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物語が導くものと物語がもたらすもの

物
語
が
導
く
も
の
と
物
語
が
も
た
ら
す
も
の

　
　 

「
除
夜
の
雪
」「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」「
蟹
工
船
」
を
手
掛
か
り
に
考
え
る 

　
　

平
　
井
　
修
　
成

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
全
く
傾
向
の
異
な
る
三
つ
の
作
品
で
あ
る
。
一

は
、
永
滝
五
郎
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
新
作
落
語
「
除
夜
の
雪
」。
桂
米
朝
師
の

名
高
座
の
録
音
が
残
っ
て
い
る
。
二
は
、
内
田
康
夫
の
「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た

夏
」。
所
謂
、
浅
見
光
彦
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
。
そ
し
て
三
は
、
余
り
に
も
有
名

な
小
林
多
喜
二
の
「
蟹
工
船
」。

　
落
語
と
、
娯
楽
性
の
強
い
ミ
ス
テ
リ
ー
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
。
三
作

品
は
、
ジ
ャ
ン
ル
が
異
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
内
容
も
大
き
く
相

違
し
て
い
る
。「
除
夜
の
雪
」
は
、
自
殺
し
た
女
性
の
幽
霊
が
、
生
前
よ
く
参

詣
に
来
て
い
た
寺
に
現
れ
る
と
い
う
、
怪
談
で
あ
る
。「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」

は
、
軽
井
沢
の
別
荘
で
家
族
と
一
夏
を
過
ご
す
小
学
五
年
生
の
浅
見
光
彦
が
、

そ
こ
で
起
こ
っ
た
難
事
件
を
解
決
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
。
そ
し
て
、「
蟹
工
船
」は
、

過
酷
な
労
働
に
耐
え
か
ね
た
蟹
工
船
・
博
光
丸
の
労
働
者
た
ち
が
、
弾
圧
に
抗

し
て
立
ち
上
が
る
様
子
を
描
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
。

　
し
か
し
、ジ
ャ
ン
ル
や
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、

こ
れ
ら
の
作
品
が
持
つ
「
読
者
（
落
語
の
場
合
は
聴
き
手
）
を
惹
き
付
け
る
力
」

に
は
、
あ
る
共
通
の
も
の
が
存
在
す
る
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
共
通

性
こ
そ
、
物
語
を
芸
術
た
ら
し
め
て
い
る
要
素
な
の
で
あ
る
。

一
　
作
品
の
魅
力
に
つ
い
て

　
最
初
に
、
こ
れ
ら
三
作
品
の
、
各
々
の
魅
力
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
考
察

は
、
余
り
に
も
主
観
的
で
恣
意
的
な
も
の
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
（
魅
力

な
ど
と
い
う
言
葉
自
体
が
曖
昧
だ
）。
し
か
し
、
考
察
は
、
実
は
客
観
性
を
持
っ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
後
に
述
べ
よ
う
。
先
ず
は
、
作
品
の
分
析
を
通
じ
て
、

魅
力
的
と
思
わ
れ
る
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
ー
１
「
除
夜
の
雪
」

　
雪
の
積
も
っ
た
大
晦
日
の
夜
、
大
阪
の
街
中
に
あ
る
寺
。
庫
裏
に
、
兄
弟
子

の
大
念
、
弟
弟
子
の
悦
念
、
珍
念
の
三
人
の
小
僧
さ
ん
が
集
ま
っ
て
、
除
夜
の

鐘
を
撞
く
時
刻
を
待
っ
て
い
る
。
こ
の
寺
に
十
一
年
も
修
行
を
続
け
て
い
る
大

念
は
、
一
月
に
来
た
悦
念
、
来
て
ま
だ
三
月
の
珍
念
に
、
雪
の
夜
に
鐘
を
撞
く

苦
労
を
話
し
て
聞
か
せ
る
。
苦
労
話
は
、
や
が
て
住
職
の
吝
嗇
に
対
す
る
愚
痴

と
な
り
、
珍
念
が
持
ち
出
し
て
来
た
、
小
僧
に
は
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な

い
堅
炭
を
火
鉢
に
焼
べ
、
玉
露
を
飲
み
、
鰯
の
丸
干
し
ま
で
食
べ
て
、
延
々
と

続
く
。

　
そ
こ
へ
「
伏
見
屋
の
御
寮
人
さ
ん
」
が
訪
ね
て
く
る
。「
ず
っ
と
以
前
に
お

借
り
し
と
お
り
ま
し
た
提
灯
を
お
返
し
に
あ
が
り
ま
し
た
」（
注
１
）
と
い
う

の
で
あ
る
。

　「
伏
見
屋
の
御
寮
人
さ
ん
」
が
帰
っ
た
後
、
大
念
は
、
二
人
の
弟
弟
子
に
、

彼
女
が
と
て
も
気
の
毒
な
身
の
上
で
あ
る
こ
と
を
語
る
。若
旦
那
に
望
ま
れ
て
、

大
店
の
伏
見
屋
に
嫁
入
っ
た
彼
女
は
、貧
し
い
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
、

結
婚
に
反
対
で
あ
っ
た
姑
か
ら
、
毎
日
々
々
ひ
ど
い
虐
め
を
受
け
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
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そ
の
話
を
し
て
い
る
最
中
、
本
堂
で
鐘
が
一
つ
鳴
る
。

　「
誰
も
居
ら
ん
本
堂
の
鐘
が
鳴
っ
た
り
、
木
魚
が
鳴
っ
た
り
す
る
時
に
は
、

檀
家
に
死
人
が
で
き
た
時
や
。
び
っ
く
り
せ
え
で
も
え
え
。
古
い
寺
に
は
そ
ん

な
こ
と
は
ぎ
ょ
う
さ
ん
あ
る
の
や
。」

と
、
大
念
は
言
う
。

　
次
い
で
、
積
も
っ
た
雪
の
ど
こ
に
も
御
寮
人
さ
ん
の
足
跡
が
な
い
こ
と
に
気

付
き
、
三
人
が
気
味
悪
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
伏
見
屋
か
ら
使
い
の
者
（
藤

助
）
が
来
て
、
御
寮
人
さ
ん
が
自
殺
し
た
こ
と
を
告
げ
る
。

　
使
い
は
、
顔
馴
染
み
の
大
念
に
、
姑
の
嫁
い
び
り
の
凄
ま
じ
さ
、
御
寮
人
さ

ん
に
と
っ
て
は
こ
の
寺
に
参
詣
す
る
こ
と
だ
け
が
息
抜
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
語

る
。「
お
別
れ
に
来
や
は
っ
た
ん
や
な
あ
。」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
嫁
と
姑
の
関
係
、
出
身
の
家
の
格
差
と
い
っ
た
、
人
々
に
と
っ

て
馴
染
み
深
い
社
会
的
な
話
題
が
存
在
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
教
訓
的
な
物

語
と
し
て
、
こ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
噺
の
末
尾
に
あ

る
よ
う
な
、「
釣
り
合
わ
ぬ
は
不
縁
の
因
」
と
い
う
処
世
術
を
教
え
る
も
の
と

す
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
、
格
差
に
拘
る
固
陋
へ
の
抗
議
を
読
み
取
る
こ
と
も
出

来
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、「
除
夜
の
雪
」
が
何
度
聴
い
て
も
飽
き
な
い
の
は
、
こ
の
悲
し
い

物
語
の
背
後
に
流
れ
る
冬
の
夜
の
寺
の
風
情
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
風
情
は
、
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
夜
の
寒
さ
を
語
る
次
の
よ
う
な
台
詞
。

…
…
い
っ
そ
雪
で
も
降
っ
て
て
く
れ
た
ほ
う
が
え
え
ね
や
。
こ
の
、
宵
に

や
ん
で
、ピ
シ
ー
ッ
と
積
も
っ
て
る
と
い
う
や
つ
が
一
番
か
な
わ
ん
ね
ん
。

夜
中
に
、
グ
ー
と
風
で
も
吹
い
た
ら
冷
え
込
み
方
と
い
う
の
は
も
う
こ
た

え
ら
れ
ん
で
。
…
…

　
鰯
の
丸
干
し
を
食
べ
る
場
面
で
は
、

…
…
ウ
ワ
ァ
、
こ
れ
、
あ
か
ん
あ
か
ん
。
そ
ん
な
も
ん
火
の
中
へ
…
…
そ

ん
な
こ
と
し
た
ら
、
バ
ー
と
臭
い
が
こ
の
へ
ん
に
一
杯
に
な
る
が
な
。
こ

の
大
晦
日
て
な
も
の
は
な
、
夜
更
け
て
か
ら
で
も
人
が
よ
う
入
っ
て
き
た

り
す
る
も
ん
や
。
ガ
ラ
ッ
と
開
け
て
、
プ
ー
ン
と
魚
を
焼
く
臭
い
で
も
し

て
て
み
い
。
何
を
言
わ
れ
る
や
わ
か
ら
ん
が
な
。
あ
の
…
…
お
布
施
を
包

ん
だ
紙
が
あ
る
や
ろ
。
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
五
、
六
枚
持
っ
と
い
で
。
寺
の

魚
の
焼
き
方
と
い
う
や
つ
を
教
え
た
る
さ
か
い
な
。
…
…

　
噺
の
最
後
は
、
御
寮
人
さ
ん
の
自
殺
を
告
げ
に
き
た
藤
助
が
、
嫁
い
び
り
の

話
を
一
頻
り
語
っ
た
後
、
大
念
に
暇
乞
い
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

藤
助
「
…
…
え
ら
い
長
居
を
し
ま
し
た
。
…
…
あ
あ
、
除
夜
の
鐘
が
鳴
り

だ
し
ま
し
た
な
あ
」

大
念
「
珍
念
と
、
悦
念
が
最
前
、
鐘
撞
堂
の
ほ
う
へ
行
っ
た
さ
か
い
、
打

ち
出
し
た
ン
」

藤
助
「
さ
よ
か
。
こ
こ
に
提
灯
。
あ
っ
ち
に
釣
鐘
。
…
…
釣
り
合
わ
ぬ
は

不
縁
の
因
だ
ん
な
」

　
冬
の
夜
の
寒
さ
、
寺
で
魚
肉
を
食
べ
る
こ
と
へ
の
遠
慮
、
鳴
り
始
め
る
除
夜

の
鐘
。
そ
れ
ら
が
、
会
話
を
通
じ
て
き
わ
め
て
丁
寧
に
描
写
さ
れ
、
大
晦
日
の

寺
の
夜
の
雰
囲
気
を
、
聴
き
手
に
活
き
活
き
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い

る
。

　
噺
は
、
優
れ
た
俳
句
の
よ
う
な
季
節
感
を
湛
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

れ
に
し
て
も
、
大
晦
日
の
夜
の
こ
う
し
た
描
写
と
、
先
述
し
た
社
会
的
話
題
と
、

聴
き
手
の
心
に
訴
え
か
け
る
に
何
れ
が
主
で
何
れ
が
従
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
自
体
が
無
意
味
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
疑
問
は
、
し
ば
ら
く
伏
せ
て
、
次
の
作
品
を
眺
め
る
こ
と
に
す
る
。
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物語が導くものと物語がもたらすもの

一
ー
２
「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」

　
内
田
康
夫
は
、
名
探
偵
浅
見
光
彦
が
難
事
件
を
解
決
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
を
、

数
多
く
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
、「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」
は
、

少
し
特
異
な
位
置
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
浅
見
光
彦
の
少
年
時
代
＝
小
学
五
年

生
の
夏
休
み
が
描
か
れ
る
の
だ
。

　「「
名
探
偵
」浅
見
光
彦
の
少
年
時
代
を
書
き
た
い
と
、ず
っ
と
以
前
か
ら
思
っ

て
い
た
の
が
、
よ
う
や
く
成
就
し
た
作
品
が
こ
れ
で
す
。」
と
、「
あ
と
が
き 

ぼ
く
が
少
年
だ
っ
た
頃
」（
注
２
）
に
あ
る
。

　
物
語
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
夏
休
み
。
光
彦
少
年
の
一
家
は
、
軽
井
沢
の
浅
見
家
の
別
荘
に
出
掛
け
る
。

光
彦
は
、
現
地
の
自
転
車
店
の
息
子
・
峰
男
と
友
達
で
あ
る
。
こ
の
二
人
に
、

光
彦
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
で
、
軽
井
沢
に
あ
る
父
の
実
家 

　 

喫
茶
店
を
経
営
し

て
い
る 

　 

に
来
て
い
る
少
女
・
本
島
衣
理
も
加
わ
り
、
美
し
い
避
暑
地
を
舞

台
に
、
少
年
少
女
の
〈
冒
険
〉
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
〈
冒
険
〉
の
中
で
、
浅
見
光
彦
の
、
後
に
「
名
探
偵
」
と
な
る
資
質
が

示
さ
れ
る
。
鋭
い
観
察
力
と
推
理
力
で
、
警
察
の
捜
査
の
盲
点
を
補
い
、
難
事

件
の
解
決
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
。
ミ
ス
テ
リ
ー
と
し
て
の
面
白
さ
は
、

こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
が
作
品
の
魅
力
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
作
品
を
支
え

る
最
も
大
き
な
力
は
、作
品
全
体
に
通
奏
低
音
の
様
に
流
れ
る
「
軽
井
沢
の
夏
」

か
も
知
れ
な
い
の
だ
。

　
突
き
抜
け
る
よ
う
に
高
く
、
青
い
空
。
カ
ラ
マ
ツ
林
の
中
で
鳴
き
か
わ

す
カ
ッ
コ
ウ
。
キ
ジ
や
、
ウ
サ
ギ
や
、
時
に
は
キ
ツ
ネ
ま
で
が
庭
先
を
横

切
っ
て
ゆ
く
。
軽
井
沢
に
は
東
京
と
は
ち
が
う
空
気
と
、
驚
く
よ
う
な
奇

跡
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
素
材
が
何
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
を
読
者
に
、
あ
る
方
向
性
を

以
て
表
象
さ
せ
る
力
が
な
け
れ
ば
、作
品
は
読
者
を
打
つ
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

読
者
の
記
憶
に
予
め
用
意
さ
れ
た
幻
想
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
主
に
は
表
現
的

努
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
実
現
さ
れ
て
行
く
。

　
先
の
引
用
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
、
作
中
に
鏤
め
ら
れ
て
い
る
。

　
四
日
ぶ
り
に
、
峰
男
く
ん
と
森
へ
出
か
け
た
。
ま
だ
夏
の
盛
り
の
つ
も

り
で
い
る
け
れ
ど
、森
の
様
子
が
か
す
か
に
変
化
し
て
い
る
の
を
感
じ
る
。

草
や
木
の
葉
の
色
が
、
ほ
ん
の
少
し
黄
ば
ん
で
、
秋
の
気
配
が
忍
び
寄
っ

て
い
る
の
だ
。

　
地
面
の
上
に
、
カ
ブ
ト
ム
シ
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
死
ん
で
い
る
の
を
見

る
と
、
あ
あ
、
夏
も
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か 

　 

と
寂
し
く
な
る
。

　「
除
夜
の
雪
」
と
同
じ
く
、
こ
こ
に
も
、
因
果
的
な
連
続
に
よ
っ
て
組
み
立

て
ら
れ
る
物
語
と
、〈
風
情
〉
と
が
共
存
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
共
存
は
、
実
は
、
小
説
を
代
表
と
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
持
っ
た

作
品
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」

で
は
、
亡
き
桐
壺
の
更
衣
へ
の
、
帝
の
思
い
が
、
急
に
秋
め
く
季
節
の
移
ろ
い

と
共
に
語
ら
れ
る
。

野
分
た
ち
て
、
に
は
か
に
膚
寒
き
夕
暮
の
程
、
つ
ね
よ
り
も
、
お
ぼ
し
出

づ
る
こ
と
多
く
て
、
靫
負
の
命
婦
と
い
ふ
を
つ
か
は
す
。
夕
月
夜
の
を
か

し
き
程
に
、
い
だ
し
た
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
な
が
め
お
は
し
ま
す
。

　
ま
た
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
ヴ
ィ
ン
監
督
の
「
湖
畔
の
ひ
と
月
」（
注
３
）
は
、

ミ
ス
・
ベ
ン
ト
リ
ー
、
ウ
ィ
ル
シ
ョ
ー
少
佐
、
ミ
ス
・
ボ
ー
モ
ン
ト
の
三
角
関

係
を
中
心
に
し
た
恋
愛
映
画
で
あ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
の
高
級
リ
ゾ
ー
ト
地
、
コ

モ
湖
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
が
、
作
品
を
印
象
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、「
湖
畔
の
ひ
と
月
」に
は
、物
語
の
中
で
さ
ほ
ど
重
要
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
は
な
い
が
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
フ
ァ
シ
ス
ト
党
の
活
動
す
る
場
面
が
、
挿

入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
快
適
な
リ
ゾ
ー
ト
地
の
日
々
が
、
や
が
て
終
わ
る
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こ
と
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
日
々
は
切
な
い
ま
で
に
美
し

く
印
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」
に
も
、
同
様
の
仕
掛
け
は
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

少
年
達
に
、
ほ
ん
の
少
し
現
代
の
格
差
社
会
の
影
が
差
し
て
い
る
。
光
彦
と
峰

男
は
、
早
朝
に
、
カ
ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
を
捕
り
に
森
へ
入
り
、
朝
食
の
前

に
引
き
上
げ
る
。
光
彦
は
峰
男
に
、
別
荘
に
寄
っ
て
一
緒
に
朝
食
を
食
べ
て
行

く
よ
う
に
誘
う
が
、

　
彼
は
絶
対
に
「
う
ん
」
と
は
言
わ
な
い
。「
う
ち
に
帰
っ
て
食
べ
る
」

と
言
う
の
だ
が
、
た
ぶ
ん
、
家
の
人
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
そ
ん
な
風
に
、
町
の
人
と
別
荘
の
人
間
と
の
間
に
、
目
に
見
え
な
い
垣

根
が
あ
る
こ
と
を
、
ぼ
く
も
う
す
う
す
感
じ
て
い
た
。

　「
湖
畔
の
ひ
と
月
」
で
、
迫
り
来
る
戦
争
の
影
が
、
リ
ゾ
ー
ト
地
の
日
々
を

よ
り
美
し
く
見
せ
る
の
に
与
っ
て
力
が
あ
る
よ
う
に
、
や
が
て
否
応
な
く
思
い

知
ら
さ
れ
る
は
ず
の
大
人
の
現
実
が
、
軽
井
沢
の
夏
を
、
眩
し
い
ほ
ど
美
し
い

も
の
に
し
て
い
る
の
だ
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ミ
ス
テ
リ
ー
特
有
の
ト
リ
ッ
ク
の
解
明
よ
り

も
、
こ
ち
ら
が
作
品
の
主
題
だ
な
ど
と
言
う
の
は
、
早
計
で
あ
る
。

　
判
断
は
、
ま
だ
し
ば
ら
く
留
保
し
て
お
こ
う
。

一
ー
３
「
蟹
工
船
」

　
次
に
扱
う
も
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
品
、
小
林
多
喜
二
の
「
蟹
工
船
」

で
あ
る
。「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」
が
、
大
臣
と
ゴ
ル
フ
を
す
る
よ
う
な
父
、

同
じ
く
エ
リ
ー
ト
の
兄
を
持
つ
、
ア
ッ
パ
ー
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
少
年
を
主
人
公

と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
の
主
人
公
は
、
劣
悪
な
環
境
に
呻
吟
す
る
労

働
者
の
群
れ
で
あ
る
。

　
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
で
作
業
す
る
蟹
工
船
は
、「「
工
船
」（
工
場
船
）
で
あ
っ
て
、

「
航
船
」
で
は
な
い
。
だ
か
ら
航
海
法
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
」。
ま
た
、
蟹
工

船
に
は
「
勿
体
な
い
程
の
保
険
が
つ
け
て
あ
る
ん
だ
。
ボ
ロ
船
だ
、沈
ん
だ
ら
、

か
え
っ
て
得
す
る
ん
だ
」。
作
品
は
、
資
本
家
た
ち
に
莫
大
な
利
益
を
も
た
ら

す
こ
の
よ
う
な
事
業
の
仕
組
み
を
伝
え
な
が
ら
、
労
働
者
た
ち
へ
の
過
酷
極
ま

り
な
い
取
扱
い
を
描
い
て
行
く
。
こ
う
し
た
状
況
に
怒
っ
た
労
働
者
た
ち
は
ス

ト
ラ
イ
キ
を
起
こ
す
が
、
駆
け
つ
け
て
来
た
海
軍
の
駆
逐
艦
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ

れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
労
働
者
た
ち
は
、
再
び
ス
ト
ラ
イ
キ
を
目
指
し
て
立

ち
上
が
る
。

　
昭
和
四
年
に
発
表
さ
れ
た
、
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
古
典
が
、
現
代
に

於
い
て
脚
光
を
浴
び
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
二
十
年
一
月
九
日
、

毎
日
新
聞
の
東
京
版
・
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
た
高
橋
源
一
郎
・
雨
宮
処
凛
の
対
談

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　「
格
差
社
会:

08
年
の
希
望
を
問
う
」
と
題
さ
れ
た
そ
れ
は
、

　
雨
宮
　
昭
和
初
期
の
作
品
で
す
が
、
た
ま
た
ま
昨
日
、『
蟹
工
船
（
か

に
こ
う
せ
ん
）』
を
読
ん
で
、
今
の
フ
リ
ー
タ
ー
と
状
況
が
似
て
い
る
と

思
い
ま
し
た
。

　
高
橋
　
偶
然
で
す
が
、
僕
が
教
え
て
い
る
大
学
の
ゼ
ミ
で
も
最
近
読
み

ま
し
た
。
そ
し
て
意
外
な
こ
と
に
、学
生
の
感
想
は
「
よ
く
分
か
る
」
だ
っ

た
。
僕
は
以
前
、「
昔
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
い
う
も
の
が
い
た
ん
だ
」
と
、

こ
の
小
説
を
歴
史
と
し
て
読
ん
だ
け
れ
ど
、
今
の
子
は
「
こ
れ
、
自
分
と

同
じ
だ
よ
」
と
な
る
ん
で
す
ね
。

と
言
っ
た
発
言
を
含
む
。

　
そ
し
て
、
九
月
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
、
年
末
の
日
比
谷
公
園
で
の
年
越
し

派
遣
村
開
設
に
象
徴
さ
れ
る
、
長
期
不
況
と
非
正
規
労
働
者
の
増
加
と
い
う
社

会
状
況
を
背
景
に
、「
蟹
工
船
」
は
一
種
の
ブ
ー
ム
と
な
る
。

　
小
説
が
、
そ
れ
が
内
包
す
る
思
想
に
よ
っ
て
読
者
を
揺
り
動
か
す
、
典
型
例
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物語が導くものと物語がもたらすもの

の
様
に
見
え
る
。
し
か
し
、「
蟹
工
船
」
の
伝
え
る
思
想
そ
の
も
の
は
、
か
な

り
単
純
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
枚
の
ア
ジ
ビ
ラ
に
要
約
す
る
こ
と
さ
え
、
出
来

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　「
蟹
工
船
」
が
読
者
を
圧
倒
す
る
の
は
、
そ
の
精
緻
な
描
写
で
あ
る
。

　
寝
る
前
に
、
漁
夫
達
は
垢
で
ス
ル
メ
の
よ
う
に
ガ
バ
ガ
バ
に
な
っ
た
メ

リ
ヤ
ス
や
ネ
ル
の
シ
ャ
ツ
を
脱
い
で
、
ス
ト
ー
ヴ
の
上
に
広
げ
た
。
囲
ん

で
い
る
も
の
達
が
、
炬
燵
の
よ
う
に
各
々
そ
の
端
を
も
っ
て
、
熱
く
し
て

か
ら
バ
タ
バ
タ
と
ほ
ろ
っ
た
。
ス
ト
ー
ヴ
の
上
に
虱
や
南
京
虫
が
落
ち
る

と
、
プ
ツ
ン
、
プ
ツ
ン
と
、
音
を
た
て
て
、
人
が
焼
け
る
時
の
よ
う
な
生
ッ

臭
い
臭
い
が
し
た
。
熱
く
な
る
と
、
居
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
虱
が
、
シ
ャ

ツ
の
縫
目
か
ら
、
細
か
い
沢
山
の
足
を
夢
中
に
動
か
し
て
、
出
て
来
る
。

つ
ま
み
上
げ
る
と
、
皮
膚
の
脂
肪
ッ
ぽ
い
コ
ロ
ッ
と
し
た
身
体
の
感
触
が

ゾ
ッ
と
き
た
。
か
ま
き
り
虫
の
よ
う
な
、
無
気
味
な
頭
が
、
そ
れ
と
分
る

程
肥
え
て
い
る
の
も
い
た
。

　
文
章
に
よ
っ
て
何
か
が
描
写
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
表
象
の
立
ち
上
げ
は
、
二

つ
の
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
一
は
、
文
章
そ
の
も
の
で
あ
る
。
二
は
、
文
章

を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
る
、
読
者
の
心
中
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
山
口
素
堂
の
句
「
目
に
は
青
葉 

山
ほ
と
と
ぎ
す 

初
が
つ
を
」
は
、
後
者
の

依
存
に
賭
け
た
優
れ
た
実
現
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
の
ケ
ー
ス
、
文
章
そ
の
も
の
へ
の
依
存
が
強
く
な
れ
ば
、
作

品
は
読
み
づ
ら
い
も
の
と
な
る
惧
れ
が
あ
る
。
提
供
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
読

者
が
予
め
持
っ
て
い
る
そ
れ
と
齟
齬
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
あ
る

い
は
、
こ
う
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
描
写
が
精
密
に
な
れ
ば
な
る
程
、
描
写
は
、

読
者
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
拘
束
し
よ
う
と
す
る
。
読
む
と
い
う
行
為
は
、
こ
の

拘
束
に
心
を
委
ね
る
行
為
で
あ
る
が
故
に
、
読
者
は
、
何
一
つ
読
み
落
と
す
ま

い
と
し
て
、
そ
の
緊
張
が
、
伸
び
や
か
な
想
像
力
の
発
現
を
妨
げ
て
し
ま
う
の

だ
と
。
つ
ま
り
、
描
写
の
精
密
さ
と
、
読
み
易
さ
と
は
、
反
比
例
の
関
係
に
あ

る
の
だ
。

　
こ
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
て
初
め
て
、
作
品
は
、
作
品
固
有
の
世
界
へ
読
者
を

誘
う
こ
と
が
出
来
る
。
読
者
を
圧
倒
す
る
精
緻
な
描
写
と
は
、
だ
か
ら
一
種
の

ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
で
あ
り
、
た
ぐ
い
稀
れ
な
集
中
力
で
こ
の
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
を

や
っ
て
の
け
る
芸
人
を
、
我
々
は
大
文
章
家
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
小
林
多
喜
二

は
、
間
違
い
な
く
そ
の
よ
う
な
一
人
で
あ
る
（
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
彼

の
社
会
的
な
使
命
感
が
、
彼
の
文
章
家
と
し
て
の
力
を
削
い
で
い
る
面
は
あ

る
）。

　「
蟹
工
船
」
は
、
こ
う
し
た
精
緻
な
描
写
に
満
ち
て
い
る
。
こ
う
し
た
描
写

を
積
み
上
げ
て
、「
蟹
工
船
」
の
世
界
は
形
成
さ
れ
て
行
く
。

　
も
う
一
つ
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
波
は
風
呂
敷
で
も
つ
ま
み
上
げ
た
よ
う
に
、
無
数
に
三
角
形
に
騒
ぎ

立
っ
た
。
風
が
急
に
マ
ス
ト
を
鳴
ら
し
て
吹
い
て
行
っ
た
。
荷
物
に
か
け

て
あ
る
ズ
ッ
ク
の
覆
い
の
裾
が
バ
タ
バ
タ
と
デ
ッ
キ
を
た
た
い
た
。

「
兎
が
飛
ぶ
ど
オ
兎
が
！
」
誰
か
大
声
で
叫
ん
で
、右
舷
の
デ
ッ
キ
を
走
っ

て
行
っ
た
。
そ
の
声
が
強
い
風
に
す
ぐ
ち
ぎ
り
取
ら
れ
て
、
意
味
の
な
い

叫
び
声
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
。

　
も
う
海
一
面
、
三
角
波
の
頂
き
が
白
い
し
ぶ
き
を
飛
ば
し
て
、
無
数
の

兎
が
あ
た
か
も
大
平
原
を
飛
び
上
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
が
カ
ム

サ
ツ
カ
の
「
突
風
」
の
前
ブ
レ
だ
っ
た
。
に
わ
か
に
底
潮
の
流
れ
が
早
く

な
っ
て
く
る
。
船
が
横
に
身
体
を
ず
ら
し
始
め
た
。
今
ま
で
右
舷
に
見
え

て
い
た
カ
ム
サ
ツ
カ
が
、
分
ら
な
い
う
ち
に
左
舷
に
な
っ
て
い
た
。

　
こ
れ
を
例
え
ば
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
「
白
鯨
」
の
、

　
大
檣
帆
に
加
わ
っ
て
い
た
す
さ
ま
じ
い
緊
張
の
た
め
下
隅
索
が
ほ
ど
け

た
の
で
、
巨
大
な
帆
桁
が
後
甲
板
い
っ
ぱ
い
に
大
き
く
左
右
に
ぶ
ら
ぶ
ら
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と
揺
れ
だ
し
た
の
だ
。
こ
の
帆
桁
に
掃
き
飛
ば
さ
れ
て
、
ク
ィ
ー
ク
ェ
グ

に
手
荒
く
あ
し
ら
わ
れ
た
例
の
男
が
海
に
落
ち
た
。
一
同
、
こ
れ
に
は
色

を
失
っ
た
が
、
さ
り
と
て
帆
桁
を
捉
え
て
止
め
る
な
ど
は
と
て
も
狂
気
の

沙
汰
で
あ
る
。
帆
桁
は
ほ
と
ん
ど
一
秒
ご
と
に
前
後
左
右
に
は
ね
か
え
っ

て
、そ
の
た
び
ご
と
に
次
の
瞬
間
に
は
割
れ
砕
け
る
か
と
思
わ
れ
た
。（
注

４
）

と
い
っ
た
描
写
と
比
べ
て
み
る
が
い
い
。「
蟹
工
船
」
の
大
き
な
魅
力
が
那
辺

に
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
人
々
を
「
蟹
工
船
」
の
読
書
に
赴
か
せ
た
理
由
は
、現
下
の
社
会
情
勢
に
あ
っ

た
。「
蟹
工
船
」
を
読
み
終
え
た
後
に
、
多
く
の
人
々
が
見
出
す
の
は
、
直
面

す
る
現
実
と
描
か
れ
た
世
界
と
の
同
一
性
、
さ
ら
に
は
、
描
か
れ
た
世
界
が
示

唆
す
る
、
現
実
改
変
へ
の
知
恵
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
人
間
は
必
ず
し
も
、
自
ら
を
動
か
す
も
の
を
正
確
に
知
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
だ
（
注
５
）。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、「
あ
な
た
を

動
か
し
て
い
る
も
の
」
を
恣
意
的
に
決
め
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
が
。

二
　
魅
力
の
所
在
ー
所
有
し
得
な
い
も
の
と
し
て
の
〝
体
験
〟

　「
除
夜
の
雪
」「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」「
蟹
工
船
」
の
魅
力
を
考
え
て
き
た
。

三
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
〈
思
想
〉 

　 

ト
リ
ッ
ク
の
解
明
も
思
想
に
は

違
い
な
い 

　 

を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、魅
力
と
い
う
点
に
関
し
て
言
え
ば
、

そ
の
部
分
は
二
の
次
に
な
る
と
述
べ
た
。

　
こ
の
独
断
的
に
さ
え
見
え
る
命
題
の
証
明
こ
そ
が
、こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。

　「
除
夜
の
雪
」
の
口
演
者
で
も
あ
る
桂
米
朝
師
は
、
マ
ク
ラ
に
次
の
よ
う
な

話
を
降
る
こ
と
が
あ
る
。

も
う
こ
の
ご
ろ
、
た
い
が
い
の
は
な
し
は
み
な
さ
ん
が
た
、
よ
う
ご
存
じ

で
「
エ
ー
ま
た
あ
れ
か
ァ
」
て
な
も
ん
で
。
な
か
に
は
寄
席
や
落
語
会
な

ん
か
へ
お
越
し
に
な
り
ま
し
て
も
運
の
悪
い
方
は
そ
れ
ば
っ
か
り
に
ぶ
つ

か
っ
た
り
し
ま
し
て
、「
あ
の
噺
に
お
れ
取
り
つ
か
れ
て
る
の
や
な
い
や

ろ
か
」
な
ん
て
…
…
（
注
６
）

　
ま
た
、
歌
舞
伎
の
世
界
に
は
、「
ま
た
か
の
関
」
と
い
う
洒
落
が
あ
る
。『
勧

進
帳
』
の
上
演
回
数
の
多
い
こ
と
を
、そ
の
舞
台
と
な
っ
た
地
名
（
安
宅
の
関
）

に
か
け
て
皮
肉
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
何
れ
も
、
同
じ
作
品
を
何
度
も
観
た
り
聴
い
た
り
さ
せ
ら
れ
る
観
客
の
迷
惑

を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
逆
か
ら
見
れ
ば
、
何
度
も
同
じ
作
品
を
見
聞
き
す

る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
芸
能
の
事
情
を
示
し
て
い
る
。

　
だ
か
ら
、
あ
る
演
目
が
何
度
で
も
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
芝
居
の

独
参
湯
」
と
い
う
譬
喩
も
存
在
す
る
の
だ
。
独
参
湯
と
は
、気
付
け
薬
の
名
称
。

不
入
り
が
続
い
た
時
に
も
、
こ
の
演
目
を
出
せ
ば
必
ず
観
客
を
集
め
ら
れ
る
と

し
て
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』の
こ
と
を
指
す
。
人
気
の
気
付
け
薬
な
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
演
劇
の
場
合
、
同
じ
演
目
で
も
、
公
演
毎
に
全
く
同
じ
も
の
が

造
ら
れ
る
筈
は
な
い
。
演
出
の
違
い
も
あ
ろ
う
し
、
例
え
ば
、『
伽
羅
先
代
萩
』

の
政
岡
の
演
技
が
、
六
代
目
中
村
歌
右
衛
門
か
ら
坂
東
玉
三
郎
に
継
承
さ
れ
た

と
し
て
、
大
和
屋
が
成
駒
屋
の
カ
ー
ボ
ン
・
コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
望
ん

で
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。

　
落
語
の
場
合
も
同
様
で
、
同
じ
「
や
か
ん
」
で
も
、
桂
文
治
の
語
っ
た
も
の

と
立
川
談
志
の
そ
れ
と
で
は
、
決
定
的
に
違
う
。

　
加
え
て
、
同
じ
役
者
や
咄
家
が
、
一
つ
の
興
行
期
間
中
に
演
じ
語
る
場
合
も
、

そ
の
日
に
よ
っ
て
出
来
不
出
来
、
多
少
の
変
化
は
あ
る
。
だ
か
ら
、
同
じ
作
品

を
見
聞
き
す
る
こ
と
は
本
質
的
に
有
り
得
な
い
の
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る

事
は
間
違
い
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
観
客
、
聴
衆
の
気
持
ち
は
、
少
し
違
っ
て
い
る
。
彼
等
は
、
同
じ
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も
の
を
も
う
一
度
見
聞
き
し
た
い
場
合
が
あ
る
の
だ
。
平
成
三
年
、
新
装
開
場

し
た
京
都
南
座
。
鴈
治
郎
を
襲
名
し
た
ば
か
り
の
現
坂
田
藤
十
郎
が
藤
屋
伊
左

衛
門
を
演
じ
た『
廓
文
章
』。そ
の
明
る
く
華
や
か
な
舞
台
が
忘
れ
ら
れ
な
く
て
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
二
十
数
年
後
に
、
藤
十
郎
の
伊
左
衛
門
を
見
に
東

京
の
歌
舞
伎
座
ま
で
出
掛
け
て
行
く
人
間
は
、
確
か
に
い
る
の
で
あ
る
。

　
小
説
の
場
合
は
、
事
情
は
、
よ
り
単
純
に
な
る
。
文
字
に
定
着
さ
れ
た
も
の

は
、
変
化
し
よ
う
が
な
い
か
ら
だ
。
尤
も
、
改
訂
版
が
出
る
可
能
性
は
あ
る
。

し
か
し
、
改
訂
版
を
買
っ
た
り
借
り
た
り
せ
ず
に
、
自
分
の
蔵
書
を
読
み
返
す

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
何
度
も
読
み
返
さ
れ
る
本
の
こ
と
を
、

愛
読
書
と
い
う
。

　
人
は
な
ぜ
〈
読
み
返
す
〉
の
だ
ろ
う
か
。
読
み
返
せ
ば
、
新
し
い
発
見
が
生

ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
結
果
論
で
あ
っ
て
、
人
を
再

読
に
赴
か
せ
る
理
由
は
、
も
う
一
度
あ
の
舞
台
を
見
た
い
と
い
う
場
合
と
同
じ

く
、
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
時
の
、
あ
の
素
晴
ら
し
い
体
験
を
、
再
体
験
し
た
い

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
だ
が
、
な
ぜ
一
度
体
験
し
た
も
の
、
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
を
、
二
度
三
度

…
…
と
体
験
し
た
く
な
る
の
か
。

　
実
は
、
我
々
が
所
有
出
来
る
の
は
、
体
験
の
記
憶
だ
け
で
あ
っ
て
、
体
験
そ

の
も
の
で
は
な
い
か
ら
な
の
だ
。
例
え
ば
、
怪
我
を
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
て

も
痛
み
は
伴
わ
な
い
し
、
宝
く
じ
に
当
た
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
大
金
が

手
に
入
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
我
々
は
、
心
地
よ
い
、
あ
る
い
は
魅
力
的

な
体
験
の
記
憶
を
ト
リ
ガ
ー
に
、そ
の
再
体
験
に
赴
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

体
験
の
記
憶
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、再
体
験
を
忌
避
し
た
く
な
る
も
の
も
あ
る
。

手
酷
い
失
恋
の
記
憶
が
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
、
新
し
い
恋
に
踏
み
出
す
勇
気
を

失
っ
て
し
ま
う
な
ど
は
、
よ
く
聞
く
処
で
あ
る
。

　
一
方
、
体
験
に
基
づ
か
な
い
記
憶
も
ま
た
存
在
す
る
。
抽
象
的
な
も
の
や
概

念
的
な
も
の
が
そ
れ
で
、
電
話
番
号
や
住
所
、
数
学
や
物
理
学
の
定
理
が
、
典

型
で
あ
ろ
う
。
覚
え
て
い
て
調
べ
る
必
要
が
な
け
れ
ば
、
誰
も
電
話
帳
を
再
度

開
こ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
種
の
記
憶
は
、
そ
れ
が
意
識
に
上
っ
た
と
し
て
も
、
何
で
あ

れ
再
体
験
や
再
体
験
の
忌
避
を
促
す
力
は
持
た
な
い
の
だ
。

　「
除
夜
の
雪
」は
、何
度
聴
い
て
も
飽
き
な
い
咄
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、オ
ー

デ
ィ
オ
・
テ
ー
プ
や
Ｃ
Ｄ
と
い
っ
た
、
何
度
で
も
再
生
可
能
な
メ
デ
ィ
ア
が
発

売
さ
れ
て
い
る
の
だ（
注
７
）。読
者
層
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」
も
「
蟹
工
船
」
も
、
そ
れ
を
愛
読
書
と
す
る
多
く

の
人
々
が
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
等
三
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
〈
思
想
〉
を
含
ん
で
い
る
。

釣
り
合
わ
な
い
家
同
士
の
結
婚
は
不
幸
を
招
く
と
か
、
隠
さ
れ
た
ト
リ
ッ
ク
が

何
で
あ
る
と
か
、
労
働
者
階
級
は
団
結
し
て
資
本
家
を
打
ち
倒
す
べ
き
で
あ
る

と
か
。
こ
れ
等
は
概
念
で
あ
り
、
如
上
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
再
体
験
を
促

す
力
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
電
話
番
号
と
同
じ
で
、
知
っ
て
い
れ
ば
、〈
知

る
過
程
〉
を
繰
り
返
す
意
味
の
無
い
も
の
な
の
だ
。

　
す
る
と
、「
除
夜
の
雪
」
を
何
度
で
も
聴
き
直
さ
せ
、「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た

夏
」
や
「
蟹
工
船
」
を
再
読
、
三
読
さ
せ
る
力
は
、
大
晦
日
の
夜
の
寺
の
描
写

（「
除
夜
の
雪
」）、
軽
井
沢
の
夏
の
自
然
や
避
暑
の
様
子
の
描
写
（「
ぼ
く
が
探

偵
だ
っ
た
夏
」）、
荒
れ
狂
う
北
の
海
と
、
そ
こ
を
行
く
船
に
生
き
る
人
々
の
描

写
（「
蟹
工
船
」）
に
こ
そ
求
め
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
本
稿
の
冒
頭
に
、
ジ
ャ
ン
ル
や
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
も
、
作
品
の
持
つ
「
読
者
を
惹
き
付
け
る
力
」
に
は
、
共
通
の
も
の
が
存

在
す
る
と
の
推
測
を
述
べ
た
。
こ
れ
ま
で
〈
風
情
〉
と
い
っ
た
表
現
を
使
っ
て

き
た
が
、
そ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば
、〈
読
書
を
通
じ
て
、「
経
験
の
記
憶
」
と
し

て
記
憶
さ
れ
る
作
品
の
要
素
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
物
語
を
芸
術
た
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ら
し
め
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
残
る
疑
問
が
あ

る
だ
ろ
う
。
物
語
は
な
ぜ
〈
思
想
〉
を
伴
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

三
　
物
語
に
置
か
れ
た
〈
思
想
〉
の
役
割

　「
蟹
工
船
」
が
、
な
ぜ
注
目
さ
れ
た
の
か
を
思
い
出
そ
う
。
先
に
引
用
し
た

対
談
は
、「『
蟹
工
船
』
を
読
ん
で
、
今
の
フ
リ
ー
タ
ー
と
状
況
が
似
て
い
る
と

思
い
ま
し
た
。」「
僕
は
以
前
、「
昔
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
い
う
も
の
が
い
た
ん
だ
」

と
、
こ
の
小
説
を
歴
史
と
し
て
読
ん
だ
け
れ
ど
、
今
の
子
は
「
こ
れ
、
自
分
と

同
じ
だ
よ
」
と
な
る
ん
で
す
ね
。」
と
い
っ
た
部
分
を
含
む
が
、
対
談
全
て
を

通
し
て
み
て
も
、「
蟹
工
船
」
の
表
現
力
を
評
価
し
た
部
分
は
存
在
し
な
い
。

　
ま
た
、
戦
前
、「
蟹
工
船
」
は
何
度
も
出
版
さ
れ
、
そ
の
度
に
発
禁
処
分
を

受
け
て
い
る
（
注
８
）
が
、こ
う
し
た
処
分
の
主
な
理
由
は
「
安
寧
秩
序
紊
乱
」

で
あ
り
、（
当
た
り
前
だ
が
）
文
章
の
巧
拙
そ
の
も
の
が
処
分
の
対
象
と
な
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
つ
ま
り
人
間
は
、
評
論
家
で
あ
ろ
う
と
権
力
者
で
あ
ろ
う
と
、
も
ち
ろ
ん
一

般
大
衆
で
あ
ろ
う
と
、
書
か
れ
た
（
語
ら
れ
た
）
も
の
が
内
包
す
る
思
想
に
、

先
ず
意
識
が
向
く
傾
向
が
あ
る
の
だ
。

　
講
談
社
文
庫
版
「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」
の
山
前
譲
に
よ
る
解
説
文
に
は
、

「
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、光
彦
少
年
が
体
験
す
る
軽
井
沢
の
自
然
が
印
象
的
だ
。」

と
あ
る
が
、
こ
の
文
の
直
前
に
は
、「
そ
の
（
光
彦
の
―
筆
者
注
）
感
性
は
な

に
も
犯
罪
に
だ
け
反
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。」
の
一
文
が
あ
り
、
謎
解
き
の

面
白
さ
が
、
こ
う
し
た
作
品
の
最
初
の
留
意
点
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
の

発
言
に
他
な
ら
な
い
。

　「
除
夜
の
雪
」
は
、
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、「
こ
こ
に
提
灯
。
あ
っ
ち
に

釣
鐘
。
…
…
釣
り
合
わ
ぬ
は
不
縁
の
因
だ
ん
な
」
と
サ
ゲ
る
。
落
語
の
サ
ゲ
方

に
は
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
（
注
９
）、
サ
ゲ
の
内
容
が
咄
の
主
題
だ
と
も

咄
の
注
目
点
だ
と
も
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
が
、〈
姑
の
嫁
い
び
り
〉
と
か
〈
格

差
婚
〉
と
か
が
、
人
々
に
馴
染
み
深
い
話
題
だ
か
ら
こ
そ
、
サ
ゲ
に
利
用
し
易

か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
意
識
の
動
き
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
に
は
普
遍
的
な
も
の

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
、例
え
ば
辞
書
の
項
目
解
説
は
、こ
の
普
遍
性
に
向
か
っ

て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

【
机
】　
飲
食
の
器
物
を
の
せ
る
台
。
書
を
読
み
、
字
を
書
く
の
に
用
い
る

台
。

　
全
文
を
引
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、『
広
辞
苑
』（
第
六
版
）
の
「
机
」
の

項
目
解
説
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
古
い
小
学
校
の
校
舎
に
並
ぶ
木
製
の
小
さ

な
勉
強
机
の
醸
し
出
す
懐
か
し
さ
、
作
家
の
書
斎
に
置
か
れ
た
大
き
な
机
の
放

つ
厳
し
く
も
心
地
よ
い
雰
囲
気
、
と
い
っ
た
も
の
は
立
ち
上
が
っ
て
こ
な
い
。

　
ま
た
、次
は
、「
旺
文
社 

国
語
辞
典 

改
訂
新
版
」（
昭
和
六
十
二
年
刊
）
の
「
猫
」

の
項
目
解
説
で
あ
る
。

【
猫
】　
愛
玩
用
・
ね
ず
み
駆
除
用
の
家
畜
と
し
て
飼
わ
れ
る
、
ネ
コ
科
の

哺
乳
動
物
。

　
猫
と
い
う
動
物
が
、
猫
を
飼
う
人
々
、
猫
カ
フ
ェ
を
訪
れ
る
人
々
の
心
に
喚

び
起
こ
す
、
あ
の
蠱
惑
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
こ
こ
か
ら
想
像
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
よ
う
。「
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
と
い
う
成
句
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
注
10
）。
平
成
と
な
っ
て
久
し
い
現
代
で
は
、
使
わ
れ

る
頻
度
は
減
少
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
が
、若
者
の
行
動
を
批
判
的
に
捉
え
る
時
、

失
わ
れ
た
街
並
み
を
懐
か
し
む
時
な
ど
に
、
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
こ
の
成
句
が
、
中
村
草
田
男
の
俳
句
「
降
る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け

り
」
に
由
来
す
る
こ
と
を
知
る
人
は
多
く
な
い
。

　
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
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　「
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
は
、
一
つ
の
思
想
で
あ
る
。
時
代
は
移
ろ
う

も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
、
そ
れ
は
伝
え
る
。「
な
り
に
け
り
」
の
「
け
り
」

は
詠
歎
の
助
動
詞
で
、
こ
の
一
節
が
認
識
だ
け
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
が
、
詠
歎
は
容
易
に
読
者
に
共
有
さ
れ
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
な

ら
ば
人
々
は
、
詠
嘆
す
る
（
固
有
の
）
主
体
に
留
意
す
る
以
上
に
、
提
出
さ
れ

た
思
想
そ
の
も
の
へ
の
共
鳴
に
捕
ら
わ
れ
る
は
ず
な
の
だ
。

　
し
か
し
、
こ
の
一
節
の
上
に
「
降
る
雪
や
」
が
付
け
ば
、
様
相
は
一
変
す
る
。

句
か
ら
立
ち
上
が
る
の
は
、
抽
象
的
な
思
想
で
は
な
く
、
時
の
移
ろ
い
に
感
慨

を
禁
じ
得
な
い
で
立
ち
竦
む
一
人
の
人
物
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
自
分
の

出
た
青
南
小
学
校
を
、
大
学
生
と
な
っ
て
訪
れ
た
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
作
家
論
的
事
実
を
知
ら
な
く
て
も
、
こ
の
句
に
よ
っ
て

表
象
さ
れ
る
も
の
は
抽
象
化
の
不
可
能
な
〈
風
情
〉
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、「
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
の
部
分
だ
け
が
、
人
口
に
膾
炙
し

た
の
だ
。

　
小
説
や
落
語
の
要
約
、
辞
書
の
項
目
記
述
の
さ
れ
方
、
そ
し
て
中
村
草
田
男

の
俳
句
の
記
憶
、
こ
れ
等
の
あ
り
方
が
示
唆
す
る
も
の
は
、
人
間
の
世
界
了
解

が
如
何
に
抽
象
化
の
操
作
を
日
常
と
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
了
解
作
業
を
通
し
て
、
我
々
は
納
得
し
安
堵
す
る
。
そ
う
で
な
く
て
ど
う

し
て
、
現
に
二
人
の
人
間
が
出
会
っ
て
い
る
の
に
、
名
刺
を
交
換
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
か
。

結　
物
語
は
な
ぜ
〈
思
想
〉
を
伴
う
の
か
、
と
い
う
問
い
に
、
今
は
答
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
語
が
、
読
者
の
日
常
性
に
向
か
っ
て
開
い
た
導

入
部
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
導
入
部
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
の
冒
頭
に
置

か
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
く
っ
き
り
と
し
た
〈
思
想
〉 

　 

嫁
姑
問
題
で
あ

ろ
う
と
犯
罪
の
解
明
で
あ
ろ
う
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
必
要
性
で
あ
ろ
う

と 

　 

が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
読
者
（
聴
き
手
）
は
、
物
語
全
体
を
、
自
分

た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
と
同
様
な
も
の
と
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
物
語
の
魅
力
は
そ
こ
に
は
な
い
。
読
者
が

物
語
を
愛
し
て
や
ま
な
い
の
は
、
決
し
て
自
ら
の
内
に
止
ま
る
こ
と
の
な
い
、

あ
の
読
書
と
い
う
経
験
故
で
あ
る
。
読
者
は
、
馴
染
み
深
い
世
界
了
解
の
形
式

に
導
か
れ
て
、
物
語
の
中
に
進
み
入
る
。
そ
し
て
、
書
か
れ
て
い
る
具
体
的
な

内
容
と
は
関
わ
り
な
く
、
根
源
的
に
新
た
な
も
の
で
あ
る
世
界
を
生
き
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

１
．「
米
朝
落
語
全
集
」
第
五
巻
　
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
「
除
夜
の
雪
」
以
下
、

「
除
夜
の
雪
」
の
引
用
は
、
全
て
同
書
に
よ
る
。

２
．「
ぼ
く
が
探
偵
だ
っ
た
夏
」は
、平
成
二
十
一
年
七
月
、講
談
社
ミ
ス
テ
リ
ー

ラ
ン
ド
の
第
十
六
回
配
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
こ
に
テ
キ
ス
ト
と
し
た

の
は
、「
あ
と
が
き 

ぼ
く
が
少
年
だ
っ
た
頃
」
を
含
む
、
平
成
二
十
五
年
七

月
刊
行
の
講
談
社
文
庫
版
で
あ
る
。

３
．
イ
ギ
リ
ス
映
画
。
一
九
九
〇
年
作
品
。

４
．
田
中
西
二
郎
訳
「
白
鯨
」
上
巻
　
昭
和
五
十
二
年
十
月
　
二
十
四
刷
改
版
　

新
潮
文
庫
。

５
．「
長
い
間
精
神
と
は
、
意
識
と
同
じ
も
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。〈
無
意

識
の
精
神
〉
な
ど
と
い
う
こ
と
は
〈
丸
い
四
角
〉
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
／
と
こ
ろ
が
、
前
世
紀
の
終
り
ご
ろ
か
ら
、
意
識
し
て

い
な
い
精
神
運
動
の
存
在
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
実
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。」（
宮
城
音
弥
「
精
神
分
析
入
門
」
昭
和
三
十
四
年
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五
月
　
岩
波
新
書
　「
Ⅰ
　
精
神
分
析
と
は
何
か
」）。

６
．
前
出
「
米
朝
落
語
全
集
」
第
四
巻
『
口
合
小
町
』

７
．「
桂
米
朝
上
方
落
語
大
全
集
（
第
四
十
三
集
）」
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
　
Ｚ
Ｆ
２
０

―
２
３
４
　
等
。

８
．「
蟹
工
船
」
の
初
出
は
、『
戦
旗
』
昭
和
四
年
五
・
六
月
号
。
六
月
号
は
発

禁
処
分
。
単
行
本
と
し
て
は
、
同
年
、
九
月
、
十
一
月
と
出
版
さ
れ
る
が
、

何
れ
も
発
禁
処
分
。
翌
年
三
月
に
発
禁
の
該
当
箇
所
を
削
除
し
た
『
蟹
工

船
』
普
及
改
訂
版
が
発
行
さ
れ
る
。
参
考
「
渓
流
№
11
『
蟹
工
船
』
初
版

は
何
部
出
版
さ
れ
た
の
？
」h

ttp
:/

/
f-m

ira
i.a

t.w
eb

ry
.in

fo
/
200805/

a
rticle_44.h

tm
l

９
．
今
村
信
雄
「
落
語
事
典
」　
昭
和
三
十
二
年
九
月
　
青
蛙
房
　
は
、「
落
の

解
説
」
で
、「
考
え
落
」
か
ら
「
途
端
落
」
ま
で
、十
二
種
に
分
類
し
て
い
る
。

10
．「
昭
和
40
年
代
、「
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
と
い
う
言
葉
が
は
や
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
大
正
が
過
ぎ
、
昭
和
の
時
代
と
な
り
、
明
治
100
年
に
あ
た
る

こ
ろ
に
至
る
所
で
使
わ
れ
た
」（「
八
重
山
毎
日
新
聞
」
平
成
二
十
年
五
月

十
五
日
「
不
連
続
線
」）。


