れ
な
狂
女
の
話
で
あ
り
、
正
確
に
は
神
隠

し
に
あ
っ
た
女
と
い
う
幻
想
を
そ
れ
ほ
ど
ま
と
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
神
隠

し
幻
想
に
取
り
込
ま
れ
る
す
前
の
話
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

例
え
ば
次
の
話
な
ど
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

H 

白
望
の
山
続
き
に
離
森
と
い
ふ
所
あ
り
。
そ
の
小
字
に
長
者
屋
敷
と
い

ふ
は
、
全
く
の
無
人
の
境
な
り
。
こ
こ
に
行
き
て
炭
を
焼
く
者
あ
り
き
。

あ
る
夜
そ
の
小
屋
の
垂
れ
菰
を
か
か
げ
て
、
内
を
窺
ふ
者
を
見
た
り
。
髪

を
長
く
二
つ
に
分
け
て
垂
れ
た
る
女
な
り
。
こ
の
あ
た
り
に
で
も
深
夜
の

女
の
叫
ぴ
声
を
聞
く
こ
と
は
珍
し
か
ら
ず
。
(
遠
野
物
語
三
四
)

I 

佐
々
木
氏
の
祖
父
の
弟
、
白
望
に
茸
を
採
り
に
行
き
て
宿
り
し
夜
、
谷

を
闇
て
た
る
あ
な
た
の
大
な
る
森
林
の
前
を
横
ぎ
り
て
、
女
の
走
り
行
く

を
見
た
り
。
中
空
を
走
る
や
う
に
思
は
れ
た
り
。
待
ち
て
や
ア
と
二
声
ば

か
り
呼
ば
は
り
た
る
を
聞
け
り
と
ぞ
。
(
遠
野
物
語
三
五
)

こ
の
白
望
山
は
、

G
(拾
遺
一
一
一
)
の
話
に
あ
る
白
見
山
の
こ
と
で
あ
る
。

G
で
出
会
っ
た
白
見
山
の
女
は
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
狂
女
と
解
釈
さ
れ
た
。

こ
の
閉
じ
白
見
山
に
出
没
す
る
H
と
I
の
女
も
ま
た
狂
女
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
女
の
素
性
の
解
釈
は
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ほ
ん
の
少
し
説
明
を
加

え
れ
ば
い
く
ら
で
も
神
隠
し
諦
に
な
り
得
る
話
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
神

隠
し
の
系
列
に
連
な
る
話
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
神
隠
し
諒
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
話
で
も
、

実
は
、
神
隠
し
語
の
系
列
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
最
初
に
あ
げ
た
サ
ム
ト
の
婆
の
よ
う
な
神
隠
し
の
話
は
、
遠

野
物
語
で
は
か
な
り
の
広
が
り
を
持
つ
話
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
話
で
あ
っ
て
も
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
神
隠
し
露
で

あ
る
。

( 12 ) 



山
々
の
奥
に
は
山
人
住
め
り
、
栃
内
村
和
野
の
佐
々
木
嘉
兵
衛
と
い
ふ

人
は
今
も
七
十
余
に
て
生
存
せ
り
。
こ
の
翁
若
か
り
し
頃
猟
を
し
て
山
奥

に
入
り
し
に
、
は
る
か
な
る
岩
の
上
に
美
し
き
女
一
人
あ
り
て
、
長
き
黒

髪
を
枕
り
て
ゐ
た
り
。
顔
の
色
は
き
は
め
て
白
し
。
不
適
の
男
な
れ
ば
直

に
銃
を
差
し
向
け
て
打
ち
放
せ
し
に
弾
を
応
じ
て
倒
れ
た
り
。
そ
こ
に
駆

け
付
け
て
見
れ
ば
、
身
の
た
け
高
き
女
に
て
、
解
き
た
る
黒
髪
は
ま
た
そ

の
た
け
よ
り
も
長
か
り
き
。
後
の
験
に
せ
ば
や
と
思
ひ
て
そ
の
髪
を
い
さ

わ
が

さ
か
切
り
取
り
、
こ
れ
を
結
ね
て
懐
に
入
れ
、
や
が
て
家
路
に
向
か
ひ
し

に
、
道
の
程
に
て
耐
へ
が
た
く
睡
眠
を
催
し
け
れ
ば
、
し
ば
ら
く
物
陰
に

立
ち
寄
り
て
ま
ど
ろ
み
た
り
。
そ
の
間
夢
と
現
と
の
境
の
や
う
な
る
時
に
、

こ
れ
も
丈
の
高
き
男
一
人
近
よ
り
て
懐
中
に
手
を
差
し
入
れ
、
か
の
結
ね

た
る
黒
髪
を
取
り
返
し
立
ち
去
る
と
見
れ
ば
た
ち
ま
ち
睡
り
は
覚
め
た
り
。

山
男
な
る
べ
し
と
い
へ
り
。
(
遠
野
物
語
三
)

山
男
の
妻
と
思
わ
れ
る
女
は
、
神
隠
し
に
あ
っ
た
女
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
山
女
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
ま

で
見
て
き
た
神
隠
し
諒
の
展
開
の
仕
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
女
は

十
分
に
神
隠
し
に
あ
っ
た
女
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
神
隠
し
に
あ
っ
た

女
は
、
異
郷
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
か
つ
て
村
で
暮
ら
し
て
い
た

自
分
の
痕
跡
を
消
し
去
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
も
村
人
た
ち
は
そ

の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
次
の
話
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

K 

遠
野
の
裏
町
に
こ
う
あ
ん
様
と
い
う
医
者
が
あ
っ
て
、
美
し
い
一
人
娘

を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
娘
は
あ
る
日
の
夕
方
、
家
の
軒
に
出
て
表
通
り
を

眺
め
て
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
神
隠
し
に
な
っ
て
つ
い
に
行
方
が
知
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
年
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
家
の
勝
手
の
流
し

前
か
ら
、
一
匹
の
鮭
が
跳
ね
込
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
家
で
は
こ
の
魚
を

神
隠
し
の
娘
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
、
そ
れ
以
来
い
っ
さ
い
鮭
は
く

は
ぬ
こ
と
に
し
て
い
る
。
今
か
ら
七
十
年
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
(
遠
野
物

語
拾
遺
一
四

O
)

神
隠
し
に
あ
っ
た
娘
の
親
は
娘
は
鮭
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
鮭
を
食
わ
ぬ
こ

と
に
し
た
。
こ
れ
を

A
の
サ
ム
ト
の
婆
の
話
と
比
べ
て
み
る
と
そ
の
違
い
が
良

く
わ
か
る
だ
ろ
う
。
両
方
と
も
、
神
隠
し
に
あ
っ
た
娘
が
帰
っ
て
く
る
、
と
い

う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
が
、

A
で
は
娘
は
ま
だ
異
郷
の
側
の
存
在
に
な
り
き
っ

て
い
な
い
。
一
方
K
で
は
鮭
と
い
う
異
類
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
サ
ム
ト

の
婆
は
三
十
年
経
っ
て
帰
っ
た
き
た
が
、
こ
の

K
で
は
わ
ず
か
数
年
で
、
家
の

者
は
娘
が
鮭
に
な
っ
た
と
判
断
し
て
し
ま
う
。

お
そ
ら
く
、
身
内
を
神
隠
し
に
あ
っ
た
者
は
、
何
年
か
経
て
ば
も
う
帰
っ
て

こ
な
い
と
あ
き
ら
め
、
異
郷
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
一
方
で
は
、
帰
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
な
く
し
た

訳
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
揺
れ
動
く
心
性
が
、
こ
の
よ
う
な
両
極
端
の
神
隠

し
簡
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
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ー'-，、

「
神
隠
し
諦
」
の
物
語
性

以
上
、
遠
野
物
語
と
遠
野
物
語
拾
遺
に
お
け
る
様
々
な
神
隠
し
の
話
を
眺
め

て
き
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
境
界
状
態
に
お
い
て
生
起
し
た
出
来
事
の
叙
述



で
あ
る
。
事
実
の
話
で
あ
る
と
い
う
叙
述
の
さ
れ
方
を
し
て
は
い
る
が
、
い
ず

れ
も
一
定
の
様
式
に
よ
っ
て
話
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
様
式
性
を
も
っ
て
展

開
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
こ
れ
ら
の
話
を
こ
こ
で
は
「
神
隠
し
諒
」
と
呼
ん
で

い
る
の
だ
が
、
そ
の
様
式
と
は
、
次
の
二
つ
の
展
開
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

a
・
女
が
あ
る
日
失
除
す
る
。

・
何
年
か
経
っ
て
女
は
突
然
山
姥
の
よ
う
な
姿
で
山
か
ら
帰
っ
て
く
る
が
ま

た
山
へ
戻
っ
て
し
ま
う
。

b
・
山
に
入
っ
た
村
の
男
が
山
の
中
で
か
つ
て
失
除
し
た
女
に
出
会
う
。

・
女
は
異
郷
の
者
に
さ
ら
わ
れ
今
は
そ
の
妻
に
な
っ
て
い
る
と
語
る
。

こ
の
二
つ
の
様
式
に
沿
っ
て
遠
野
物
語
・
遠
野
物
語
拾
遣
の
神
隠
し
諒
は
展

開
し
て
い
る
が
、
実
は
、
個
々
の
話
は
様
式
に
沿
い
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
細
部

に
お
い
て
違
い
が
あ
る
。
そ
の
違
い
は
、
あ
る
意
味
で
微
妙
で
あ
る
。
例
え
ば
、

サ
ム
ト
の
婆
の

A
と
登
戸
の
老
婆
の

B
の
話
の
よ
う
に
、
同
じ
語
り
手
な
の
に

違
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。

C
の
よ
う
に

a
b
の
パ
タ
ー
ン
を
ま
た
い
で
い

る
よ
う
な
話
も
あ
る
。

G
の
よ
う
に
た
だ
山
で
神
隠
し
に
あ
っ
て
失
除
し
た
ら

し
い
女
に
出
会
っ
た
、
と
い
う
話
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、

K
の
よ
う
に
鮭
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
話
も
あ
る
。

様
式
性
に
沿
っ
て
展
開
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
、
神
隠
し
語
系
列

の
、
似
て
い
る
よ
う
で
細
部
が
違
う
話
を
集
め
て
、
分
類
す
れ
ば
二
系
統
の
話

に
ま
と
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
様
式
性
に
沿
っ
て
話
が
作
ら
れ
た
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
様
式
性
の
抽
出
な
の
で
は
な
く
、

あ
る
似
た

話
の
グ
ル
ー
プ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
細
部
の
違
い
を
持
っ
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
境
界
状
態
に
お
い
て
体
験
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
言
説
は
似
た
よ

う
な
も
の
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
は
、

細
部
に
お
い
て
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
境
界
状
態
に
お

け
る
当
事
者
の
心
理
が
普
通
で
は
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

普
通
で
は
な
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
が
、
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
の
世

か
ら
離
脱
す
る
こ
と
か
ら
向
こ
う
側
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
ま
で
の
、
揺
れ

動
く
心
理
や
ふ
る
ま
い
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
あ
り
、
そ
の
心
理
や
ふ
る
ま
い

が
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

様
々
な
神
隠
し
語
で
興
味
深
い
の
は
、
神
隠
し
に
あ
っ
た
女
の
心
意
が
わ
か

る
よ
う
に
描
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
語
り
手
の
視
線
は
あ
く
ま
で
も
村
人
の

側
で
あ
る
が
、
村
人
の
畏
れ
と
同
時
に
、
サ
ム
ト
の
婆
や
異
人
の
妻
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
女
の
家
人
に
会
い
た
い
と
い
う
痛
切
な
心
情
を
描
く
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
一
方
で
は
、
か
つ
て
失
践
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
女
が
た
だ
目
の
前

を
通
り
過
ぎ
る
恐
怖
を
描
く
。
そ
の
恐
怖
に
は
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
を
失
っ
て

し
ま
う
こ
と
の
恐
怖
も
ま
た
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
世
を
離
脱
す
る
と
き
の

痛
切
な
感
情
、
そ
し
て
離
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
へ
の
恐
怖
。
そ
れ
は
、
古
事
記

神
話
に
お
け
る
、
黄
泉
国
訪
問
神
話
で
の
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
両
者
の
葛

藤
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
ま
ず
イ
ザ
ナ
ミ
に
こ
の
世
に
戻
る
こ
と

を
願
い
、
イ
ザ
ナ
ミ
も
そ
れ
を
願
う
が
果
た
せ
な
い
。
あ
の
世
の
死
者
と
な
っ

た
イ
ザ
ナ
ミ
に
イ
ザ
ナ
キ
は
驚
き
逃
げ
出
す
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
か
つ
て
夫
で
あ
っ

た
男
を
追
い
か
け
る
。
こ
の
黄
泉
国
訪
問
神
話
に
お
け
る
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ

ナ
ミ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
個
々
の
場
面
が
個
々
の
神
隠
し
認
に
よ
っ
て
切
り
取
ら

れ
て
い
る
、
と
解
釈
し
て
も
よ
い
。
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こ
の
世
か
ら
向
こ
う
側
に
行
く
ま
で
に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
。
そ
の
タ
イ

ム
ラ
グ
の
聞
に
生
起
す
る
出
来
事
に
神
隠
し
語
は
集
中
し
て
い
る
。
こ
こ
で
そ

れ
を
境
界
状
態
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
境
界
状
態
に
お
け
る
、
揺
れ
動
く
心

理
や
ふ
る
ま
い
の
リ
ア
リ
テ
ィ
こ
そ
が
、
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
が
感
じ
取
る
「
物

語
性
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
物
語
性
は
、
時
間
を
超
越
的
し
た
自
在
な
語

り
手
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
物
語
で
は
な
か
な
か
描
け
な
い
。
む
し
ろ
、
事
実
の

よ
う
な
話
と
し
て
断
片
化
さ
れ
た
話
の
中
に
リ
ア
ル
に
顕
れ
る
。

恐
ら
く
柳
田
国
男
は
、
佐
々
木
喜
普
の
断
片
化
さ
れ
た
話
を
聞
き
な
が
ら
、

こ
こ
に
は
「
物
器
巴
が
あ
る
と
感
じ
取
っ
た
。
そ
の
「
物
証
巴
は
こ
こ
で
述
べ
る
「
物

語
性
」
と
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
、
神
隠
し
諒
で
は
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
「
物
語
性
」
が
最
も
よ
く
顕

れ
て
い
る
遠
野
物
語
の
話
を
紹
介
し
て
お
く
。

佐
々
木
氏
の
曾
祖
母
年
よ
り
て
死
去
せ
し
時
、
棺
に
取
り
納
め
親
族
の

者
集
ま
り
来
て
そ
の
夜
は
一
同
座
敷
に
て
寝
た
り
。
死
者
の
娘
に
て
乱
心

の
た
め
離
縁
せ
ら
れ
た
る
夫
人
も
ま
た
そ
の
中
に
あ
り
き
。
喪
の
聞
は
火

の
気
絶
や
す
こ
と
を
忌
む
が
所
の
風
な
れ
ば
、
祖
母
と
母
と
の
こ
人
の
み

は
、
大
な
る
囲
炉
裏
の
両
側
に
坐
り
、
母
人
は
傍
に
炭
飽
を
置
き
、
を
り

を
り
に
炭
を
継
ぎ
で
あ
り
し
に
、
ふ
と
裏
口
の
方
よ
り
足
音
し
て
来
る
者

あ
る
を
見
れ
ば
、
亡
く
な
り
し
老
女
な
り
。
平
生
腰
か
が
み
て
衣
物
の
裾

の
引
き
ず
る
を
、
三
角
に
取
り
上
げ
て
前
に
縫
ひ
つ
け
て
あ
り
し
が
、
ま

ざ
ま
ざ
と
そ
の
通
に
て
、
縞
目
に
も
目
覚
え
あ
り
。
あ
な
や
と
恩
ふ
間
も

な
く
、
二
人
の
女
の
坐
れ
る
炉
の
脇
を
通
り
行
く
と
て
、
裾
に
て
炭
取
り

に
さ
は
り
し
に
、
丸
き
炭
取
り
な
れ
ば
く
る
く
る
と
ま
は
り
た
り
。
母
人

は
気
丈
の
人
な
れ
ば
振
り
返
り
あ
と
を
見
送
り
た
れ
ば
、
親
縁
の
人
々
の

打
ち
臥
し
た
る
座
敷
の
方
へ
近
よ
り
行
く
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
か
の
狂
女
の

け
た
た
ま
し
き
声
に
て
、
お
ば
あ
さ
ん
が
来
た
り
と
叫
ぴ
た
り
。
そ
の
余

の
人
々
は
こ
の
声
に
睡
を
覚
し
た
だ
打
ち
驚
く
ば
か
り
な
り
し
と
い
へ
り
。

(
遠
野
物
語
二
二
)

参
照
し
た
文
献

石
井
正
巳
「
遠
野
物
語
の
誕
生
』
若
草
書
房

藤
井
貞
和
『
物
語
理
論
講
義
』
東
京
大
学
出
版
会

三
浦
佑
之
『
村
落
伝
承
論
』
五
柳
書
院

ご

O
O
O年

二
O
O
四
年

一
九
八
七
年

後
藤
総
一
郎
監
修
・
遠
野
常
民
大
学
編
著
「
注
釈
遠
野
物
語
』
筑
摩
書
房

菊
池
照
雄
『
山
深
き
遠
野
の
里
の
物
語
せ
よ
』
泉
社
一
九
八
九
年

『
佐
々
木
喜
普
全
集
I
』
遠
野
市
立
博
物
館
街
一
九
八
六
年

吉
本
隆
明
『
共
同
幻
想
論
』
角
川
文
庫
一
九
八
二
年
(
普
か
れ
た
の
は
一
九
六
八
年
)

一
九
九
七
年
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