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一　

は
じ
め
に

　

宮
沢
賢
治
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
唯
一
の
童
話
集
、『
注
文
の
多
い
料
理
店
』（
大

正
十
三
年
十
二
月
刊
）
に
収
め
ら
れ
た
表
題
作
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」（
同
十
年

十
一
月
成
立
）
は
、
こ
れ
ま
で
、
初
版
本
広
告
ち
ら
し
に
「
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど

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

あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、「
近
代
日
本
文
学
が
生
ん
だ
近
代
西
洋
文
明
に
対
す
る

も
っ
と
も
鋭
い
諷
刺
の
書
」（
梅
原
）
1
（

猛
）、「〈
食
べ
る
こ
と
〉〈
殺
生
〉
と
い
う
賢
治

童
話
の
お
も
い
課
題
と
関
連
し
な
が
ら
、
農
村
対
都
会
と
い
う
問
題
を
提
出
し
て
い

る
」（
続
橋
達
）
2
（
雄
）、「
人
間
だ
け
が
食
物
連
鎖
の
体
系
か
ら
特
権
的
に
外
へ
出
て
、

自
分
た
ち
だ
け
は
他
の
生
物
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
た
か
を
く
く
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
『
放
恣
』
さ
に
対
す
る
決
定
的
な
批
判
に
な
り
え
て
い
る
の
で
す
。
そ

れ
こ
そ
が
『
村
の
子
ど
も
ら
』
の
『
反
感
』
の
最
も
鋭
い
悪
意
だ
と
言
え
ま
す
」

（
小
森
陽
）
3
（
一
）
と
い
っ
た
具
合
に
、
自
然
あ
る
い
は
農
村
の
立
場
か
ら
の
、
人
間
、

西
洋
文
明
あ
る
い
は
都
会
に
対
す
る
批
判
と
し
て
読
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
た
と
え
ば
田
近
洵
一
が
、「
山
猫
は
、
人
力
を
超
え
た
自
然

0

0

の
力

は
持
っ
て
お
ら
ず
、
狡
知
に
た
け
て
い
る
点
で
、
結
局
は
二
人
の
紳
士
と
同
様
、
都

会
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」（
傍
点
は
原
文
に
よ
る
）
と
し
て
、「
山
猫
と
紳
士

と
の
関
係
は
、
そ
の
あ
り
方
自
体
、
虚
偽
に
満
ち
て
お
り
、
現
実
の
世
俗
社
会
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
よ
う
）
4
（
に
、
作
中
の
「
山
猫
」
が
「
紳
士
」
と
同
様
い

か
に
も
貪
欲
で
、
都
会
的
か
つ
俗
悪
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
て
き
た
。
秋
枝
美

保
が
、「
山
猫
」
に
、「
西
洋
料
理
店
の
経
営
者
」
す
な
わ
ち
「
消
費
者
の
欲
望
を
探

り
な
が
ら
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
商
品
を
売
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
生

産
者
」、「
一
番
最
後
に
控
え
て
皿
に
料
理
さ
れ
た
紳
士
た
ち
が
乗
る
の
を
待
っ
て
い

る
、
す
な
わ
ち
最
終
的
に
利
益
を
得
る
事
業
者
」
の
姿
を
見
た
の
）
5
（
は
、
右
の
田
近
の

論
を
文
化
論
的
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

工
藤
哲
夫
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
山
猫
」
は
な
る
ほ
ど
「
必
ず
し
も
自
然
を
代

表
す
る
よ
う
な
特
性
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
」。
し
か
し
、「
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
田
近
洵
一
の
言
う
よ
う
に
、
一
気
に
反
対
側
＝
紳
士
の
側
に
所
属
さ
せ
て
『
都

会
的
』
存
在
と
考
え
る
と
、『
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
』
の
『
反
感
』
が
宙
に

浮
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
）
6
（

る
」。「
山
猫
」
が
貪
欲
、
狡
猾
で
あ
る
こ
と
と
、
初
版
本

広
告
ち
ら
し
に
謳
わ
れ
て
い
る
「
村
の
子
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
と
を
い
か
に
し
て

矛
盾
な
く
整
合
さ
せ
る
か
。
そ
れ
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
本
作
品
研
究

の
課
題
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
猟
師
」
と
「
犬
」、

そ
し
て
「
団
子
」
に
、
本
作
品
読
解
の
た
め
の
新
た
な
手
掛
か
り
を
見
出
そ
う
と
す

る
試
み
で
あ
る
。
前
掲
の
広
告
ち
ら
し
の
文
言
を
あ
え
て
引
か
ず
と
も
、
本
作
品
が
、
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一
一
年

続
橋
の
言
う
よ
う
に
〈
食
〉
や
そ
れ
に
伴
う
〈
殺
生
〉
に
関
す
る
主
題
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
「
西
洋
料
理
」
に
つ
い
て

の
言
及
は
あ
っ
て
も
、「
猟
師
」
が
二
人
の
「
紳
士
」
を
助
け
た
後
に
与
え
る
「
団

子
」
と
い
う
食
べ
物
に
つ
い
て
触
れ
た
論
考
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
、
そ
の
「
団

子
」
を
与
え
た
「
猟
師
」
と
い
う
存
在
も
、
作
品
の
冒
頭
で
す
ぐ
に
行
方
を
く
ら
ま

せ
て
し
ま
う
た
め
か
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、「
紳
士
」
も
「
山
猫
」
も
、
他
の
動
物
を
殺
す
こ
と
で
得
ら
れ
る
「
西

洋
料
理
」
に
貪
欲
に
あ
り
つ
こ
う
と
し
た
た
め
に
、
と
も
に
一
種
の
処
罰
を
受
け
る

結
果
と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
と
対
照
的
に
穀
物
に
由
来
す
る
食
べ
物
で

あ
り
、
か
つ
農
民
の
日
常
食
で
あ
る
「
団
子
」
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。

ま
た
、「
猟
師
」
や
「
犬
」
の
不
在
に
よ
っ
て
「
紳
士
」
が
「
山
猫
」
に
食
わ
れ
か

け
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
の
再
登
場
に
よ
っ
て
「
山
猫
」
の
化
け
の
皮

が
は
が
れ
る
と
い
っ
た
具
合
に
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
こ
そ
が
、「
紳
士
」
の
遭
遇
す

る
怪
異
の
出
現
と
消
滅
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」（
昭
和
二
年
頃
成
立
）
の
よ
う
に
、
自
ら
が
生
き
る
た
め
に
他

の
生
物
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
「
猟
師
」
が
、
人
間
存
在
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て

賢
治
文
学
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
彼
ら

の
存
在
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
す
る
こ
と
は
不
当
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二　
「
紳
士
」
批
判
の
視
座
を
求
め
て 

―

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
研
究
状
況

　

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

文
に
「
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
の

「
矛
盾
」
を
、「
山
猫
」
を
「
単
な
る
懲
戒
者
」
と
見
な
す
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
し

た
。「
山
猫
」
は
、「
山
に
い
る
の
を
幸
い
、『
村
の
子
ど
も
ら
』
か
ら
依
託
を
受
け

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

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
山
猫
」
を
自
然
の
象
徴
と
し
な
い
代
わ
り
に
そ
の
貪

欲
さ
や
狡
知
に
た
け
て
い
る
性
質
に
も
目
を
つ
ぶ
り
、
そ
の
役
割
を
「
村
の
子
ど
も

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

村
の
子
ど
も
ら
）
と
狡
知
に
た
け
た
都
会
（
＝
紳
士
）
と
い
う
二
項
対
立
的
図
式
を

維
持
し
よ
う
と
し
た
論
だ
と
言
え
る
。

　

確
か
に
、
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
「
都

会
文
明
と
放
恣
な
階
級
」
に
対
す
る
「
反
感
」
は
作
中
に
反
映
さ
れ
う
る
こ
と
に
な

る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
、
山
中
の
数
あ
る
動
物
の
中
か
ら
貪
欲
で
狡
猾

な
「
山
猫
」
が
、
あ
え
て
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
ぬ

ぐ
え
な
い
。「
村
の
子
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
の
代
弁
者
と
し
て
「
友
情
出
演
」
す

る
以
上
、「
村
の
子
ど
も
ら
」
が
共
感
を
持
ち
う
る
人
物
な
い
し
動
物
を
登
場
さ
せ

る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

　

自
然
（
農
村
）
対
人
間
（
西
洋
文
明
、
都
会
）
と
い
う
二
項
対
立
的
図
式
を
維
持

し
た
上
で
、
で
は
「
山
猫
」
を
自
然
の
側
に
位
置
づ
け
る
の
か
都
会
の
側
に
位
置
づ

け
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
の
立
て
方
を
す
る
と
、
い
ず
れ
を
選
ん
だ
場
合
も
そ
こ

に
矛
盾
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
な
ら
ば
「
山
猫
」
の
性
格
が
問
題
に
な
り
、

後
者
な
ら
ば
「
村
の
子
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
と
い
う
言
葉
が
宙
に
浮
く
。
工
藤
は
、

「
山
猫
」
の
貪
欲
さ
や
狡
猾
さ
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
農
村

の
側
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、「
山
猫
」
が
そ
う
し
た
性
格
の
持
ち

主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
、
お
よ
び
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
「
山
猫
」

が
登
場
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
依
然
説
明
が
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ

た
。

　
「
山
猫
」
の
都
会
性
を
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
た
田
近
洵
一
が
、
先
述
の
論
考
の
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後
に
「
山
猫
」
の
性
格
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
論
も
、
右
の
よ
う
な
問
題
を
め
ぐ
っ

て
苦
慮
し
た
跡
が
に
じ
む
。
田
近
は
、「
山
猫
」
が
「
紳
士
」
と
同
様
に
都
会
的
だ

と
い
う
か
つ
て
の
自
身
の
論
を
発
展
さ
せ
、「
そ
も
そ
も
山
奥
の
レ
ス
ト
ラ
ン
そ
の

も
の
が
、
二
人
の
紳
士
が
生
み
出
し
た
幻
影
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
、
扉
の
こ
と

ば
も
、
紳
士
自
身
が
つ
く
り
出
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
7
（
か
」
と
、

山
中
で
の
出
来
事
を
「
紳
士
」
の
見
た
幻
想
と
す
る
。
こ
れ
は
、
後
述
の
須
貝
論
文

に
も
批
判
的
に
継
承
さ
れ
る
読
み
で
あ
る
。
だ
が
、
田
近
は
そ
の
一
方
で
、「
村
の

子
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
と
い
う
広
告
ち
ら
し
の
文
言
を
生
か
す
べ
く
、「
山
猫
」

に
自
然
的
要
素
も
見
出
そ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
確
か
に
そ
の
（
山
猫
の―

青
山
注
）
こ
と
ば
は
都
会
文
明
的
だ
が
、
し
か
し
一
度
は
い
り
込
ん
だ
ら
引
き
返
す

こ
と
を
許
さ
ず
、
奥
へ
奥
へ
と
引
き
込
ん
で
い
く
七
つ
の
扉
の
構
造
は
、
自
然
と
い

う
も
の
の
え
た
い
の
し
れ
ぬ
こ
わ
さ
を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
よ
う
だ
」
と
い
っ

た
具
合
に
、「
山
猫
」
お
よ
び
「
山
猫
軒
」
が
一
面
に
お
い
て
は
都
会
的
で
あ
る
も

の
の
、
別
の
一
面
に
お
い
て
は
自
然
的
で
あ
る
と
い
う
折
衷
案
を
示
す
の
で
あ
る
。

い
っ
た
ん
「
レ
ス
ト
ラ
ン
そ
の
も
の
」
を
「
二
人
の
紳
士
が
生
み
出
し
た
幻
影
」
と

し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
奥
深
さ
と
お
そ
ろ
し
さ
が
自
然
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
一
貫
性
に
欠
け
る
議
論
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
れ
が
、「
山
猫
」
を
自

然
（
農
村
）
対
人
間
（
西
洋
文
明
、
都
会
）
と
い
う
図
式
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る

読
み
の
限
界
点
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
田
近
の
読
み
を
継
承
し
つ
つ
も
、
右
の
図
式
を
根
本
的
に
否
定
す
る
こ

と
で
こ
の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
須
貝
千
里
で
あ
）
8
（

る
。
須
貝
に
よ
れ

ば
、「
紳
士
」
た
ち
は
作
品
の
冒
頭
か
ら
末
尾
ま
で
彼
ら
の
幻
想
の
世
界
（
須
貝
の

言
葉
で
は
「〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
の
世
界
」）
に
い
つ
づ
け
る
。
作
品
内
の
出

来
事
は
す
べ
て
「
紳
士
」
の
「
内
面
の
世
界
」
で
あ
り
、「
山
猫
軒
」
も
「『
紳
士
』

の
世
界
像
の
自
己
運
動
が
創
り
出
し
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
上
で
、「
紳
士
」
の
陥
っ
た
罠
を
、
自
然
や
「
村
の
子
ど
も
ら
」
の
意
志
の
反
映

だ
と
す
る
見
解
を
、
次
の
よ
う
に
否
定
す
る
。

こ
の
作
品
の
な
か
で
「
山
猫
軒
」
の
実
在
性
は
「
紳
士
」
に
よ
っ
て
し
か
保
証

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
山
猫
軒
」
は
「
山
猫
」
の
側
の

意
志
、「
自
然
」
の
側
の
意
志
、「
村
の
子
ど
も
ら
」
の
意
志
の
直
接
的
な
産
物

で
は
な
い
。

田
近
は
、「
村
の
子
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
と
い
う
広
告
ち
ら
し
の
文
言
を
念
頭
に

置
い
た
上
で
、「
山
猫
」
を
あ
く
ま
で
も
「
紳
士
」
批
判
の
視
座
と
し
て
位
置
づ
け

よ
う
と
し
た
た
め
に
、「
山
猫
」
に
自
然
性
を
見
出
そ
う
と
苦
慮
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
須
貝
は
「
山
猫
」
を
「
紳
士
」
自
身
が
生
み
出
し
た
幻
想
に

す
ぎ
な
い
と
し
、
し
か
も
そ
の
「
山
猫
」
を
「
自
然
」
や
「
村
の
子
ど
も
ら
」
の
意

志
か
ら
明
確
に
切
り
離
す
こ
と
で
、「
山
猫
」
に
「
紳
士
」
批
判
の
視
座
を
見
出
そ

う
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
読
み
が
直
面
し
て
き
た
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
読
み
の
優
れ
た
点
は
、
す
べ
て
を
「
紳
士
」
の
「
内
面
の
世
界
」
と
す
る
こ

と
で
「
山
猫
」
の
位
置
づ
け
の
問
題
を
解
決
で
き
る
点
、
お
よ
び
死
ん
だ
「
白
熊
の

や
う
な
犬
」
が
生
き
返
る
こ
と
を
容
易
に
説
明
で
き
る
点
に
あ
る
。
で
は
、「
村
の

子
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
と
い
う
文
言
は
、
宙
に
浮
い
て
し
ま
わ
な
い
の
か
。
須
貝

が
、
広
告
ち
ら
し
の
文
言
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

「
山
奥
」
の
生
き
物
を
殺
す
こ
と
を
痛
快
と
感
じ
、
生
き
物
の
命
を
金
銭
で
し

か
評
価
し
な
い
、
自
ら
の
欲
望
を
軸
に
し
て
し
か
も
の
を
考
え
ら
れ
な
い
人
の
、

そ
れ
は
殺
し
、
殺
さ
れ
る
こ
と
が
い
つ
で
も
逆
転
し
う
る
と
い
う
問
題
を
か
か
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え
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
化
し
よ
う
と
し
な
い
人
の
内
面
世
界
の
表
象
と

し
て
、
語
り
手
は
笑
わ
せ
る
よ
う
に
こ
の
作
品
の
全
編
を
語
り
、「
紳
士
」
に

対
す
る
「
反
感
」
を
示
し
て
い
る
。「
糧
に
乏
し
い
村
の
子
ど
も
ら
」
の
「
反

感
」
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
批
評
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

須
貝
に
よ
れ
ば
、「
紳
士
」
に
対
す
る
「
反
感
」
は
、「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
「
示
」

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
語
り
手
」
は
、
読
者
を
「
笑
わ
せ
る
よ
う
に
」、「
こ

の
作
品
の
全
編
」
に
わ
た
っ
て
「
紳
士
」
の
「
内
面
世
界
の
表
象
」
を
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
糧
に
乏
し
い
村
の
子
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
は
「
こ
の
レ
ベ
ル
の
批
評
」、

す
な
わ
ち
「
紳
士
」
の
よ
う
な
自
己
本
位
的
な
登
場
人
物
に
対
す
る
、
語
り
手
に
よ

る―

あ
る
い
は
語
り
手
が
読
者
に
喚
起
す
る
と
こ
ろ
の―

批
評
性
と
し
て
考
え

る
べ
き
だ
。
こ
の
よ
う
に
須
貝
は
言
う
。

　

し
か
し
、「
糧
に
乏
し
い
村
の
子
ど
も
ら
」
が
語
り
手
や
読
者
と
同
一
の
レ
ベ
ル

で
捉
え
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
あ
え
て
、
広
告
ち
ら
し
に
お
い
て
「
糧
に
乏
し
い

村
の
子
ど
も
ら
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
人
物
像
が
、「
反
感
」
の
主
体
と
し
て
示
さ

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
須
貝
は
明
確
に
答
え
て
い
な

い
。「
糧
」
の
「
乏
し
」
さ
や
「
村
」
と
い
っ
た
要
素
を
捨
象
し
て
し
ま
え
ば
、「
糧

に
乏
し
い
村
の
子
ど
も
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
こ
そ
完
全
に
宙
に
浮
い
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
。

　

府
川
源
一
郎
も
、
須
貝
と
同
様
、「
紳
士
た
ち
を
批
判
す
る
視
座
は
、
山
猫
の
内

側
に
は
存
在
し
な
い
」
と
の
認
識
を
示
し
た
上
で
、「『
村
の
子
ど
も
たマ

ちマ

』
の
反
感

は
、
作
品
の
中
の
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
代
弁
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
品
全

体
の
志
向
性
の
中
に
表
出
さ
れ
て
い
）
9
（

る
」
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
須
貝
が
「
紳
士
た

ち
を
批
判
す
る
視
座
」
を
語
り
手
や
読
者
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
府
川
は
そ
れ
を

「
理
想
の
村
」
に
求
め
た
。
府
川
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
村
」
と
は
、「
今
現
前
に
あ
る

農
村
そ
の
も
の
で
は
な
」
く
、「
そ
の
中
に
あ
る
『
都
会
』
性
＝
虚
偽
を
否
定
す
る

こ
と
で
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
そ
の
本
来
の
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
は
ず
の
も
の
」

で
あ
り
、「
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の
願
い
で
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
り
本

質
的
に
は
賢
治
自
身
の
願
い
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
府
川
は
、
都
会
的
な

虚
偽
に
満
ち
た
「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
に
対
す
る
批
判
の
視
座
を
、「
子
ど
も
た
ち
」

の
、
そ
し
て
「
賢
治
自
身
の
願
い
で
あ
」
る
と
こ
ろ
の
、
実
在
し
な
い
「
理
想
の

村
」
に
据
え
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
府
川
の
見
解
は
、「
村
」
へ
の
言
及
と
い
う
点
に
お
い
て
「
糧
に
乏
し

い
村
の
子
ど
も
ら
」
と
い
う
広
告
ち
ら
し
の
文
言
と
整
合
す
る
。
し
か
し
、「
糧
に

乏
し
い
」
と
い
う
修
飾
句
が
、「
村
の
子
ど
も
ら
」
に
あ
え
て
か
ぶ
せ
ら
れ
て
い
る

必
然
性
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
依
然
と
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
、「
理
想

の
村
」
を
願
う
の
が
「
糧
に
乏
し
い
村
の
子
ど
も
ら
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

ま
た
彼
ら
の
願
い
に
と
っ
て
、「
糧
」
の
「
乏
し
」
さ
は
い
か
な
る
契
機
と
な
り
え

て
い
る
の
か
。

　

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

明
、
都
会
）
と
い
う
二
項
対
立
的
図
式
を
設
定
し
、「
山
猫
」
を
前
項
と
結
び
つ
け

て
後
項
に
対
す
る
批
判
の
視
座
と
し
て
い
た
。
や
が
て
、「
山
猫
」
に
そ
の
よ
う
な

役
割
を
当
て
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
広
告
ち
ら
し
の
文
言
の
言
わ
ん

と
す
る
と
こ
ろ
を
汲
み
取
り
つ
つ
、「
紳
士
」
た
ち
に
対
す
る
批
判
の
視
座
を
ど
こ

に
求
め
る
か
に
読
解
の
焦
点
が
移
っ
て
い
っ
た
。
須
貝
や
府
川
は
、「
作
品
の
中
の

特
定
の
人
物
」
以
外
に
そ
れ
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
語
り
手
や
読
者
な
い
し
「
理

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

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

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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三　
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紳
士
」
批
判
の
視
座
と
し
て
の
「
猟
師
」
と
「
犬
」

　

そ
も
そ
も
、
府
川
の
言
う
よ
う
に
、「
紳
士
た
ち
を
批
判
す
る
視
座
は
、
山
猫
の

内
側
に
は
存
在
し
な
い
」
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
そ
れ
を
作
品
外
部
に
仮
構
す

る
こ
と
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
何
よ
り
も
そ
の
「
紳
士
た
ち
を
批

判
す
る
視
座
」
は
、
ほ
ん
と
う
に
「
作
品
の
中
の
特
定
の
人
物
」
に
求
め
ら
れ
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
手
掛
か
り
が
、
実
は
先
述
の
須
貝

論
文
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
一
節
に
見
出
せ
る
。

そ
の
「
犬
」
が
生
き
返
り
、「
紳
士
」
が
助
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
つ
じ
つ
ま

の
合
わ
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
た
だ
一
度
の
、「
紳
士
」

の
〈
わ
た
し
の
な
か
の
世
界
〉
に
向
け
て
の
、
そ
の
外
側
か
ら
の
〈
何
か
の
現

れ
〉
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
）
10
（
う
。

「『
紳
士
』
の
〈
わ
た
し
の
な
か
の
世
界
〉」、
す
な
わ
ち
「
自
ら
の
欲
望
を
軸
に
し
て

し
か
も
の
を
考
え
ら
れ
な
い
人
」
の
「
内
面
の
世
界
」
に
、「
そ
の
外
側
」
か
ら

「
た
だ
一
度
」
だ
け
「
現
れ
」
る
「
何
か
」
と
は
、「
紳
士
」
が
自
身
の
振
る
ま
い
を

省
み
る
契
機
た
り
う
る
「
何
か
」、
す
な
わ
ち
「
紳
士
た
ち
を
批
判
す
る
視
座
」
た

り
う
る
「
何
か
」
で
あ
る
は
ず
だ
。
須
貝
は
、
作
品
世
界
が
完
全
に
「
紳
士
」
の
幻

想
に
一
元
的
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
幻
想
の
ふ
と
し
た

裂
け
目
か
ら
、
そ
の
幻
想
を
相
対
化
し
う
る
「
何
か
」
が
現
れ
る
瞬
間
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
須
貝
は
、
そ
の
「
何
か
」
が

現
れ
る
瞬
間
を
、「
犬
」
が
生
き
返
り
「
紳
士
」
が
助
か
っ
た
場
面
に
見
て
取
っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
須
貝
の
言
う
「
外
側
か
ら
の
〈
何
か
の
現
れ
〉」
が
、
彼
自

身
「
紳
士
」
批
判
の
視
座
と
し
て
い
た
「
語
り
手
」
の
「
笑
」
い
と
は
別
の
次
元
で

も
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、
須
貝
の
論
に
触
発
さ
れ
た
五
十
嵐
淳
は
、
須
貝
の
言
う
そ
の
「
何
か
」
に

当
た
る
の
が
、「
白
熊
の
や
う
な
犬
」
だ
と
す
る
。

で
は
、「
白
熊
の
や
う
な
犬
」
と
は
何
か
。

須
貝
氏
は
そ
れ
を
、「
こ
の
作
品
に
お
け
る
た
だ
一
度
の
、『
紳
士
』
の
〈
わ
た

し
の
な
か
の
世
界
〉
に
向
け
て
の
、
そ
の
外
側
か
ら
の
〈
何
か
の
現
れ
〉」
だ

と
す
る
。

　
「
白
」
が
法
華
経
で
は
神
聖
な
色
で
あ
り
、
こ
の
「
犬
」
の
出
現
に
よ
っ
て

殺
生
が
回
避
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
私
は
、
そ
れ
を
一
つ
の
仏
性

の
発
露
だ
と
考
え
る
。（「
専
門
の
猟
師
」
の
「
蓑
帽
子
」
も
地
蔵
を
連
想
さ

せ
）
11
（
る
）。

「
白
」
か
ら
「
法
華
経
」
を
連
想
し
、
た
だ
ち
に
「
仏
性
の
発
露
」
へ
と
帰
結
さ
せ

て
し
ま
う
論
理
に
は
性
急
の
感
も
否
め
な
い
が
、「
犬
」
と
「
猟
師
」
の
「
出
現
」

に
よ
っ
て
、「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
と
の
間
で
生
じ
か
ね
な
か
っ
た
「
殺
生
が
回
避

さ
れ
た
」
と
い
う
五
十
嵐
の
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
紳
士
」
と
「
山
猫
」

は
、
他
の
生
物
を
「
殺
生
」
す
る
こ
と
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
西
洋
料
理
」
を
求
め
て
、

互
い
に
そ
の
貪
欲
さ
を
露
わ
に
す
る
。
須
貝
の
言
葉
に
沿
っ
て
言
い
直
す
な
ら
ば
、

「
紳
士
」
と
い
う
「
自
ら
の
欲
望
を
軸
に
し
て
し
か
も
の
を
考
え
ら
れ
な
い
人
」
と

「
山
猫
」
は
、
と
も
に
「
殺
し
、
殺
さ
れ
る
こ
と
が
い
つ
で
も
逆
転
し
う
る
と
い
う

問
題
を
か
か
え
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
化
し
よ
う
と
し
な
い
」。
そ
れ
に
対
し
、

彼
ら
の
「
内
面
世
界
」
を
相
対
化
し
、
そ
の
「
殺
し
、
殺
さ
れ
る
」
関
係
に
終
止
符

を
打
つ
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
猟
師
」
と
「
犬
」
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
猟
師
」
お
よ
び
「
犬
」
を
、「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
双

方
の
〈
食
〉
と
〈
殺
生
〉
に
対
す
る
批
判
の
視
座
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
十

分
に
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、「
猟
師
」

と
「
犬
」
の
持
つ
意
味
を
作
品
内
部
に
お
け
る
他
の
要
素
と
関
係
づ
け
な
が
ら
検
討

し
、
そ
れ
ら
を
「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
の
欲
望
を
相
対
化
す
る
第
三
項
と
し
て
位
置

づ
け
た
の
が
、
安
藤
恭
子
で
あ
る
。
彼
女
の
論
を
見
て
み
よ
う
。

「
猟
師
」
と
「
山
猫
」
と
の
関
係
は
「
狩
り
を
す
る
も
の
／
狩
ら
れ
る
も
の
」

と
い
う
敵
対
関
係
と
し
て
見
や
す
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
二
者
は
地
方
に
属
す

る
と
い
う
点
で
は
同
族
で
あ
る
。
一
方
、「
猟
師
」
と
「
紳
士
」
は
、
対
「
山

猫
」
関
係
で
は
同
族
だ
が
、〈
都
会―
地
方
・
自
然
〉
と
い
う
構
図
の
中
で
は

敵
対
関
係
で
あ
る
。

　
　
（
中
略
）

「
猟
師
」
は
、
地
方
に
あ
っ
て
「
山
猫
」
と
対
立
し
、
ま
た
、
都
会
の
経
済
的

な
優
位
性
に
よ
っ
て
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
都
会
側
に
立
っ
て
行
動
す

る
。「
猟
師
」
は
都
会
と
地
方
と
の
境
界
領
域
に
あ
っ
て
、「
紳
士
」
の
権
力
の

代
行
者
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
物

語
の
最
後
、
お
腹
を
す
か
し
て
ふ
る
え
る
「
紳
士
」
に
「
団
子
」
を
与
え
る
こ

と
で
、「
猟
師
」
は
そ
の
地
方
性
を
あ
ら
わ
に
し
、
ま
た
、
欲
望
の
象
徴
で
も

あ
る
〈
食
〉
に
お
い
て
「
紳
士
」
と
の
対
立
関
係
を
あ
ら
わ
に
し
、「
紳
士
」

を
批
評
す
る
視
座
と
も
な
っ
て
い
る
。「
猟
師
」
は
都
会
か
ら
や
っ
て
き
た

「
紳
士
」
に
支
配
さ
れ
る
と
い
う
構
図
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
結
果
的
に
「
紳

士
」
を
批
評
す
る
と
い
う
混
成
性
を
も
っ
た
登
場
人
物
な
の
で
あ
）
12
（
る
。

安
藤
は
、「
猟
師
」
が
「『
紳
士―

山
猫
』
の
両
項
に
同
族
と
敵
対
の
二
つ
の
関
係
を

も
つ
」
こ
と
を
指
摘
し
、
同
様
の
「
混
成
性
」
が
「
犬
」
に
も
見
ら
れ
る
と
述
べ
る
。

そ
の
上
で
、
こ
の
「
猟
師
」
と
「
犬
」
が
、「『
紳
士
』
と
『
山
猫
』
の
二
項
を
関
係

付
け
な
が
ら
、
境
界
領
域
に
あ
っ
て
両
者
を
相
対
化
す
る
」
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
「
猟
師
」
と
「
犬
」
が
、「
紳
士
」
を
批

評
す
る
視
座
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、〈
食
〉
を
め
ぐ
る
「
紳
士
」

と
「
猟
師
」
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
、「
団
子
」
が
「
西
洋
料
理
」
を
相
対
化
す

る
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
つ
つ
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
の
意
味
を

「
紳
士
」
や
「
山
猫
」
と
関
係
づ
け
な
が
ら
検
討
し
、
自
然
（
農
村
）
対
人
間
（
西

洋
文
明
、
都
会
）
と
い
う
二
項
対
立
的
図
式
の
読
み
を
克
服
す
る
新
し
い
可
能
性
を

示
し
た
点
な
ど
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
安
藤
の
読
み
に
は
、
い
ま
だ
二
項
対
立
的
図
式
を
引
き
ず
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
安
藤
は
、「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
と
い
う

作
品
が
、「
ロ
マ
ン
主
義
的
構
図
を
ひ
き
つ
つ
、
ロ
マ
ン
主
義
的
構
図
に
よ
る
勧
善

懲
悪
が
成
立
し
な
い
よ
う
に
仕
組
ま
れ
」
て
い
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
作

品
の
意
義
を
、「
既
成
の
構
図
を
あ
え
て
テ
ク
ス
ト
に
持
ち
込
み
、
そ
れ
を
ず
ら
す

と
い
う
戦
略
に
よ
っ
て
、
決
し
て
一
元
化
さ
れ
、
馴
致
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
〈
他

者
〉
の
『
実
在
』
を
示
し
、
ロ
マ
ン
主
義
的
構
図
そ
の
も
の
の
孕
む
暴
力
性
を
批
評

す
る
」
点
に
見
出
す
。

　

右
の
主
張
の
眼
目
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
二
項
対
立
的
図
式
に
対
す
る
批
判
に
あ

る
。
だ
が
、
安
藤
は
、
作
中
か
ら
「
都
会
」
と
「
地
方
・
自
然
」
と
い
う
二
項
対
立

的
図
式
＝
「
ロ
マ
ン
主
義
的
構
図
」
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、

前
提
と
し
て
疑
っ
て
い
な
い
。
こ
の
図
式
を
作
中
か
ら
読
み
取
っ
た
上
で
、
そ
れ
を

揺
さ
ぶ
り
反
転
さ
せ
う
る
要
素
、
す
な
わ
ち
「
そ
の
と
き
ど
き
の
局
面
に
よ
っ
て
関

係
を
ず
ら
し
接
合
し
な
お
す―

つ
ま
り
、
再
構
造
化
を
可
能
に
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク

タ
ー
」
と
し
て
、「
猟
師
」
や
「
犬
」
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
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都
会―

地
方
・
自
然
と
い
う
二
項
対
立
的
世
界
観
を
産
み
、
ま
た
、
そ
の
世
界

観
に
よ
っ
て
、
劣
位
に
お
か
れ
た
も
の
を
一
元
的
に
意
味
づ
け
る
コ
ロ
ニ
ア
ル

な
欲
望
は
、「
猟
師
」
や
「
犬
」
と
い
っ
た
権
力
の
代
行
者
を
産
む
一
方
で
、

代
行
者
に
よ
っ
て
そ
の
権
力
を
相
対
化
さ
れ
る
危
機
を
も
産
み
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

安
藤
は
こ
の
よ
う
に
、
都
会
の
側
の
「
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
欲
望
」
が
産
み
出
す
「
都
会

―

地
方
・
自
然
と
い
う
二
項
対
立
的
世
界
観
」
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
地
方
・
自

然
」
へ
の
一
元
的
な
意
味
づ
け
を
、「
相
対
化
」
し
、「
ず
ら
」
し
、「
再
構
造
化
」

す
る
も
の
と
し
て
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
と
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
本
作

品
か
ら
は
、
ほ
ん
と
う
に
二
項
対
立
的
図
式
し
か
読
み
取
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
と
は
、「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
と
の
「
境
界
領
域
に
あ

っ
て
両
者
を
相
対
化
す
る
」
存
在
、
す
な
わ
ち
「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
と
の
二
者
関

係
を
前
提
と
し
つ
つ
、
副
次
的
に
そ
の
「
境
界
領
域
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な

存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

安
藤
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、「
猟
師
」
が
「『
紳
士―

山
猫
』
の
両
項
に
同
族
と

敵
対
の
二
つ
の
関
係
を
も
つ
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
自
体
は
的
確
な
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
論
法
を
使
う
な
ら
ば
、「
山
猫
」
も
ま
た
「
紳
士
」
と
貪
欲

さ
と
い
う
点
で
同
族
で
あ
り
、〈
都
会―

地
方
・
自
然
〉
と
い
う
構
図
の
中
で
は

敵
対
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
紳
士―

猟
師
（
犬
）―

山
猫
〉
と
い
う
三

者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
等
し
く
他
の
二
者
に
同
族
と
敵
対
の
二
つ
の
関
係
を
持
っ
て
お

り
、
よ
っ
て
こ
れ
ら
三
者
は
、「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
と
い
う
二
者
に
「
猟
師
」
お

よ
び
「
犬
」
が
付
随
す
る
関
係
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
三
者
そ
れ
ぞ
れ
を
頂
点

と
す
る
三
角
関
係
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

と
り
わ
け
〈
食
〉
と
〈
殺
生
〉
に
関
す
る
か
ぎ
り
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
こ
そ
が
、

「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
以
上
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
五
十

嵐
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
は
、「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
に
よ
る

「
殺
生
」
を
「
回
避
」
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、「
紳
士
」
と
「
山

猫
」
が
須
貝
の
言
う
「
殺
し
、
殺
さ
れ
る
」
関
係
に
陥
り
か
け
る
の
は
、
そ
の
「
猟

師
」
と
「
犬
」
と
が
不
在
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。「
猟
師
」
と
「
犬
」

の
不
在
が
、「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
と
の
「
殺
し
、
殺
さ
れ
る
」
関
係
を
出
来
さ
せ
、

彼
ら
の
再
登
場
が
そ
う
し
た
関
係
に
終
止
符
を
打
た
せ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
猟

師
」
と
「
犬
」
が
作
中
に
お
け
る
「
殺
生
」
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
安
藤
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
「
猟
師
」
が
「
紳
士
」
に

「
団
子
」
を
与
え
る
こ
と
で
、「
そ
の
地
方
性
」
お
よ
び
「
欲
望
の
象
徴
で
も
あ
る

〈
食
〉
に
お
」
け
る
「
紳
士
」
と
の
「
対
立
関
係
を
あ
ら
わ
に
し
、『
紳
士
』
を
批
評

す
る
視
座
と
も
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く

〈
食
〉
を
め
ぐ
る
「
村
」
と
「
都
会
」
と
の
対
立
が
謳
わ
れ
て
い
た
広
告
ち
ら
し
に

お
け
る
、「
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
を
代
弁
す
る
の
は
、「
山

猫
」
な
ど
で
は
な
く
「
猟
師
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
、「
紳
士
」
批
判
の
視
座
を
「
猟
師
」
と
「
犬
」
に
置
く
点
で
、
安
藤
と

同
様
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
は
、「
紳
士
」
と
「
山

猫
」
と
い
う
二
者
関
係
に
付
随
す
る
要
素
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
〈
紳
士

―

猟
師
（
犬
）―

山
猫
〉
と
い
う
三
角
関
係
の
扇
の
要
に
、
積
極
的
に
位
置
づ

け
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
実
は
、
賢
治
の
他
の
作
品
に
も
、「
氷
河
鼠
の
毛
皮
」（
大

正
十
二
年
発
表
）
の
〈
紳
士―

船
乗
り―

熊
〉
や
、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の

〈
旦
那―
猟
師―

熊
〉
な
ど
、
類
似
す
る
三
角
関
係
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

「
船
乗
り
」
や
「
猟
師
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
お
い
て
は
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
感
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が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
を
軸
に
し
た
、〈
食
〉
と
〈
殺

生
〉
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
に
よ
っ
て
、
本
作
品
を
捉
え
直
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

四　
〈
食
〉
と
〈
殺
生
〉
を
め
ぐ
る
三
角
関
係

　
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
語
り
手
は
、「
日
本
で
は
狐
け
ん
と
い
ふ
も
の
も
あ
っ
て

狐
は
猟
師
に
負
け
猟
師
は
旦
那
に
負
け
る
と
き
ま
っ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
、
自
然
と
人

間
を
め
ぐ
る
関
係
が
、
本
来
は
三
す
く
み
の
関
係
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
し
か
し
、

実
際
は
こ
の
関
係
が
崩
れ
て
お
り
、「
熊
は
小
十
郎
（
猟
師―

青
山
注
）
に
や
ら

れ
小
十
郎
が
旦
那
に
や
ら
れ
る
。
旦
那
は
町
の
み
ん
な
の
中
に
ゐ
る
か
ら
な
か
な
か

熊
に
食
は
れ
な
い
」。
つ
ま
り
、「
旦
那
」
だ
け
は
自
分
が
負
け
な
い
よ
う
な
位
置
に

い
る
。「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
語
り
手
が
、「
い
や
な
づ
る
い
や
つ
ら
」
と
評
す
る

こ
の
「
旦
那
」
に
相
当
す
る
の
が
、「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
お
け
る
「
紳
士
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
山
猫
」
は
「
猟
師
」（「
犬
」）
に
負
け
、「
猟
師
」

（「
犬
」）
は
「
紳
士
」
に
負
け
、「
紳
士
」
は
「
山
猫
」
に
負
け
る
は
ず
の
も
の
と
し

て
あ
る
。「
紳
士
」
は
、
な
る
ほ
ど
「
ぴ
か
〳
〵
す
る
鉄
砲
を
か
つ
い
で
」
い
る
が
、

こ
れ
は
た
ん
に
彼
ら
が
成
金
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
鉄
砲
が

使
い
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
要
す
る
に
彼
ら
が
狩
猟
に
関
し
て
素
人
同
然
で

あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
対
照
的
に
、「
猟
師
」
は
「
専
門
の
鉄
砲
打
ち
」、「
専

門
の
猟
師
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
の
「
専
門
」
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
猟
師
」
や
「
白
熊
の
や
う
な
犬
」
は
、「
紳
士
」
に
金
銭
で
購
わ
れ
た
り
雇
用
さ
れ

た
り
し
た
存
在
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
鉄
砲
の
扱
い
に
不
慣
れ
で
か
つ
山
中
に
不
案

内
な
、
ま
た
明
ら
か
に
幼
児
的
な
性
格
を
有
す
る
「
紳
士
」
た
ち
の
、
保
護
者
的
存

在
で
も
あ
る
。「
紳
士
」
は
山
の
獣
か
ら
身
を
守
る
た
め
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
優
位

で
あ
る
「
猟
師
」
と
「
犬
」
の
力
を
借
り
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ふ
だ
ん
「
東
京
」
と
い
う
都
会
に
居
住
し
て
い
て
、
自
ら
が
他
者
に
対

し
て
優
位
で
あ
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
「
紳
士
」
は
、「
だ
い
ぶ
の
山
奥
」
に
来
る

ま
で
の
あ
い
だ
危
険
に
遭
遇
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
自
分
た
ち
が
そ
う
し
た
三

す
く
み
の
関
係
の
一
項
で
し
か
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
山
中
で
「
猟
師
」
の
助
け

な
し
に
獣
と
直
接
対
峙
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
身
が
危
う
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て

し
ま
う
。
小
森
陽
一
の
言
う
よ
う
に
、「
自
分
た
ち
だ
け
は
他
の
生
物
に
食
べ
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
、
と
た
か
を
く
く
っ
て
し
ま
」
い
、「
早
く
タ
ン
タ
ア
ー
ン
と
、
や

つ
て
見
た
い
も
ん
だ
な
あ
」、「
鹿
の
黄
い
ろ
な
横
つ
腹
な
ん
ぞ
に
、
二
三
発
お
見
舞

も
う
し
た
ら
、
ず
ゐ
ぶ
ん
痛
快
だ
ら
う
ね
え
」
な
ど
と
、
あ
た
か
も
「
猟
師
」
や

「
犬
」
の
力
を
借
り
ず
と
も
、
彼
ら
自
身
の
力
で
山
の
獣
を
仕
留
め
ら
れ
る
か
の
よ

う
な
発
言
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
猟
師
」
が
「
ど
こ
か
へ
行
つ
て
し
ま
」
い
、「
犬
」
が
「
死
ん
で
し
ま
」
っ
た
の

は
、
ち
ょ
う
ど
「
紳
士
」
た
ち
が
右
の
よ
う
な
言
葉
を
発
し
た
直
後
で
あ
っ
た
。

「
紳
士
」
た
ち
は
ま
る
で
自
ら
が
全
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
物
言
い
を
し
、
自
分
た

ち
の
保
護
者
役
を
務
め
て
い
た
「
猟
師
」
と
「
犬
」
の
不
要
を
暗
に
宣
言
し
て
し
ま

う
。
そ
の
際
、「
紳
士
」
た
ち
の
念
頭
か
ら
、
自
分
た
ち
の
安
全
を
守
っ
て
く
れ
て

い
た
の
が
実
は
「
猟
師
」
と
「
犬
」
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
す
っ
か
り
消
え
去

っ
て
い
る
。「
猟
師
」
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
も
彼
ら
は
い
っ
こ
う
に
気
に
せ
ず
、

「
犬
」
が
死
ん
だ
際
も
そ
の
損
害
額
に
つ
い
て
は
話
し
合
う
も
の
の
、
そ
の
死
に
よ

っ
て
自
ら
の
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
彼
ら
は

考
え
な
い
。

　

こ
う
し
た
彼
ら
の
内
面
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
安
定
的
な
三
角
関
係
の

秩
序
を
支
え
て
い
た
「
猟
師
」
お
よ
び
「
犬
」
が
、「
紳
士
」
の
世
界
か
ら
欠
落
す

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
と
の
不
安
定
な
二
者
関
係
が
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出
来
す
る
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
、「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
と
は
、〈
食
〉
を
め
ぐ
る

そ
れ
ぞ
れ
の
欲
望
を
む
き
出
し
に
し
て
対
峙
す
る
の
だ
が
、
両
者
の
欲
望
は
、
と
も

に
き
わ
め
て
自
己
本
位
的
あ
る
だ
け
で
な
く
、
生
命
維
持
の
た
め
に
必
要
な
最
低
限

の
食
欲
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、「
紳
士
」
た
ち
は
、「
あ
る
き
た
く
な
い
よ
。

あ
ゝ
困
つ
た
な
あ
。
何
か
た
べ
た
い
な
あ
」
と
、
あ
た
か
も
「
東
京
」
に
い
る
時
の

よ
う
に
「
誰
か
が
お
あ
つ
ら
え
む
き
に
、
食
べ
も
の
を
出
し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に

期
待
」（
小
）
13
（
森
）
す
る
。
ま
た
、「
山
猫
軒
」
の
中
で
「
紳
士
」
た
ち
同
士
が
、「
ど

う
も
奥
に
は
、
よ
ほ
ど
え
ら
い
ひ
と
が
き
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
と
こ
で
、
案
外
ぼ
く
ら

は
、
貴
族
と
ち
か
づ
き
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
よ
」
と
話
し
合
う
よ
う
に
、
彼
ら
に

と
っ
て
の
〈
食
〉
を
め
ぐ
る
欲
望
は
、
虚
栄
心
や
出
世
欲
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。

一
方
、「
山
猫
」
も
、
自
ら
の
身
を
労
し
て
「
紳
士
」
た
ち
に
襲
い
か
か
る
こ
と
は

せ
ず
、
そ
れ
こ
そ
お
あ
つ
ら
え
む
き
に
彼
ら
が
自
分
か
ら
「
ま
つ
白
な
お
皿
に
の
」

る
の
を
、「
ナ
フ
キ
ン
を
か
け
て
、
ナ
イ
フ
を
も
つ
て
、
舌
な
め
ず
り
し
て
」
待
っ

て
い
る
。
し
か
も
、
わ
ざ
わ
ざ
「
紳
士
」
に
「
牛
乳
の
ク
リ
ー
ム
」
を
塗
ら
せ
、

「
酢
」
を
振
り
か
け
さ
せ
て
味
付
け
し
、
こ
れ
ま
た
「
サ
ラ
ド
」
や
「
フ
ラ
イ
」
と

い
っ
た
「
西
洋
料
理
」
と
し
て
食
べ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
紳
士
」
も
「
山
猫
」

も
、
と
も
に
自
ら
労
働
す
る
こ
と
な
し
に
、
必
要
性
の
範
囲
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た

「
料
理
」
を
得
る
こ
と
を
貪
欲
に
望
む
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、「
紳
士
」
も
「
山
猫
」
も
「
料
理
」
の
獲
得
に
失
敗
す
る
。「
紳
士
」

は
、「
扉
」
を
開
け
て
ゆ
く
過
程
で
、「
鉄
砲
」
だ
け
で
な
く
「
カ
フ
ス
」
や
「
財

布
」、
す
な
わ
ち
装
飾
や
金
銭
と
い
っ
た
「
紳
士
」
性
を
失
い
、
自
分
た
ち
が
罠
に

は
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
、
彼
ら
本
来
の
無
力
さ
や
幼
児
性
を
露
わ
に
し
て
赤
子

の
よ
う
に
「
泣
い
て
泣
い
て
泣
い
て
泣
い
て
泣
」
く
。
一
方
、「
山
猫
」
も
ま
た

「
紳
士
」
と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
の
貪
欲
さ
ゆ
え
に
「
料
理
」
に
あ
り
つ
く
こ
と
が

で
き
な
い
。「
紳
士
」
に
「
扉
」
を
開
け
さ
せ
る
過
程
で
味
付
け
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
、

「
紳
士
」
た
ち
に
察
知
さ
れ
て
と
う
と
う
「
山
猫
軒
」
の
舞
台
裏
を
さ
ら
け
出
し
て

し
ま
う
。「
紳
士
」
も
「
山
猫
」
も
、
貪
欲
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
欲
望
の
対

象
か
ら
遠
ざ
か
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
身
に
ま
と
っ
て
い
た
虚
飾―

「
紳
士
」
は

そ
の
「
紳
士
」
性
、「
山
猫
」
は
「
山
猫
軒
」
の
幻
影―

を
失
う
の
で
あ
る
。

　
「
山
猫
」
は
、
い
わ
ば
「
紳
士
」
の
鏡
像
的
存
在
で
あ
る
。「
山
猫
」
は
、
自
ら
主

体
的
に
「
紳
士
」
た
ち
を
襲
う
こ
と
を
し
な
い
。「
山
猫
」
と
「
紳
士
」
と
は
、「
紳

士
」
が
「
料
理
」
を
欲
望
し
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、「
山
猫
」
が
「
紳
士
」

を
「
料
理
」
で
き
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
人
が
鏡
面
に
近
づ
く
と
そ
の

鏡
像
も
近
づ
い
て
く
る
よ
う
に
、「
紳
士
」
た
ち
が
「
料
理
」
を
欲
し
て
「
扉
」
を

開
け
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、「
山
猫
」
は
「
料
理
」
と
し
て
の
「
紳
士
」

を
自
ら
の
「
お
な
か
」
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

食
お
う
と
す
る
者
が
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
食
わ
れ
て
ゆ
く
、
こ
う
し
た
鏡
像
的

な
二
者
関
係
に
終
止
符
を
打
ち
、
本
来
の
秩
序
を
回
復
さ
せ
て
不
要
な
〈
殺
生
〉
を

回
避
さ
せ
る
者
と
し
て
、「
猟
師
」
と
「
犬
」
と
が
再
び
現
れ
る
。
ま
ず
「
犬
」
の

再
登
場
に
よ
っ
て
、「
山
猫
」
は
「
に
や
あ
お
、
く
わ
あ
、
ご
ろ
ご
ろ
」
と
、
人
語

で
は
な
い
本
来
の
動
物
と
し
て
の
猫
の
声
に
戻
り
、「
山
猫
軒
」
は
「
け
む
り
の
や

う
に
消
え
」
る
。
ま
た
、
続
い
て
現
れ
た
「
猟
師
」
に
対
し
て
、「
紳
士
」
た
ち
は
、

「
お
ゝ
い
、
お
ゝ
い
、
こ
ゝ
だ
ぞ
、
早
く
来
い
」
と
、
雇
用
主
と
し
て
の
高
慢
な
態

度
を
回
復
さ
せ
る
と
と
も
に
、
身
柄
を
保
護
し
て
も
ら
っ
て
「
や
つ
と
安
心
」
す
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
本
来
の
秩
序
が
回
復
し
た
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
そ
れ
ま
で
「
紳

士
」
た
ち
が
た
ん
な
る
案
内
人
と
し
て
軽
視
し
て
い
た
、
当
の
「
猟
師
」
か
ら
「
団

子
」
を
与
え
ら
れ
て
、
そ
れ
を
お
と
な
し
く
食
べ
る
こ
と
で
あ
る
。「
紳
士
」
た
ち

が
、
貪
欲
に
「
西
洋
料
理
」
に
あ
り
つ
こ
う
と
し
て
失
敗
し
た
直
後
に
食
べ
る
、
こ

の
「
団
子
」
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
団
子
」
は
、

以
下
の
点
で
「
紳
士
」
や
「
山
猫
」
の
求
め
る
「
西
洋
料
理
」
と
対
照
的
な
食
べ
物
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と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
は
〈
殺
生
〉
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」（
大
正
十
年
九
月
成
立
）

で
は
「
栃
」、「
雪
渡
り
」（
同
年
十
二
月
お
よ
び
同
十
一
年
一
月
発
表
）
で
は
「
黍
」

と
い
っ
た
具
合
に
、
賢
治
作
品
に
現
れ
る
「
団
子
」
は
そ
の
土
地
で
採
れ
る
穀
物
を

原
料
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
団
子
」
は
農
民
の
日
常
食
で
あ
っ
て
、
商

品
と
し
て
の
価
値
を
生
む
も
の
で
は
な
い
。「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
「
猟
師
」

は
、
自
身
の
食
糧
と
し
て
こ
れ
を
携
帯
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
が
「
寒
さ
に

ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
」
て
い
る
「
紳
士
」
た
ち
に
そ
の
「
団
子
」
を
与
え
る
の
は
、
そ

れ
が
「
紳
士
」
た
ち
に
と
っ
て
切
に
必
要
だ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
金

銭
は
介
在
せ
ず
、
ま
た
虚
栄
も
虚
飾
も
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
、
本
作
品
に
お
け
る
「
団
子
」
は
、「
西
洋
料
理
」
と
対
照
的
に
、

〈
殺
生
〉
を
す
る
こ
と
な
く
生
命
維
持
の
観
点
か
ら
必
要
な
も
の
を
必
要
な
量
だ
け

摂
る
と
い
う
、
本
来
あ
る
べ
き
〈
食
〉
の
象
徴
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
付
言
す

れ
ば
、
先
述
の
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
で
人
間
の
「
嘉
十
」
が
鹿
に
与
え
、「
雪

渡
り
」
で
「
四
郎
」
と
「
か
ん
子
」
が
狐
か
ら
も
ら
う
の
も
こ
の
「
団
子
」
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
賢
治
作
品
に
お
け
る
「
団
子
」
は
、
し
ば
し
ば
人
間
と
動
物
と
の
交
歓

の
手
段
と
し
て
の
意
味
合
い
も
備
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
は
、
都
会
の
人

間
た
ち
の
、
贅
沢
で
自
己
本
位
的
な
〈
食
〉
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
、
農
村
側
か
ら

の
異
議
申
し
立
て
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
猟
師
」
は
農

村
に
居
住
し
、
都
会
か
ら
狩
猟
を
楽
し
む
た
め
に
や
っ
て
来
た
「
紳
士
」
の
案
内
人

と
し
て
金
銭
で
雇
わ
れ
、
彼
ら
の
求
め
る
「
西
洋
料
理
」
の
食
材
を
提
供
す
る
た
め

に
山
の
獣
を
殺
す
。
し
か
し
、
彼
ら
自
身
は
も
っ
ぱ
ら
「
団
子
」
の
よ
う
な
穀
物
由

来
の
も
の
を
食
べ
て
お
り
、
商
品
で
あ
る
獣
肉
を
口
に
す
る
こ
と
は
な
く
、〈
殺
生
〉

は
生
活
の
必
要
上
や
む
な
く
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
た
や
「
紳
士
」
た
ち
は
、

自
ら
の
〈
食
〉
が
こ
う
し
た
農
村
の
人
々
に
よ
る
不
本
意
な
〈
殺
生
〉
に
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
自
分
た
ち
自
身
は
自
然
に
対
し
て
無
力
で
あ
る
こ
と
、
本
当
に
必
要

な
食
糧
は
ご
く
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
に
思
い
が
至
ら
な
い
。
作
中
の

「
紳
士
」
た
ち
も
、
結
局
「
途
中
で
十
円
だ
け
山
鳥
を
買
つ
て
東
京
に
帰
」
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
「
都
会
」
の
「
放
恣
な
階
級
」
の
〈
食
〉
に
対
す
る
、「
糧
に
乏
し

い
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
が
、「
紳
士
」
や
「
山
猫
」
と
比
べ
て
圧
倒
的
に

寡
黙
な
「
猟
師
」
や
「
犬
」、
特
に
前
者
を
通
じ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
広
告
ち
ら
し
に
謳
わ
れ
て
い
る
「
糧
に
乏

し
い
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
と
い
う
文
言
が
、
無
理
な
く
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に 

―

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
か
ら
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
へ

　

こ
れ
ま
で
の
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
研
究
は
、
広
告
ち
ら
し
の
文
言
が
「
糧
に

乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
」
の
「
反
感
」
を
謳
っ
て
い
る
を
踏
ま
え
、「
紳
士
」
批
判

の
視
座
を
ど
こ
に
置
く
か
に
主
要
な
論
点
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
視
座
を
「
山

猫
」
に
置
い
た
場
合
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
「
紳
士
」
に
似
て
貪
欲
で
狡
知
に
た
け

て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
生
み
、
ま
た
語
り
手
や
読
者
、
あ
る
い
は
賢
治
が
願
っ
て
い

た
は
ず
の
理
想
の
村
に
置
い
た
場
合
、
広
告
ち
ら
し
の
内
容
を
十
分
に
反
映
し
え
な

い
と
い
う
問
題
を
残
し
て
き
た
。

　

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
本
作
品
が
も
っ
ぱ
ら
「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
と
の
二
者
関
係

を
中
心
に
読
ま
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
ほ
と
ん
ど
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
「
猟
師
」
と
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宮
沢
賢
治
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
論　
　
　

青
山
英
正

「
犬
」
の
持
つ
意
味
を
積
極
的
に
捉
え
直
し
、
本
作
品
を
〈
紳
士―

猟
師
（
犬
）

―
山
猫
〉
と
い
う
三
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
三
角
関
係
か
ら
読
み
解
く
こ
と
で
、

従
来
の
研
究
が
突
き
当
た
っ
て
き
た
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
物
を
言
わ
ぬ
登
場
人
物
で
あ
る
「
猟
師
」
と
「
犬
」
こ
そ
が
、

実
は
こ
の
作
品
の
扇
の
要
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、「
紳
士
」
批
判
の
視
座
は

「
猟
師
」
と
「
犬
」
に
置
か
れ
る
べ
き
こ
と
、「
紳
士
」
と
「
山
猫
」
の
二
者
関
係
は
、

安
定
的
な
三
角
関
係
の
秩
序
を
支
え
る
「
猟
師
」
と
「
犬
」
の
不
在
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、
こ
の
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
と

い
う
作
品
が
、
都
会
の
人
間
た
ち
の
贅
沢
で
自
己
本
位
的
な
〈
食
〉
の
あ
り
よ
う
に

対
す
る
、
農
村
側
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
と
し
て
読
め
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
に

読
む
こ
と
で
広
告
ち
ら
し
の
文
言
と
の
整
合
性
が
保
た
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
三
角
関
係
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、「
氷
河
鼠
の
毛
皮
」

や
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
も
見
ら
れ
る
。
前
者
は
、「
十
連
発
の
ぴ
か
ぴ
か
す
る

素
敵
な
鉄
砲
を
持
」
ち
、
動
物
の
毛
皮
を
贅
沢
に
着
込
ん
だ
「
紳
士
」
が
、
人
語
を

話
す
「
熊
ど
も
」
に
襲
わ
れ
た
の
を
「
船
乗
り
の
青
年
」
が
助
け
る
話
で
あ
り
、

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
通
じ
る
登
場
人
物
と
プ
ロ
ッ
ト
と
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
汽
車
の
中
で
始
終
寡
黙
だ
っ
た
こ
の
「
青
年
」
が
「
熊
ど
も
」

を
説
得
す
る
、
次
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
贅
沢
で
自
己
本
位
的
な
人
間
と
自

然
界
の
動
物
と
の
間
に
立
ち
、
両
者
の
調
停
を
図
ろ
う
と
す
る
者
の
苦
衷
が
に
じ
ん

で
い
る
。

お
い
、
熊
ど
も
。
き
さ
ま
ら
の
し
た
こ
と
は
尤
も
だ
。
け
れ
ど
も
な
お
れ
た
ち

だ
つ
て
仕
方
な
い
。
生
き
て
ゐ
る
に
は
き
も
の
も
着
な
け
れ
あ
い
け
な
い
ん
だ
。

お
ま
へ
た
ち
が
魚
を
と
る
や
う
な
も
ん
だ
ぜ
。
け
れ
ど
も
あ
ん
ま
り
無
法
な
こ

と
は
こ
れ
か
ら
気
を
付
け
る
や
う
に
云
ふ
か
ら
今
度
は
ゆ
る
し
て
呉
れ
。

「
青
年
」
は
、「
熊
ど
も
」
の
行
為
を
「
尤
も
」
だ
と
心
情
的
に
肯
定
す
る
一
方
で
、

「
生
き
て
ゐ
る
」
か
ぎ
り
〈
殺
生
〉
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
お
れ
た
ち
」
人

間
の
立
場
か
ら
、「
紳
士
」
を
擁
護
す
る
。
殺
さ
れ
る
自
然
界
の
動
物
に
同
情
し
つ

つ
、
彼
ら
を
殺
さ
な
い
と
生
き
て
ゆ
け
な
い
人
間
の
宿
業
を
「
青
年
」
は
自
覚
し
、

そ
う
し
た
こ
と
に
無
自
覚
で
軽
薄
な
「
紳
士
」
た
ち
人
間
に
成
り
代
わ
っ
て
、「
熊

ど
も
」
に
「
ゆ
る
し
て
呉
れ
」
と
謝
罪
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
重

要
な
の
は
、「
熊
ど
も
」
の
よ
う
な
自
然
界
の
動
物
に
よ
る
、「
紳
士
」
た
ち
人
間
に

対
す
る
率
直
な
怒
り
の
表
明
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
人
間
の
宿
業
を
己
の

身
に
引
き
受
け
る
「
青
年
」
の
よ
う
な
人
間
と
、
そ
う
で
な
い
「
紳
士
」
の
よ
う
な

人
間
と
の
対
照
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
宿
業
を
一
身
に
背
負
う
人
間
の
苦
し
み
と
そ
の
救
済
に

焦
点
を
当
て
た
の
が
、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、〈
自
己
本

位
的
な
人
間―

人
間
と
自
然
と
の
間
に
立
つ
人
間―

自
然
〉
と
い
う
三
者
の
関

係
が
、〈
旦
那―

猟
師―

熊
〉
と
い
う
三
角
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

本
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
「
猟
師
」
の
「
小
十
郎
」
は
、「
旦
那
」
か
ら
見
下
さ
れ

な
が
ら
も
、
そ
の
「
旦
那
」
に
売
る
た
め
の
「
熊
」
を
殺
さ
な
け
れ
ば
生
計
を
立
て

ら
れ
な
い
人
物
で
あ
る
。
物
語
が
進
む
に
つ
れ
、
そ
ん
な
「
小
十
郎
」
と
「
熊
」
と

の
心
情
的
な
距
離
は
近
づ
き
、
彼
が
「
熊
」
に
殺
さ
れ
、「
熊
ど
も
、
ゆ
る
せ
よ
」

と
許
し
を
乞
う
て
死
ん
だ
後
、
そ
の
表
情
は
「
笑
っ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
へ
見
え
」
る
。

　
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
「
猟
師
」、「
氷
河
鼠
の
毛
皮
」
の
「
船
乗
り
の
青
年
」、

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
「
小
十
郎
」、
い
ず
れ
の
人
物
も
寡
黙
な
い
し
訥
弁
で
あ
り
、

「
紳
士
」
や
「
旦
那
」
の
よ
う
な
人
間
か
ら
見
下
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
人
間
を
救

っ
た
り
自
ら
の
命
を
捧
げ
た
り
す
る
。
そ
の
意
味
で
、「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の

「
猟
師
」
は
、
い
わ
ゆ
る
デ
ク
ノ
ボ
ー
と
も
通
じ
、
生
き
と
し
生
け
る
者
の
救
済
と
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
十
九
号　

二
〇
一
一
年

い
う
、
賢
治
文
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
登
場
人
物
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

※
賢
治
作
品
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、『
新
校
本　

宮
沢
賢
治
全
集
』
第
一
〜
十
六
巻

（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
〜
二
〇
〇
九
年
）
に
拠
っ
た
。
そ
の
際
、
漢
字
は
原
則
と
し
て

通
行
の
字
体
に
統
一
し
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。

注（
1
）　

梅
原
猛
「
宮
沢
賢
治
と
諷
刺
精
神
」（『
文
学
』
一
九
六
六
年
十
二
月
）。

（
2
）　

続
橋
達
雄
「
賢
治
童
話
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
一
考
察
」（『
野
州
国
文
学
』
一
九
七
八
年
十

月
）。

（
3
）　

小
森
陽
一
『
最
新
宮
沢
賢
治
講
義
』（
朝
日
選
書
、
一
九
九
六
年
）
二
四
六
頁
。

（
4
）　

田
近
洵
一
「
童
話
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
研
究
」（『
日
本
文
学
』
一
九
七
七
年
七
月
）。

（
5
）　

秋
枝
美
保
「〈
テ
ク
ス
ト
評
釈
〉
注
文
の
多
い
料
理
店
」（『
国
文
学
』
一
九
八
六
年
五
月
臨
時
増

刊
号
）。

（
6
）　

工
藤
哲
夫
「
依
託
さ
れ
た
懲
戒
者
　―

　

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
試
論
」（『
宮
沢
賢
治
』
第
十
号
、

一
九
九
〇
年
十
一
月
）。

（
7
）　

田
近
洵
一
「
童
話
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
を
読
む　

自
己
幻
想
と
し
て
の
七
つ
の
扉
」（『
宮
沢

賢
治
』
第
十
号
、
一
九
九
〇
年
十
一
月
）。

（
8
）　

須
貝
千
里
「
そ
の
時
ふ
と
う
し
ろ
を
見
ま
す
と
…
…
　―

　

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
問
題
」（『
日

本
文
学
』
一
九
九
八
年
八
月
）。

（
9
）　

府
川
源
一
郎
『
文
学
す
る
こ
と
・
教
育
す
る
こ
と
』（
東
洋
館
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
九
七
頁
。

（
10
）　

須
貝
、
前
掲
注
8
論
文
。

（
11
）　

五
十
嵐
淳
「『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
二
項
対
立
を
超
え
て
　―

　

須
貝
千
里
氏
の
読
み
を
検
証

す
る
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
八
年
七
月
）。

（
12
）　

安
藤
恭
子
「『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
　―

　

再
構
造
化
の
戦
略
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
二

〇
〇
九
年
六
月
）。

（
13
）　

小
森
、
前
掲
注
3
書
、
二
二
七
頁
。


