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太
宰
治

『
猿
面
冠
者
』

『鶴』

に
お
け
る
語
り
の
戦
略

と
の
関
わ
り
を
中
心
に
|
|

序

太
宰
治
『
猿
面
冠
者
』
は
、
昭
和
九
年
七
月
、
『
鶴
』
第
二
輯
に
発
表
さ

れ
た
作
品
で
あ
る
。
同
じ
く
『
鶴
』
第
一
輯
(
昭
和
九
年
四
月
)
に
発
表
さ

れ
た
『
葉
』
に
続
く
初
期
の
実
験
的
作
品
と
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、

「
倣
岸
不
遜
の
男
」
が
「
自
欝
の
生
活
」
の
た
め
に
『
風
の
便
り
』
と
い

う
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
「
男
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
『
風

の
便
り
』
も
ま
た
、
作
中
人
物
の
「
彼
」
が
『
鶴
』
と
い
う
小
説
を
書
く

物
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
猿
面
冠
者
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
「
彼
」
の

作
家
と
し
て
の
出
発
と
挫
折
を
、
『
風
の
便
り
』
と
し
て
「
倣
岸
不
遜
の
男
」

が
描
き
、
そ
れ
を
描
い
た
『
風
の
便
り
』
の
挫
折
を
『
猿
面
冠
者
』
の
語

り
手
が
語
る
と
い
う
三
重
の
構
造
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
作
者
太
宰
の
自

意
識
過
剰
の
様
態
を
表
わ
し
た
も
の
だ
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
渡
部
芳
紀

太
宰
治
『
猿
面
冠
者
』
に
お
け
る
語
り
の
戦
略

久

保

明

恵

は
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
「
三
重
構
造
で
あ
っ
て
二
重
構
造

の
作
品
」
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
を
書
き
手
(
作
者
太
宰
)
の
自
意
識
の
壊

乱
に
よ
る
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

他
方
、
語
り
の
構
造
を
作
者
の
方
法
意
識
と
接
続
し
て
論
じ
た
主
な
も

の
に
、
中
村
三
春
、
鈴
木
雄
史
の
論
が
あ
る
。

中
村
三
春
は
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
実
験
性
を
「
言
葉
そ
の
も
の
の
構
築
性

へ
の
再
帰
的

{
B
E
E
-
5
)
も
し
く
は
自
己
言
及
的
宏
事
B
P
B
E色
な
通

路
」
に
見
い
だ
し
、
「
小
説
に
引
導
を
渡
す
」
小
説
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
評

価
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
実
験
性
が
効
果
を
発
揮
す

る
た
め
に
は
、
「
小
説
」
が
「
引
導
を
渡
」
さ
れ
る
こ
と
の
必
然
性
が
読
者

に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
鈴
木
雄
史
は
「
小
説
の
方
法
の
背
後
に
」
「
書
く
側
と
読
む
側
の

関
わ
り
方
に
対
す
る
意
識
」
を
認
め
、
そ
の
上
で
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の

構
造
を
「
作
者
と
読
者
と
が
直
に
出
会
う
か
の
よ
う
な
印
象
を
作
り
出
」

|
|
『
鶴
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
|
|
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そ
う
と
す
る
太
宰
の
「
方
法
意
識
の
所
産
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

鈴
木
論
の
こ
う
し
た
枠
組
み
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
論
で
は
、
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
「
書
く
側
」
と
「
読
む
側
」
と
の
交
渉
を
同
時
代
の
文
脈
に

即
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
構
造
上
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
か

ら
確
認
で
き
る
太
宰
の
方
法
論
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
着
目
し
た

い
の
が
、
『
猿
面
冠
者
』
が
発
表
さ
れ
た
同
人
雑
誌
の
特
質
と
、
作
中
に
二

箇
所
見
ら
れ
る
『
エ
ヴ
ゲ

l
ニ
イ
・
オ
ネ
l
ギ
ン
』
(
以
下
、
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
)

の
引
用
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
志
賀
の
作
品
『
佐
々
木
の
場
合
』
を
参
照

す
る
こ
と
で
、
同
時
代
の
文
壇
状
況
の
中
で
太
宰
が
生
み
出
し
た
語
り
の

戦
略
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
鶴
』
は
壇
一
雄
と
古
谷
綱
武
の
二
人
を
編
集
発
行
人
の
中
心
と
し
て
、

昭
和
九
年
四
月
に
鶴
社
よ
り
季
刊
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
。
装
械
は
正
方

形
に
近
い

B

5
変
形
サ
イ
ズ
で
、
「
雑
誌
と
い
う
よ
り
詩
集
を
恩
わ
せ
る

凝
っ
た
し
よ
う
し
ゃ
な
高
級
雑
誌
」
、
「
い
か
に
も
高
踏
的
な
手
づ
く
り
の

本
と
い
っ
た
感
じ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
創
刊
に
際
し
て
の
状
況
に
つ
い
て
、

尾
崎
一
雄
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

前
年
(
引
用
者
注
・
:
『
鶴
』
創
刊
の
前
年
、
昭
和
八
年
の
こ
と
)
の
文
芸
界

が
甚
だ
多
事
だ
っ
た
こ
と
は
、
諸
雑
誌
の
興
亡
の
跡
に
よ
っ
て
一
目

四
O 

ジ
叶
対
側
克
明
宵

I
l
l
i
t
-
-
卜
旦

が
あ
っ
た
。

傍
線
部
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
『
鶴
』
発
刊
の
背
景
に
は
、
文
壇
に
お
け

る
「
文
芸
復
興
」
の
機
運
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
。
『
鶴
』
の
発
刊
は
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
の
隆
盛
に
伴
っ
て
「
冷
や
飯
く
い
と
も
い
う
べ
き
境
涯
に

い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
派
文
学
青
年
た
ち
の
意
気
ご
み
」
の
表
わ
れ
の
一
つ
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
意
気
ご
み
」
の
内
実
に
つ
い
て

は
、
編
集
発
行
人
で
あ
る
古
谷
綱
武
自
ら
「
私
達
の
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
新
文
学
建
設
」
が
『
鶴
』
発
刊
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

鶴
社
の

P

R
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
「
鶴
社
使
」
に
よ
る
と
、
鶴
社

の
活
動
は
「
文
芸
季
刊
雑
誌
『
鶴
』
の
刊
行
」
、
「
不
定
期
刊
行
雑
誌
『
働

叢
書
』
」
お
よ
び
『
抜
粋
叢
書
』
の
発
行
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
実
現
し
た

も
σコ



の
は
『
鵡
』
の
刊
行
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
鶴
叢
書
』
出
版
の
計

画
に
着
目
し
た
い
。
『
鶴
叢
書
』
は
季
刊
雑
誌
『
鶴
』
の
別
冊
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
第
一
輯
に
「
小
林
秀
雄
研
究
号
」
が
予
定
さ
れ
て

い
た
。
さ
ら
に
、
第
二
輯
で
は
「
そ
の
卓
抜
な
個
性
に
よ
っ
て
極
め
て
代

表
的
な
現
代
の
三
大
文
豪
と
し
て
私
達
の
尊
敬
し
て
や
ま
ぬ
作
家
武
者
小

路
実
篤
、
志
賀
直
哉
、
佐
藤
春
夫
氏
等
を
対
象
に
い
た
し
た
い
」
と
さ
れ

て
い
る
。
第
一
輯
の
対
象
と
し
て
小
林
秀
雄
が
選
ば
れ
た
理
由
は
「
問
題

を
皮
相
な
外
見
か
ら
取
戻
し
て
、
問
題
本
来
の
荒
々
し
い
精
神
に
か
へ
し

た
、
尊
敬
す
べ
き
同
世
紀
の
先
輩
」
で
あ
る
た
め
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
『
鶴
叢
書
』
は
、
「
問
題
本
来
」
、
つ
ま
り
文
学
そ
の
も
の
の
価
値

の
所
在
や
、
自
分
た
ち
の
世
代
の
「
新
文
学
」
と
は
何
か
を
考
え
る
に
当

た
っ
て
、
「
同
世
紀
の
先
輩
」
や
「
文
豪
」
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
計
画
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
「
極
め
て
代
表
的
な
現
代
の
三
大
文
豪
」
に

も
名
前
が
挙
が
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
鶴
』
第
二
輯
で
『
暗
夜
行
路
』
研

究
特
集
が
予
定
さ
れ
る
な
ど
、
志
賀
直
哉
が
頻
繁
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
鶴
』
第
一
輯
に
掲
載
さ
れ
た
雪
山
俊
之
「
志
賀
氏
の
「
日
曜
日
」
評
」

で
は
、
「
「
彼
(
引
用
者
注
:
・
志
賀
)
は
現
代
の
作
家
で
な
い
」
、
「
彼
は
こ
れ

で
い
〉
。
だ
が
現
代
に
住
む
作
家
が
、
彼
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
と
な
る
な
ら
、

太
宰
治
『
銭
面
冠
者
』
に
お
け
る
語
り
の
戦
略

た
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
現
代
の
作
家
で
な
い
」

志
賀
の
作
品
を
敢
え
て
取
り
上
げ
な
が
ら
、
「
現
代
の
作
家
」
と
し
て
の
衿

持
を
語
る
雪
山
の
語
り
口
か
ら
は
、
「
私
達
の
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は

隔
た
っ
た
も
の
と
し
て
志
賀
の
創
作
を
捉
え
る
一
方
で
、
「
新
文
学
建
設
」

の
た
め
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
志
賀
を
捉
え
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
現
代
の
作
家
」
た
ち
に
と
っ
て
志
賀
と
い

う
存
在
は
、
批
判
と
尊
敬
と
い
っ
た
両
極
の
評
価
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
『
鶴
叢
書
』
の
企
画
で
は
、
「
卓
抜
な
個
性
」
が
「
文
豪
」
評

価
の
基
準
と
さ
れ
て
い
た
が
、
若
い
文
学
青
年
た
ち
に
と
っ
て
見
本
と
も

な
る
よ
う
な
志
賀
の
「
個
性
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
井
上
良
雄
「
芥
川
龍
之
介
と
志
賀
直
哉
」
で

あ
る
。次

に
引
用
し
た
の
は
、
井
上
が
志
賀
と
芥
川
と
を
対
比
的
に
述
べ
た
部

分
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
対
志
賀
直
哉
|
|
こ
れ
は
少
く
も
私
に
と
っ
て
は
、
最

早
悠
長
な
文
学
史
的
問
題
で
は
な
い
。
芥
川
氏
が
死
を
前
に
し
て
恐

ら
く
そ
の
中
に
の
み
真
に
唯
一
の
救
ひ
を
眺
め
た
人
|
|
剥
側
副
制

明
同
1
計
斗
叫
司
つ

aa升
刈
外
ヰ
q
目

材
利
吋
叶
寸
寸
ォ
対
川
同
叫
叫
寸
寸
』
川
凶
』
は
劃
対
で

氏
の

|
|
『
鶴
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
|
|
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あ
る
。
(
中
略
)
こ
の
「
神
即
自
然
」
で
あ
っ
た
哲
学
者
(
ス
ピ
ノ
ザ
:
・

引
用
者
投
)
と
、
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
結
び
つ
き
が
唐
突
で

な
い
や
う
に
、
志
賀
直
哉
氏
と
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
結
び

つ
き
も
唐
突
で
は
な
い
。
料
相
封
剖
剖
剖
謝
制
刻
州
剣
刻
剖
矧
引
制
.

刈
吋
，
，
剣
劇
叫
剖
制

1
伺
酬
叫
周
到
州
制
↓
利
引

d
判
廿
刻
刻
剖
刈

寸
刻
剖
刈
剛
一
、
「
『
想
ふ
』
と
い
ふ
事
と
『
為
す
』
と
い
ふ
事
の
聞
に

境
の
な
い
」
人
問
、
(
中
略
)
ゴ
刈
削
剥
側
副
制
州
刈
剛
廿
刻
刻
剖
剣

叫
1
討
剖
叫
湖
付
オ
叶
叶
列
川
升
川
川
州
刈
剛
叫
制
刻
引
制
川
。

井
上
は
、
「
今
日
こ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
以
上
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
中
に
あ
る

わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
、
志
賀
の
究
明
が
「
重
大
」
で
あ
る
と
し
、
志
賀

を
「
未
だ
生
活
者
と
芸
術
家
の
分
裂
を
知
ら
ぬ
人
問
、
実
践
と
理
論
、
行

動
と
思
索
の
統
一
が
そ
の
中
で
実
現
さ
れ
て
ゐ
る
人
間
」
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
そ
の
上
で
井
上
は
志
賀
を
「
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
と
し

て
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

井
上
の
こ
の
論
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
全
盛
期
、
す
な
わ
ち

「
生
活
者
と
芸
術
家
」
、
「
実
践
と
理
論
」
、
「
行
動
と
思
索
」
と
の
「
統
一
」

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
下
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

状
況
下
だ
か
ら
こ
そ
、
「
統
一
が
そ
の
中
で
実
現
さ
れ
て
ゐ
」
た
と
さ
れ
る

志
賀
は
、
生
活
者
と
芸
術
家
の
分
裂
」
に
よ
っ
て
「
統
ご
か
ら
疎
外
さ

れ
て
い
た
若
い
世
代
に
と
っ
て
、
目
標
と
な
り
得
る
存
在
で
あ
る
と
い
う

四

井
上
の
認
識
が
、
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
転
向
以
後
、
ま
さ
に
「
統
ご
が
世
代
的
な
課
題
と
な
っ
た
『
鶴
』

の
世
代
に
と
っ
て
、
井
上
の
こ
う
し
た
評
価
は
文
芸
復
興
の
文
脈
の
も
と

で
読
み
か
え
ら
れ
、
志
賀
が
文
学
的
課
題
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
鶴
』
で
志
賀
が
頻
繁
に
取
り
沙
汰
さ
れ
、
そ
の
「
作

家
と
作
品
と
の
へ
だ
た
り
」
や
作
家
の
「
自
我
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
、
こ
の
「
統
ご
と
い
う
問
題
に
青
年
逮
が
直
面
し
て
い
た
こ
と

の
一
つ
の
表
わ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
鶴
』
に
集
ま
っ
た
青
年
た
ち
は
、
「
文
芸
復

興
」
と
い
う
時
代
の
ム

l
ヴ
メ
ン
ト
を
背
景
に
、
志
賀
を
扱
う
こ
と
で
、

旧
世
代
の
文
学
の
検
討
と
乗
り
越
え
と
、
自
ら
の
「
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
新
文
学
建
設
」
と
を
目
論
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
『
鶴
』
に
色
濃
く
表
わ

れ
て
い
る
志
賀
を
経
由
し
た
「
私
達
の
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
新
文
学
建

設
」
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
太
宰
は
創
作
で
ど
の
よ
う
に
応
え
よ
う
と

し
た
の
か
。
次
節
で
は
『
猿
面
冠
者
』
の
語
り
の
構
造
に
お
い
て
、
語
り

手
と
作
中
人
物
(
「
倣
岸
不
遜
の
男
」
)
と
の
聞
に
設
け
ら
れ
た
距
離
に
着
目

し
た
い
。
ま
た
そ
の
距
離
が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
の
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら

か
に
し
た
い
。



『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
は
プ
l
シ
キ
ン
に
よ
る
韻
文
小
説
で
、
ロ
シ
ア
の
田
舎

娘
で
あ
る
タ
チ
ア
ナ
と
オ
ネ
l
ギ
ン
と
の
恋
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
軸
と
す

る
物
語
で
あ
る
。
分
析
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。主

人
公
オ
ネ
l
ギ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ダ
ム
や
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
亡

命
者
を
家
庭
教
師
と
し
て
育
っ
た
青
年
貴
族
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
田
舎
で

オ
ネ
l
ギ
ン
と
出
会
っ
た
タ
チ
ア
ナ
は
そ
の
都
会
的
な
風
貌
と
冷
笑
的
態

度
に
魅
了
さ
れ
、
手
紙
で
愛
を
打
ち
明
け
る
。
し
か
し
オ
ネ
|
ギ
ン
は
知

識
人
と
し
て
の
衿
持
か
ら
教
訓
を
以
て
タ
チ
ア
ナ
を
退
け
て
し
ま
う
。
そ

の
後
、
オ
ネ
l
ギ
ン
不
在
の
問
、
タ
チ
ア
ナ
は
書
斎
を
訪
れ
、
オ
ネ
!
ギ

ン
の
浮
薄
な
本
性
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
タ
チ
ア
ナ
は

モ
ス
ク
ワ
の
老
将
軍
の
妻
と
な
り
、
社
交
界
で
オ
ネ
l
ギ
ン
に
再
会
す
る
。

都
会
的
転
身
を
果
た
し
た
タ
チ
ア
ナ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
オ
ネ
l
ギ
ン

は
、
タ
チ
ア
ナ
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
タ
チ
ア
ナ
は
そ
れ

に
は
応
じ
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
主
と
し
て
オ
ネ

ー
ギ
ン
に
対
し
て
は
批
判
的
に
、
タ
チ
ア
ナ
に
対
し
て
は
同
情
的
に
語
ら

れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
の
語
り
の
特
徴
で
あ
る
。

『
接
面
冠
者
』
に
は
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
か
ら
の
引
用
が
二
箇
所
見
ら
れ
る

太
宰
治
『
猿
面
冠
者
』
に
お
け
る
語
り
の
戦
略

カ2

こ
れ
は
語
り
手
が
「
男
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
引
用

部
に
続
く
部
分
に
は
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
『
白
痴
』
の
「
ム
イ
シ
ユ
キ

ン
公
爵
」
、
メ
リ
メ
『
カ
ル
メ
ン
』
、
ボ

l
『
大
鴻
』
か
ら
の
引
用
が
み
ら

れ
る
。
し
か
し
、
初
め
の
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
の
引
用
以
外
は
す
べ
て
「
男
」

の
口
か
ら
出
た
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
傍
線
部
は
語
り
手
と

「
男
」
と
の
距
離
感
を
顕
著
に
示
す
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

傍
線
部
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
か
ら
の
引
用
は
、
タ
チ
ア
ナ
が
オ
ネ
l
ギ
ン

の
本
性
に
気
づ
く
場
面
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
で
は
タ
チ

ア
ナ
に
焦
点
化
し
た
語
り
に
な
っ
て
お
り
、
タ
チ
ア
ナ
の
見
抜
い
た
オ
ネ
l

ギ
ン
の
浮
薄
な
性
質
が
、
『
猿
面
冠
者
』
で
は
「
倣
岸
不
遜
の
男
」
の
形
容

-
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と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
猿
面
冠
者
』
に
お
け
る
こ
の
部
分
の
典
拠
が
、
『
新
文
学
研
究
』
に
掲

載
さ
れ
た
「
プ
ウ
シ
キ
ン
|
主
観
的
批
評
」
で
あ
る
こ
と
は
笠
原
伸
夫
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
た
だ
の
真
似
事
師
」
「
気
に
す
る
が
も
の
も

な
い
幽
霊
」
「
他
人
の
癖
の
翻
案
」
「
流
行
言
葉
の
辞
書
」
「
も
ぢ
り
言
葉

の
詩
」
と
い
っ
た
語
集
は
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
そ
も
さ

ん
」
「
:
・
ぢ
ゃ
な
い
か
よ
」
と
い
っ
た
表
現
は
典
拠
に
は
な
く
、
太
宰
の
創

作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
オ
ネ
l
ギ
ン
の
人
格
を
表
わ
す
上
で
象
徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
の
が
、
「
ハ
ロ
ル
ド
の
マ
ン
ト
羽
織
っ
た
莫
斯
科
ツ
子
」
と
い
う
表
現
で

あ
る
。
岩
波
文
庫
版
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
(
昭
和
二
・
二
)
の
「
序
」
で
、

米
川
正
夫
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

露
西
亜
の
知
識
階
級
の
最
も
顕
著
な
る
特
性
の
一
つ
は
、
西
欧
崇
拝

す
な
は
ち
西
欧
文
明
の
模
倣
で
あ
る
。
(
中
略
)
升
叶
什
川
川
叶
ぺ

-』

傍
線
部
の
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
パ
イ

ロ
ン
の
長
編
詩
で
あ
り
、
当
時
英
国
に
現
れ
て
い
た
伊
達
好
み
の
風
潮
を

表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ネ
!
ギ
ン
に
対
す
る
「
ハ
ロ
ル
ド

四
四

の
マ
ン
ト
羽
織
っ
た
莫
斯
科
ツ
子
」
と
い
う
形
容
は
、
ロ
シ
ア
の
知
識
階

級
の
「
西
欧
文
明
の
模
倣
」
を
郷
捕
す
る
言
説
な
の
で
あ
る
。

引
用
の
操
作
か
ら
窺
え
る
太
宰
の
意
図
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
る
た

め
に
、
メ
レ
シ
ユ
コ
オ
フ
ス
キ
イ
の
論
文
に
お
い
て
『
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
が

ど
う
い
っ
た
物
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
確
認
し
た
い
。
メ
レ
シ
ユ

コ
オ
フ
ス
キ
イ
は
「
エ
ヴ
ゲ
ニ
イ
・
オ
ネ
l
ギ
ン
と
タ
チ
ヤ
ナ
と
の
深
刻

な
対
立
」
を
、
他
の
プ

l
シ
キ
ン
作
品
に
表
わ
れ
て
い
る
の
と
問
機
、
作

中
の
男
性
と
の
対
立
に
お
け
る
、
女
性
の
批
評
性
を
表
わ
す
も
の
だ
と
論

じ
て
い
る
。
そ
の
対
立
を
メ
レ
シ
ュ
コ
オ
フ
ス
キ
イ
は
「
文
化
的
人
間
」

と
「
原
始
的
人
間
」
の
対
立
で
あ
る
と
し
、
前
者
を
相
対
化
す
る
後
者
に
、

プ
i
シ
キ
ン
の
小
説
の
批
評
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

メ
レ
シ
ュ
コ
オ
フ
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
プ
l
シ
キ
ン
の
作
品
に
お
い
て
は
、

「
文
化
」
/
「
原
始
」
と
い
っ
た
対
立
関
係
に
お
け
る
「
原
始
的
人
間
」
の

純
粋
さ
や
動
じ
な
い
様
子
と
い
っ
た
も
の
が
、
「
文
化
的
人
間
」
で
あ
る
男

性
の
浮
薄
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
の
だ
。
冒
頭
に
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』

の
こ
の
箇
所
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
太
宰
は
こ
う
し
た
批
評
的
な
ま
な
ざ

し
の
枠
組
み
を
援
用
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

引
用
に
際
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
な
文
体
の
改
変
を
行
う
こ
と
で
、
語
り

手
の
「
男
」
を
滑
稽
視
す
る
語
り
口
を
作
り
出
し
、
語
り
手
と
「
男
」
と

の
距
離
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。



冒
頭
の
言
説
の
あ
と
、
「
倣
岸
不
遜
の
男
」
は
、
「
ま
だ
書
か
ぬ
傑
作
の

妄
想
に
さ
い
な
ま
れ
る
」
書
き
手
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
「
男
」
が
小

説
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
読
者
戦

略
を
検
討
す
る
上
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
男
」
の
書

く
行
為
の
質
を
確
認
す
る
た
め
に
、
書
く
動
機
が
語
ら
れ
て
い
る
部
分
を

検
討
し
た
い
。

さ
て
、
こ
の

が
て

め
に
ど
う
し
て
も
4
訪
を
霊
カ

i
川
叶
な
く
な

q
た
と

し
か
し
、
こ
れ
も
唐
突
で
あ
る
。
乱
暴
で
さ
へ
あ
る
。
生
活
の
た
め

に
は
、
必
ず
し
も
小
説
を
書
か
ね
ば
い
け
な
い
と
き
ま
っ
て
居
ら
ぬ
。

牛
乳
配
達
に
で
も
な
れ
ば
い
い
ぢ
ゃ
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
簡

単
に
反
駁
さ
れ
得
る
。
索
引
料
州
寸
対
側
、
と
い
ふ
一
語
を
も
っ
て

充
分
で
あ
ら
う
。

川
刻
同
判
寸
叫
1
剖
割
剰
剖
州
川
刈
剖
叫
材
料
引
引
司
剰
刈
河
高

d
叫
岡
村
.
可
制
寸
、
い
ち
ま
い
五
十
銭
の
稿
料
で
も
っ
て
新
作
家
を

捜
し
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。
こ
の
男
も
ま
た
、
こ
の
機
を
逃
さ
ず
、

と
ば
か
り
に
原
稿
用
紙
に
向
っ
た
、
と
た
ん
に
彼
は
書
け
な
く
な
っ

て
ゐ
た
と
い
ふ
。

る|の
。た

太
古
宇
治
『
猿
面
冠
者
』
に
お
け
る
語
り
の
戦
略

こ
の
引
用
の
直
前
に
は
、
「
男
」
に
妻
の
あ
る
こ
と
、
親
戚
か
ら
白
眼
視

さ
れ
て
お
り
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。

波
線
部
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
「
男
」
が
小
説
を
書
く
に
至
っ
た
直
接
の
動

機
は
「
乗
り
か
か
っ
た
船
」
と
い
う
言
葉
で
し
か
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し

直
後
に
「
文
芸
復
興
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
男
」
の
書

こ
う
と
す
る
理
由
が
「
文
芸
復
興
」
と
い
う
機
運
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
「
い
ち
ま
い
五
十
銭
」
と
い
う
高
い
原
稿
料
と
、
「
新
作
家
」
と
し
て
身

を
立
て
る
チ
ャ
ン
ス
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
「
男
」

に
焦
点
化
し
た
言
説
で
「
文
芸
復
興
と
か
い
ふ
訳
の
わ
か
ら
ぬ
言
葉
」
(
傍

点
引
用
者
)
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
か
ら
は
、

「
男
」
を
「
文
芸
復
興
」
と
い
う
現
象
の
内
実
を
対
象
化
す
る
こ
と
な
く
、

「
自
省
の
生
活
の
た
め
」
に
安
易
に
時
代
の
潮
流
に
乗
ろ
う
と
し
て
い
る

者
だ
と
す
る
語
り
手
に
よ
る
評
価
が
窺
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は

「
男
」
の
評
価
を
通
し
て
、
「
文
芸
復
興
」
に
対
す
る
語
り
手
の
批
評
的
な

ス
タ
ン
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
男
」
に
対
す
る
語
り
手
の
評
価
は
、
『
猿
面
冠
者
』
を
読

む
文
学
青
年
た
ち
に
共
有
さ
れ
得
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
興
っ
た
当
時
か
ら
「
文
芸
復
興
」
と
い
う
ム

l
ヴ
メ
ン

ト
は
、
具
体
的
な
成
果
が
伴
わ
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
評
価
が
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し

|
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た
同
時
代
の
「
文
芸
復
興
」
に
対
す
る
認
識
の
内
実
は
、
谷
川
徹
三
に
よ

る
以
下
の
言
説
か
ら
窺
え
る
。

事
実
究
劃
-
復
興
は

廿
刻
寸
叫
吋
の
だ
。

し
か
し
伝
説
は
常
に
大
衆
の
感
情
と
意
欲
と
を
そ
の
中
に
反
映
し
て

ゐ
る
。
む
し
ろ
大
衆
の
感
情
と
意
欲
と
が
伝
説
を
つ
く
る
の
だ
。
ヂ

ヤ

i
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
代
弁
を
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
対
劃
銅
剣
利
升

叶
刻
引
制
引
同
叶
l
d
q

凶
り
そ
の
中
に

大j

の
感
情
と
意
欲
と
を
反

対
劇
叫
川
刈
司
剰
刺
斗
斗
叶
相
劃
当
可
あ
る
な
ら
ば
「
対
明
劉
川
町

剖
割
寸
寸

.U羽
川
。
今
日
移
し
い
文
学
の
同
人
雑
誌
が
出
て
ゐ
る
。

い
つ
か
送
ら
れ
た
の
を
数
へ
た
だ
け
で
六
十
幾
種
あ
っ
た
。

こ
こ
で
谷
川
は
、
「
文
芸
復
興
」
が
「
伝
説
に
過
ぎ
な
い
」
も
の
で
あ
る

と
述
べ
、
こ
う
し
た
「
伝
説
」
は
当
時
多
く
発
刊
さ
れ
て
い
た
同
人
雑
誌

に
集
う
「
文
学
愛
好
者
」
の
欲
望
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
「
文
芸
復
興
」
が
「
ヂ
ャ

l
ナ
リ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
う
し
た
認
識
は
、
具
体
的
に
は
当
時
商
業
雑
誌
に
多

く
み
ら
れ
た
懸
賞
に
よ
る
新
人
募
集
な
ど
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

谷
川
は
こ
こ
で
、
同
人
雑
誌
に
集
う
「
文
学
愛
好
者
」
が
中
身
の
伴
わ

な
い
「
文
芸
復
興
」
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
批
判
的
に
述
べ
て
い
る

四
六

が
、
谷
川
の
よ
う
な
こ
う
し
た
認
識
は
、
『
鶴
』
な
ど
の
同
人
雑
誌
に
集
う

文
学
青
年
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
谷
網

武
に
よ
る
『
鶴
』
第
一
輯
の
「
編
集
後
記
」
に
は
「
今
後
私
た
ち
の
ジ
ェ

ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
新
文
学
建
設
の
た
め
に
、
安
心
し
て
協
力
を
懇
願
し
た

い
や
う
な
傑
れ
た
同
時
代
人
の
少
な
い
」
(
傍
点
引
用
者
)
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
「
文
芸
復
興
」
が
「
ヂ
ヤ
l
ナ
リ
ズ
ム
の
作
っ
た
伝
説
」
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
文
学
愛
好
者
」
で
あ
る
青
年

逮
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
与
し
な
い
同
人
雑
誌
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て

自
ら
の
文
学
実
践
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
書
き

l
読

む
関
係
が
閉
ざ
さ
れ
た
狭
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で
目
指

さ
れ
て
い
た
文
学
実
践
に
は
、
同
時
代
の
文
学
に
対
す
る
批
評
性
を
脹
胎

さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
文
芸
復
興
」
に
対
す
る
語
り
手
の
批
評

的
な
言
説
は
、
『
猿
面
冠
者
』
の
読
者
に
も
半
ば
自
省
的
に
共
有
さ
れ
得
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
ハ

ロ
ル
ド
の
マ
ン
ト
羽
織
っ
た
莫
斯
科
ツ
子
」
で
あ
り
、
模
倣
し
か
で
き
な

い
こ
の
「
男
」
が
「
と
た
ん
に
書
け
な
く
な
っ
た
」
の
は
当
然
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
う
し
た
「
男
」
の
姿
を
戯
固
化
す
る
語
り
口
と
相
候
っ
て
、
語

り
手
と
読
者
の
認
識
は
近
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

滑
稽
な
「
男
」
の
造
形
は
、
「
男
」
が
『
風
の
便
り
』
の
参
考
文
献
を
見



る
場
面
で
も
問
機
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
再
び
『
オ
ネ
ー

ギ
ン
』
の
タ
チ
ア
ナ
の
手
紙
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
語
り
手
は
『
オ
ネ
l

ギ
ン
』
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
読
者
と
語
り
手
自
身
と
の
共
同
性
を
構
築

し
て
い
く
。

倣
岸
不
遜
の
こ
の
男
は
、
つ
ぎ
に
「
オ
ネ
l
ギ
ン
」
を
手
に
と
っ
て
、

そ
の
恋
文
の
件
を
探
し
た
。
す
ぐ
探
し
あ
て
た
。
彼
の
本
で
あ
っ
た

の
だ
か
ら
。
「
わ
た
し
が
あ
な
た
に
お
手
紙
を
書
く
そ
の
う
へ
何
を

つ
け
た
す
こ
と
が
い
り
ま
せ
う
。
」
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
で
い
い
わ
け
だ
。

簡
明
で
あ
る
。
タ
チ
ア
ナ
は
、
そ
れ
か
ら
、
神
織
の
み
こ
こ
ろ
、
夢
、

お
も
か
げ
、
師
噴
き
、
ま
ぼ
ろ
し
、
天
使
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
、
な
ど
と

い
ふ
言
葉
を
、
お
く
め
ん
も
な
く
並
べ
た
て
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
む

す
び
に
は
、
「
も
う
こ
れ
で
筆
を
お
き
ま
す
。
読
み
返
す
の
も
お
そ
ろ

し
い
、
差
恥
の
念
と
、
恐
怖
の
情
で
、
消
え
も
い
り
た
い
恩
ひ
が
し

ま
す
。
け
れ
ど
も
私
は
、
高
潔
無
比
の
お
心
を
あ
て
に
し
な
が
ら
、

ひ
と
思
ひ
に
私
の
運
を
、
あ
な
た
の
お
手
に
ゆ
だ
ね
ま
す
。
タ
チ
ア

ナ
よ
り
。
オ
ネ
l
ギ
ン
様
。
」
こ
ん
な
手
紙
が
ほ
し
い
の
だ
。
は
っ
と

気
づ
い
て
巻
を
閉
ぢ
た
。
危
険
だ
。
影
響
を
受
け
る
。
い
ま
こ
れ
を

読
む
と
害
に
な
る
。
は
て
。
ま
た
書
け
な
く
な
り
さ
う
だ
。
男
は
、

あ
た
ふ
た
と
家
へ
か
へ
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

引
用
部
の
『
オ
ネ
i
ギ
ン
』
か
ら
の
引
用
は
、
タ
チ
ア
ナ
が
そ
の
率
直

太
宰
治
『
猿
面
冠
者
』
に
お
け
る
語
り
の
戦
略

な
恋
心
を
語
っ
た
恋
文
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
冒
頭
の
言
説
を

想
起
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
男
」
は
語
り
手
に
よ
っ
て
「
倣

岸
不
遜
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
回
目
頭
の
引
用
も
、
こ
の
部
分

も
、
オ
ネ
l
ギ
ン
と
タ
チ
ア
ナ
と
の
関
わ
り
を
描
い
た
場
面
か
ら
引
用
さ

れ
て
お
り
、
原
典
で
は
タ
チ
ア
ナ
に
焦
点
化
し
た
語
り
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
冒
頭
部
の
引
用
と
は
対
照
的
に
、
オ
ネ
l

ギ
ン
は
「
高
潔
無
比
の
お
心
」
を
持
つ
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。第

二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
タ
チ
ア
ナ
は
、
オ
ネ
l
ギ
ン
に
よ
っ
て

評
価
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
オ
ネ
l
ギ
ン

自
身
の
皮
相
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
『
猿
面
冠

者
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
つ
の
場
面
は
、
オ
ネ
l
ギ
ン
に
対
す
る
タ
チ

ア
ナ
の
批
評
性
を
示
す
決
定
的
な
場
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
猿
面
冠
者
』

に
は
、
も
と
も
と
の
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
の
物
語
と
は
前
後
逆
転
さ
せ
て
引

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
操
作
に
よ
り
、
こ
の
部
分
の
タ
チ
ア
ナ
の
恋
心
が

率
直
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
回
目
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
タ
チ
ア
ナ
の
オ
ネ
l
ギ

ン
に
対
す
る
批
評
性
を
補
強
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
部
分
は
回
目
頭
部
の
引
用
で
語
り
手
が
「
男
」
を
評
し
て
い

た
の
と
は
違
い
、
「
男
」
自
身
が
直
接
『
オ
ネ
!
ギ
ン
』
を
読
ん
で
い
る
場

面
で
あ
り
、
同
じ
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
か
ら
の
引
用
で
も
、
情
報
の
質
は
異

|
|
『
鶴
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
|
|
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な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
「
男
」
は
「
こ
れ
で
い
い
わ
け
だ
」
と
述
べ
、
ま

た
「
お
く
め
ん
も
な
」
い
と
タ
チ
ア
ナ
の
言
説
を
評
価
し
て
い
る
。
冒
頭

を
想
起
さ
せ
る
「
倣
岸
不
遜
の
こ
の
男
」
と
い
う
表
現
と
共
に
描
か
れ
る

こ
と
で
、
こ
こ
で
は
「
男
」
の
よ
り
滑
稽
な
イ
メ
ー
ジ
が
補
強
さ
れ
て
い

る
の
だ
。
タ
チ
ア
ナ
の
批
評
性
と
、
引
用
順
序
の
変
更
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
「
男
」
の
戯
画
化
は
、
冒
頭
の
語
り
手
の
言
説
と
引

用
部
の
「
男
」
と
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
読
者
の
位
相
で
し
か
受
容
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
語
り
手
と
読
者
と
の
情
報

量
を
近
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
男
」
を
批
判
的
に
語
る
語
り
手
と
閉
じ

水
準
に
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
読
者
に
抱
か
せ
る
の

だ
。
こ
う
し
た
語
り
の
方
法
と
併
せ
て
、
「
文
芸
復
興
」
に
対
す
る
認
識
を

作
中
に
取
り
込
む
こ
と
も
ま
た
、
語
り
手
と
読
者
と
の
共
通
認
識
を
生
み

出
す
方
法
の
一
環
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
太
宰
は
『
鶴
』
が
読
ま
れ
た

(
お
}

の
が
極
め
て
狭
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
っ
た
こ
と
を
逆
手
に
と
り
、
そ
う

し
た
共
通
認
識
に
強
度
を
も
た
せ
る
語
り
の
方
法
を
用
い
て
い
る
の
で
あ

る。

四

こ
こ
ま
で
は
、
『
オ
ネ
!
ギ
ン
』
の
引
用
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
作
中

の
女
性
に
よ
る
批
評
性
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、

四
八

第
三
節
で
は
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
た
表
現
は
、
テ
ク
ス
ト

に
読
者
を
取
り
込
ん
で
い
く
方
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
第
四
節
で
は
、
以
上
を
ふ
ま
え
、
引
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
批
評
性
が
『
猿
面
冠
者
』
に
お
い
て
は
何
に
向
け
ら

れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
語
り
の
方
法
と
ど

の
よ
う
に
切
り
結
ん
で
い
る
の
か
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
考
察
の
た

め
の
補
助
線
と
し
た
い
の
が
、
志
賀
直
哉
『
佐
々
木
の
場
合
』
(
『
黒
潮
』
大

正
六
・
六
)
で
あ
る
。

第
一
節
で
、
志
賀
は
『
鶴
』
の
世
代
の
人
々
に
と
っ
て
尊
敬
の
対
象
で

あ
る
一
方
で
、
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
し
て
も
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
志
賀
の
作
品
と
『
猿
面
冠
者
』
と
が
、

同
じ
く
作
中
の
女
性
の
批
評
性
を
扱
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
何
を
批
評

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト

の
批
評
性
の
差
異
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
志
賀
に
比
し
て
太
宰
た
ち
の
「
ジ

ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
問
題
意
識
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し

た
い
。『

佐
々
木
の
場
合
』
は
、
「
僕
」
(
佐
々
木
)
が
士
官
学
校
の
入
学
準
備
を

し
な
が
ら
書
生
を
し
て
い
た
頃
の
、
女
中
「
富
」
と
の
恋
愛
を
「
君
」
に

語
る
内
容
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
括
弧
書
き
の
注
釈

「
(
佐
々
木
は
大
尉
の
時
大
使
館
付
き
に
な
っ
て
露
西
亜
に
行
っ
て
多
分
七



八
年
ゐ
て
、
つ
い
最
近
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ご
な
ど
が
加
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
聞
き
手
の
「
君
」
は
『
佐
々
木
の
場
合
』

と
い
う
小
説
の
書
き
手

(
H
志
賀
)
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。「

僕
」
と
の
恋
愛
を
罪
悪
と
考
え
脅
え
る
「
富
」
に
対
し
て
、
「
僕
」
は
「
少

尉
か
中
尉
に
な
れ
ば
必
ず
正
式
に
結
婚
す
る
」
か
ら
と
、
社
会
的
な
身
分

の
将
来
性
に
よ
っ
て
保
証
し
、
「
富
」
の
不
安
を
慰
め
よ
う
と
す
る
。
と
こ

ろ
が
「
富
」
と
「
僕
」
と
が
逢
い
引
き
を
し
て
い
る
聞
に
、
奉
公
先
の
「
お

嬢
さ
ん
」
が
焚
火
に
よ
っ
て
火
傷
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
「
富
」
は
罪
の

意
識
か
ら
「
僕
」
と
の
恋
愛
を
諦
め
よ
う
と
す
る
。
「
富
」
は
「
お
嬢
さ
ん
」

に
移
植
用
の
皮
膚
を
提
供
し
よ
う
と
決
意
し
、
「
僕
」
は
そ
れ
を
肩
代
わ
り

し
よ
う
と
す
る
が
、
結
局
は
「
体
格
試
験
に
影
響
」
す
る
の
を
恐
れ
、
逃

げ
出
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
軍
人
と
し
て
立
身
出
世
を
果
た
し
た
「
僕
」

は
、
露
西
亜
か
ら
日
本
に
帰
国
し
、
「
富
」
と
再
会
す
る
。
「
僕
」
は
罪
の

意
識
か
ら
女
中
勤
め
を
続
け
て
い
た
「
富
」
と
再
び
関
係
を
持
と
う
と
す

る
が
、
「
富
」
が
そ
れ
に
応
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

以
上
見
た
よ
う
に
『
佐
々
木
の
場
合
』
は
、
軍
人
に
な
る
べ
き
男
性
と
、

女
中
と
の
恋
愛
を
描
く
中
で
、
翻
意
す
る
男
性
と
そ
れ
に
動
じ
な
い
女
性

と
の
対
比
を
描
い
て
お
り
、
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
と
似
通
っ
た
筋
を
も
っ
作
品

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
作
品
の
共
通
点
と
し
て
指
摘
し
た
い
の
が
、
男

太
宰
治
『
猿
面
冠
者
』
に
お
け
る
語
り
の
戦
略

性
に
捨
て
ら
れ
、
の
ち
に
復
縁
を
申
し
込
ま
れ
な
が
ら
応
じ
な
い
と
い
う

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
に
お
け
る
タ
チ
ア
ナ
と
同
様
、
作

中
の
女
性
が
男
性
に
対
す
る
批
評
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
で
は
、
露
西
亜
の
知
識
人
階

級
の
浮
薄
さ
が
、
タ
チ
ア
ナ
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
て
い
た
。
一
方
『
佐
々

木
の
場
合
』
で
も
、
軍
人
と
し
て
成
功
し
た
佐
々
木
の
誘
い
に
応
じ
な
い

こ
と
で
、
女
中
で
あ
る
「
富
」
は
佐
々
木
を
相
対
化
す
る
存
在
と
し
て
機

能
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
聞
き
手
「
君
」
の
立
場
か
ら
作
品
末
尾
で

幾
度
も
語
ら
れ
る
「
自
分
は
何
と
云
っ
て
い
い
か
分
ら
な
か
っ
た
」
と
い

う
言
説
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
聞
き
手
「
君
」
は
、
友
人
で
あ
る

佐
々
木
に
対
面
し
て
一
連
の
出
来
事
を
聞
か
さ
れ
て
お
り
、
佐
々
木
へ
の

同
情
が
要
請
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
佐
々
木
の
立
場
を
絶
対
的
に

良
し
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
は
社
会
的
に
成
功
し

た
「
僕
」
と
、
一
生
を
罪
の
意
識
に
委
ね
た
「
富
」
と
、
ど
ち
ら
が
「
幸

福
」
な
の
か
判
断
を
留
保
す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
「
富
」
が
よ
り
「
幸

福
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

語
り
手
の
判
断
の
留
保
は
、
『
佐
々
木
の
場
合
』
の
書
か
れ
た
時
代
性
を

踏
ま
え
る
こ
と
で
明
ら
か
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
つ
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
日

清
戦
争
・
日
露
戦
争
の
連
勝
に
よ
っ
て
軍
人
の
地
位
が
相
対
的
に
高
か
っ

た
状
況
下
で
書
か
れ
、
読
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
位
置
に
あ
る

|
|
『
鶴
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
|
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四
九



「
僕
」
と
、
「
富
」
の
個
人
的
な
「
道
義
心
と
犠
牲
心
」
と
が
並
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
自
体
が
、
軍
人
を
、
ひ
い
て
は
国
家
権
力
へ
の
批
判
と
な
り
得

て
い
る
の
で
あ
る
。
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
を
経
由
し
て
『
佐
々
木
の
場
合
』
を

み
る
こ
と
で
、
『
佐
々
木
の
場
合
』
に
お
け
る
「
富
」
が
、
「
僕
」
の
「
幸

福
」
の
浅
薄
さ
を
批
判
す
る
射
程
を
持
ち
得
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。と

こ
ろ
が
一
方
で
、
『
佐
々
木
の
場
合
』
に
お
け
る
女
性
の
批
評
性
は
、

テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
留
ま
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
佐
々
木
の
場
合
』

は
テ
ク
ス
ト
の
外
部
(
H
国
家
権
力
)
へ
の
批
判
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
批
評
性
を
ど
う
受
容
す
る
か
は
完
全
に
読
者
任
せ
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
(
佐
々
木
)
に
対
す
る
聞
き
手
を
も
テ
ク
ス

ト
に
内
包
し
て
い
る
、
閉
じ
ら
れ
た
語
り
の
構
造
に
よ
っ
て
も
窺
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
『
猿
面
冠
者
』
は
、
三
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス

ト
の
構
造
に
読
者
を
取
り
込
ん
で
い
く
語
り
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
ま

た
、
こ
の
後
見
て
い
く
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
『
猿
面
冠
者
』
を
『
鶴
』
誌
上
で
読
ん
で
い
る
読
者
個
々
が
直
接

そ
の
批
評
性
を
受
け
取
る
よ
う
に
聞
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
『
猿
面
冠
者
』
に
お
い
て
女
性
の
批
評
性
が
顕
在
化
す
る
末
尾

の
部
分
を
検
討
し
た
い
。
「
男
」
の
構
想
通
り
少
女
か
ら
の
「
ロ
マ
ン
チ
ツ

五
O 

ク
」
な
第
一
の
通
信
が
引
用
さ
れ
た
あ
と
、
「
(
風
の
便
り
は
こ
こ
で
終
わ

ら
ぬ
)
」
と
い
う
言
説
が
続
き
、
そ
こ
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
構
造
は
破
綻
し
て

い
く
。

あ
ら
あ
な
た
は
こ
の
原
稿
を
破
る
お
つ
も
り
?

せ
。
ゴ
叫
引
引
制
調
叫
謝
剖
判
剖

J
訓
引
言
葉
の
詩
と
で
も
い

引
制
期
利
司

-uu謝
剖

割

川

剖

剖

社

司

1
判

明

ヨ

お
よ
し
な
さ
い
ま

っ
た

と
こ
ん
な
も
の
悶
と
素
知
ら
ぬ
ぶ
り
し
て
劃
き
加

日
、
案
外
、
世
の
な
か
の
ひ
と
た
ち
は
、
あ
な
た
の
私
を
殺
し
っ
ぷ

り
が
い
い
と
言
っ
て
、
喝
采
を
送
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の

よ
ろ
め
く
お
す
が
た
が
さ
だ
め
し
大
受
け
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
そ
し

で
料
川
町
方
税
叫
指
針
か
が
が
い
村
山
川
町
臓
か

ψ
.
.
 以

引
「
「
「
税
ぃ
レ
ピ
.
た
料

一
引
税
問
、
.. 山
市
ぶ
い
柄
引
制
じ
が
創
刊

h

コ
引
い
討
剖
引
。

手
紙
の
書
き
手
が
『
風
の
便
り
』
の
作
中
人
物
で
あ
る
少
女
で
あ
る
と

す
る
と
、
引
用
の
は
じ
め
で
呼
び
か
け
ら
れ
る
「
あ
な
た
」
は
、
『
風
の
便

り
』
の
作
中
作
『
鶴
』
の
作
者
で
あ
る
「
彼
」
で
し
か
あ
り
得
な
い
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
続
い
て
、
「
こ
の
原
稿
を
破
る
お
つ
も
り
?
」
と
述
べ
ら

れ
る
こ
と
で
、
「
あ
な
た
」
と
は
「
こ
の
原
稿
」
(
傍
点
引
用
者
)
、
す
な
わ

ち
『
風
の
便
り
』
の
原
稿
を
今
ま
さ
に
書
い
て
い
る
「
倣
岸
不
遜
の
男
」

を
も
指
し
示
す
言
葉
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
傍
線
部
で
は
、
『
猿
面
冠
者
』
の
冒
頭
、
語
り
手
の
言
説
の
水 く



準
で
引
用
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
も
ぢ
り
言
葉
の
詩
」
と
い
う
言
説
が
少

女
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
「
あ
な
た
」
が
「
彼
」

と
「
倣
岸
不
遜
の
男
」
と
語
り
手
と
の
三
者
の
い
ず
れ
を
指
示
し
て
る
の

か
は
決
定
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
も
ぢ
り
言
葉
の
詩
」
以
下
の
言
説

の
よ
う
に
、
冒
頭
の
引
用
が
少
女
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
諮
ら
れ
る
た
め
、
テ
ク
ス
ト
の
書
き
手
た
ち
は
す
べ
て
同
一
の
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
確
認

し
て
き
た
よ
う
な
語
り
手
と
「
男
」
と
の
距
離
は
無
化
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
「
男
」
と
自
ら
と
を
切
断
す
る
こ
と
で
、
滑
稽
な
存
在
と
し
て

「
男
」
を
語
り
得
て
い
た
語
り
手
の
位
置
ま
で
も
、
少
女
の
言
説
に
よ
っ
て

ゆ
る
が
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ゆ
る
が
さ
れ
た
自
己
の
位
置
を
語

り
手
が
維
持
す
る
た
め
に
は
、
少
女
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
小
説
の
破

綻
を
、
少
女
の
指
示
通
り
隠
蔽
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
少
女
の

言
説
は
そ
の
こ
と
ま
で
も
見
通
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し

て
守
ら
れ
た
「
統
ご
さ
れ
た
物
語
は
、
「
文
芸
復
興
」
の
掛
け
声
に
便
乗

す
る
「
世
の
な
か
の
人
た
ち
」
に
「
大
受
け
」
す
る
で
あ
ろ
う
と
、
皮
肉

に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
少
女
の
批
評
性
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
点
線
部
の

「
お
か
げ
で
私
の
指
先
も
そ
れ
か
ら
脚
も
、
も
う
三
秒
と
た
た
ぬ
う
ち
に
、

み
る
み
る
冷
く
な
る
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
説
で
あ
る
。
こ
こ

太
宰
治
『
猿
面
冠
者
』
に
お
け
る
語
り
の
戦
略

で
は
少
女
の
死
が
、
あ
た
か
も
生
身
の
肉
体
を
備
え
た
人
物
の
そ
れ
で
あ

る
か
の
よ
う
に
、
過
剰
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
少

女
の
死
の
表
象
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
た
と
え
冒
頭
に
戻
っ
て
、
小
説

の
破
綻
の
物
語
を
語
り
直
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
裏
側
に
は
少
女
の
死
が

常
に
張
り
付
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
の
最
後
に
は
、
「
男
」
が
「
書
き
か
け
の
原
稿
用
紙
」
に
「
猿

面
冠
者
」
と
題
を
付
け
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
男
」
は
、

『
鶴
』
の
作
者
で
あ
り
、
「
倣
岸
不
遜
の
男
」
で
あ
り
、
語
り
手
で
も
あ
る

と
読
め
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
つ
け
ら
れ
た
題
名
が
「
猿
面
冠
者
」
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
男
」
は
テ
ク
ス
ト
の
一
番
外
側
に
い
る
書
き
手

(
太
宰
)
と
も
重
ね
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
猿
面
冠
者
」
と
題

さ
れ
た
そ
の
「
書
き
か
け
の
原
稿
用
紙
」
は
、
今
読
者
が
手
に
し
て
い
る

テ
ク
ス
ト
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
よ
う
。
そ
う

す
る
こ
と
で
読
者
は
、
小
説
の
破
綻
を
描
い
た
こ
の
小
説
が
成
立
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
、
自
ら
が
読
ん
で
い
る
と
い
う
体
験
に
よ
っ
て
保
証
す

る
位
置
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
少
女
の
死
に
よ
っ
て
小
説
が
成
立
し
て

い
る
こ
と
を
自
ら
の
読
書
体
験
に
よ
っ
て
保
証
さ
せ
ら
れ
る
読
者
は
、
少

女
が
皮
肉
に
語
っ
た
「
世
の
な
か
の
人
た
ち
」
と
自
己
と
の
同
質
性
や
差

異
に
思
い
至
ら
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
破
壊

す
る
少
女
の
批
評
性
は
、
こ
う
し
た
聞
い
の
あ
わ
い
に
身
を
置
く
読
者
の

|
|
『
鶴
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
|
|

五



位
相
に
お
い
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
節
の
ま
と
め
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
語
り
の
構
造
を
太
宰
が
生
み

出
し
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
『
佐
々

木
の
場
合
』
と
『
猿
面
冠
者
』
と
の
語
り
の
構
造
と
読
者
の
位
相
に
は
差

異
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
差
異
の
生
じ
る
背
景
に
は
、
文
学
を
め
ぐ
る
時

代
の
違
い
が
あ
る
。
『
鶴
』
に
お
い
て
志
賀
が
頻
繁
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
は
、
小
説
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
へ
の
疑
い
を
持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
同
時
代
の
文
学
青
年
の
必
然
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

だ
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
太
宰
は
、
内
部
か
ら
小
説
を
破
壊
す
る
『
猿
面
冠

者
』
の
語
り
の
方
法
を
生
み
出
し
、
文
学
が
一
つ
の
制
度
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
鶴
』
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
内
の
読
者
個
々
を
取
り
込
む
語
り
の
方
法
に
よ
っ
て
、
文
学
の
制
度

性
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
実
践
が
『
猿
面
冠
者
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
な
の

で
あ
る
。結

び

『
猿
面
冠
者
』
が
発
表
さ
れ
た
『
鶴
』
は
、
「
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
派
文
学
青
年
」

た
ち
に
よ
っ
て
「
私
達
の
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
新
文
学
建
設
」
を
目
指

し
て
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
雑
誌
の
有
し
て
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
は
き
わ
め
て
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
回

玉

収
さ
れ
に
く
い
狭
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
か
ら
こ
そ
、
『
オ
ネ
i
ギ
ン
』
の

批
評
性
や
「
文
芸
復
興
」
と
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
読
者
に
共
有
さ

せ
る
『
猿
面
冠
者
』
の
方
法
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
書
か
れ
、
あ
る
い
は
読
ま
れ
た
『
猿
面

冠
者
』
は
、
読
者
を
取
り
込
む
こ
と
で
文
学
の
制
度
性
に
対
す
る
批
判
を

共
有
さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
語
り
の
構
造
を
複
雑
化
す
る

こ
と
で
読
者
を
自
己
の
テ
ク
ス
ト
の
読
者
と
し
て
仕
立
て
あ
げ
て
い
く
太

宰
の
方
法
は
、
他
の
実
験
的
作
品
や
中
期
の
女
語
り
作
品
な
ど
に
も
引
き

継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

(
注
)

渡
郎
芳
紀
「
『
披
而
冠
者
』
|
作
品
の
構
造
』
(
『
立
正
大
学
教
義
郎
紀
.
袋
』

昭
和
四
九
・
一
二
↓
『
太
宰
治
心
の
王
者
』
洋
々
社
、
昭
和
五
九
・
五
)
。

同
憾
の
論
と
し
て
は
‘
ほ
か
に
永
井
博
「
『
晩
年
』
時
代
の
太
宰
治

l
「猿

面
冠
者
」
を
中
心
に

l
」
(
『
金
沢
大
学
国
諸
国
文
』
昭
和
六
二
一
・
三
)

な
ど
が
あ
る
。

中
村
三
森
「
言
葉
を
書
く
の
は
誰
か
|
「
按
而
冠
者
」
と
再
起
的
諮
問
体

小
説
|
」
(
『
昭
和
文
学
研
究
』
平
成
四
・
二
↓
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機

構
』
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成
六
・
五
)
。
鈴
木
雄
史
「
敗
北
す
る
作
者
の
位

相
|
『
猿
面
冠
者
』
の
中
の
「
太
宰
治
」
」
(
『
論
樹
』
平
成
四
・
九
)
。

他
に
、
古
谷
綱
武
の
弟
で
あ
る
綱
正
、
そ
の
大
学
の
友
人
で
あ
る
雪
山
俊

之
が
編
集
発
行
人
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
第
二
輯
(
昭
和
九
年
七
月
刊
)

を
も
っ
て
終
刊
。

2 4 



5 

奥
野
健
男
「
解
説
」
(
『
的
』
復
刻
版
、
日
本
近
代
文
学
館
、
昭
和
五
一
・

五
)
。
傍
点
マ
て

尾
崎
一
雄
「
『
鶴
』
創
刊
の
頃
」
(
『
鶴
』
復
刻
版
、
日
本
近
代
文
学
館
、

昭
和
五
一
・
五
)
。

尾
輔
の
回
想
に
も
あ
る
よ
う
に
、
当
時
は
純
文
学
復
興
の
機
運
に
乗
っ
て
、

多
く
の
同
人
雑
誌
が
発
刊
さ
れ
て
い
た
。
同
人
雑
誌
聞
の
往
来
(
同
人
誌

の
送
付
や
同
人
雑
誌
評
の
掲
載
な
ど
)
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
複
数

の
同
人
雑
誌
の
同
人
達
が
複
合
し
て
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て

い
た
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
同
人
雑
誌
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
成
し
て
い
た
一
方
に
は
、
マ
ス
の
読
者
を
持
つ
商
業

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
三
節

で
後
述
す
る
。

F

(
古
谷
綱
武
)
「
制
集
後
記
」
(
『
曲
』
第
一
樹
‘
昭
和
九
・
凹
)
。

昭
和
九
年
四
月
、
五
月
、
六
月
の
三
回
発
行
さ
れ
て
い
る
。
「
齢
社
の
動

向
、
出
版
の
報
告
を
印
刷
し
て
齢
社
の
消
新
な
使
命
を
読
者
に
頒
ち
た

い
』
と
す
る
目
的
の
小
冊
子
で
あ
る
。
鶴
祉
の
事
業
内
蒋
、
読
者
か
ら
の

反
響
、
「
抜
粋
叢
書
」
の
短
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
第
三
輪
に
は

随
架
な
ど
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
引
用
は
第
一
輯
(
昭
和
九
・
四
)
に
拠
る
。

『
磁
場
』
昭
和
七
・
四
↓
『
新
文
学
研
究
』
第
六
集
、
昭
和
七
・
六
に
再

録
。
井
上
良
雄
は
こ
の
評
論
を
発
表
し
た
の
ち
評
論
活
動
を
中
止
す
る
も

の
の
、
こ
の
評
論
は
発
表
直
後
に
『
新
文
学
研
究
』
に
再
掲
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
論
文
は
当
時
の
文
学
青
年
に
は
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
鶴
』
第
一
印
刷
に
は
、
古
谷
に
よ
る
「
井
上

良
雄
を
は
げ
ま
す
た
め
に
」
と
い
う
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

軍
を
折
っ
た
井
上
を
叱
時
激
励
す
る
私
伝
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
文
市
が
わ
ざ
わ
ざ
拘
峨
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
井
上
と
い
う

一
討
論
家
が
同
時
代
の
文
学
山
年
た
ち
に
及
ぼ
し
て
い
た
影
響
の
大
き
さ

6 7 9 8 10 

太
宰
治
『
按
.
曲
冠
者
』
に
お
け
る
語
り
の
戦
略

(
日
)

(
臼
)

(
日
)

を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

前
掲
、
雪
山
俊
之
「
志
賀
氏
の
「
日
曜
日
』
評
」
。

山
岸
外
史
「
暗
夜
行
路
か
ら
」
(
『
鶴
』
第
一
一
輯
、
昭
和
九
・
七
)
。

メ
レ
シ
ユ
コ
オ
フ
ス
キ
イ
著
、
中
山
省
三
郎
訳
「
プ
ウ
シ
キ
ン
|
主
観
的

批
評
|
」
(
『
新
文
学
研
究
』
第
六
集
、
昭
和
七
・
五
)
。
原
文
は
以
下
の

通
り
。
二
体
何
も
の
?
/
た
だ
の
真
似
事
師
か
、
/
気
に
す
る
が
も
の

も
な
い
幽
霊
か
、
/
ハ
ロ
ル
ド
の
マ
ン
ト
を
若
た
莫
斯
科
つ
子
か
、
/
他

人
の
癖
の
翻
案
か
/
流
行
言
葉
の
静
香
な
の
か
:
:
:
/
い
や
も
う
、
も
ぢ

り
言
葉
の
詩
と
で
も
い
っ
た
あ
と
こ
ろ
か
な
」
(
/
は
改
行
)
。

笠
原
伸
夫
「
「
猿
面
冠
者
」
の
方
法
」
(
『
太
宰
治
研
究
1
』
乎
成
六
・
七
)
。

米
川
正
夫
「
序
」
(
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
岩
波
文
庫
、
昭
利
二
・
一
一
)
。

メ
レ
シ
ユ
コ
オ
フ
ス
キ
イ
帯
、
中
山
省
三
郎
訳
「
プ
ウ
シ
キ
ン
|
主
観
的

批
評
l
」
(
『
新
文
学
研
究
』
第
六
集
、
昭
和
七
・
五
)
。

谷
川
徹
二
一
「
文
芸
復
興
の
現
実
」
(
『
中
央
公
論
』
昭
拘
九
・
凹

l
『文

学
の
世
界
』
改
造
社
文
芸
班
興
推
書
、
昭
和
九
・
六
、
)
。

『
改
造
』
、
『
新
潮
』
で
は
「
文
芸
復
興
』
と
銘
打
っ
て
昭
和
八
年
の
年
末

に
新
人
募
集
の
懸
賞
が
行
わ
れ
、
昭
和
九
年
の
初
め
に
一
斉
に
発
表
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
改
造
社
の
「
文
芸
復
興
叢
書
』
な
ど
、
「
文

芸
復
興
』
と
い
う
言
葉
を
広
告
に
用
い
て
る
も
の
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
事
象
か
ら
は
、
「
文
芸
復
興
」
と
い
う
現
象
を
積
極
的

に
作
り
上
げ
る
こ
と
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
退
潮
後
の
文
壇
の
勃
興
を

先
導
し
よ
う
と
す
る
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
戦
略
が
窺
え
よ
う
。

前
掲
笠
川
町
論
で
は
、
こ
の
部
分
の
典
拠
が
『
オ
ネ
l
ギ
ン
』
(
山
石
波
文
山
陣
、

附
和
一
.
・
一
一
)
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

古
谷
綱
武
は
『
的
』
が
経
済
的
に
舷
綻
し
た
こ
と
に
触
れ
て
、
「
売
れ
た

の
は
一
ひ
も

A

一
川
ゲ
も
数
十
郎
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
(
「
『
飢
』

刊
行
の
頃
の
思
い
山
」
(
『
削
』
飽
刻
版
、
日
本
近
代
文
学
館
、
昭
和
五
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と
の
関
わ
り
を
中
心
に
|
|
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一
・
五
)
}
。

テ
ク
ス
ト
に
頗
出
す
る
「
も
し
ー
だ
と
し
た
ら
」
な
ど
と
い
っ
た
仮
定
の

言
説
も
、
語
り
手
と
「
男
」
と
の
距
離
を
仮
構
す
る
方
法
の
一
つ
の
表
わ

れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
付
記
〕太

宰
治
『
猿
面
冠
者
』
か
ら
の
引
用
は
、
山
内
祥
史
編
『
太
宰
恰
全
集
第
一

巻
』
(
筑
摩
帯
一
局
、
平
成
元
)
に
拠
る
。
但
し
、
旧
諜
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

な
お
、
引
用
文
中
の
傍
綿
は
筆
者
に
よ
る
。

本
稿
は
、
大
阪
府
立
大
学
日
本
昔
話
文
化
学
会
第
三
回
大
会
(
二

O
O七
年
七

月
一
六
日
}
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
「
太
宰
治
『
猿
面
冠
者
』
論
」
を
加
鍵
・

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
際
、
多
く
の
方
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
こ
と

を
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

(
く
ぽ

は
る
み

本
ρ4 
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大
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院
博
士
後
期
牒
程
在
且4
寸・


