
― 185 ―

分
身
で
あ
ろ
）
2
（

う
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
根
岸
泰
子
は
、「「
カ

チ
カ
チ
山
」
は
、
読
者
に
語
り
手
と
作
家
自
身
を
結
び
つ
け
さ
せ

よ
う
と
す
る
そ
れ
ま
で
の
愛
読
者
へ
の
語
り
の
戦
略
を
空
洞
化
さ

せ
る
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
て
も
、
一
般
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
即

応
し
た
結
論
へ
と
着
地
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
」、「
太
宰
の
作
品
と

し
て
は
例
外
的
な
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
3
（

か
」

と
述
べ
て
い
る
。

―
語
り
手
と
太
宰
治
と
の
関
わ
り
を
論
じ
よ

う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
語
り
手
が
最
初
か
ら
持
っ
て

い
る
あ
る
意
図
と
は
何
か
。

も
と
も
と
こ
の
狸
は
、
何
の
罪
と
が
も
無
く
、
山
で
の
ん
び

り
遊
ん
で
ゐ
た
の
を
、
爺
さ
ん
に
捕
へ
ら
れ
、
さ
う
し
て
狸

汁
に
さ
れ
る
と
い
ふ
絶
望
的
な
運
命
に
到
達
し
、
そ
れ
で
も

は
じ
め
に

　
『
お
伽
草
紙
』
の
三
番
目
に
置
か
れ
た
「
カ
チ
カ
チ
山
」
は
、

語
り
手
が
物
語
を
語
り
な
が
ら
コ
メ
ン
ト
を
付
け
る
度
合
い
が
比

較
的
高
く
、
ま
た
、
最
初
か
ら
あ
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

読
者
に
示
し
な
が
ら
語
っ
て
い
く
作
品
で
あ
る
。
語
り
手
の
ス
タ

ン
ス

―
位
置
と
姿
勢

―
に
注
目
が
集
ま
る
の
は
当
然
で
、
こ

れ
ま
で
も
語
り
を
問
題
に
し
た
論
が
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
松

本
和
也
は
、「「
カ
チ
カ
チ
山
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
に
位
置
す
る

言
表
の
主
体
「
作
者
」（「
私
」）は
、
複
数
の
仕
掛
け
を
重
層
的
に

作
用
さ
せ
て
現
実
世
界
の
読
者

0

0

0

0

0

0

0

と
の
関
係
の
切
り
結
び
を
演
じ
、

そ
の
時
〝
語
り
か
け
る
テ
ク
ス
ト
〞
と
い
う
相
貌
が
前
景
化
さ
れ

て
い
く
の
）
1
（

だ
」
と
論
じ
、
矢
代
静
一
は
「
弱
者
で
醜
悪
で
女
心
の

機
微
な
ど
ま
る
で
分
ら
な
い
役
立
た
ず
の
男
の
中
に
、
私
自
身
が

自
己
投
影
さ
れ
て
い
る
」、「
狸
は
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
太
宰
の

太
宰
治
「
カ
チ
カ
チ
山
」
論 

　

―
　

語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
を
中
心
に
　

―
　

申　
　

舌　

禾
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く
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。
お
伽
噺
で
は
狸
は
悪
者
と
さ

れ
て
い
る
が
、
語
り
手
は
そ
れ
を
否
定
し
て
語
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ま
ず
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
語
り
手
は
ど
の
よ

う
に
し
て
、
狸
に
味
方
し
、
そ
の
行
為
を
正
当
化
し
て
い
く
か
、

そ
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

一　

兎
の
人
物
設
定
に
よ
る
悲
劇

　

ま
ず
、
太
宰
の
「
カ
チ
カ
チ
山
」
で
は
狸
が
婆
さ
ん
に
対
し
て

何
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
こ

の
ご
ろ
の
絵
本
」
で
は
、
引
っ
搔
い
て
怪
我
を
さ
せ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
が
、
こ
の
小
説
で
は
、
狸
が
婆
さ
ん
を
「
え
い
、

と
ば
か
り
に
や
つ
つ
け
て
逃
げ
て
来
」
た
と
な
っ
て
い
る
。「
え

い
、
と
ば
か
り
に
や
つ
つ
け
」
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
味

な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
れ
以
後
、
婆
さ
ん
に
つ
い
て
一

言
の
言
及
も
な
い
点
や
、
兎
の
「
あ
の
お
爺
さ
ん
は
、
い
ま
ご
ろ

は
き
つ
と
ひ
ど
く
落
胆
し
て
、
山
に
柴
刈
り
に
行
く
気
力
も
何
も

無
く
な
つ
て
ゐ
る
で
せ
う
か
ら
」
と
い
う
発
言
か
ら
見
る
と
、
こ

の
小
説
で
は
、
狸
は
婆
さ
ん
を
殺
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
だ
と
す
る
と
、
狸
は
兎
に
復
讐
さ
れ
、
殺
さ
れ
て
も

仕
方
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

狸
が
爺
さ
ん
か
ら
逃
れ
て
来
た
事
情
を
聞
い
た
時
、
兎
は
「
あ

の
お
家
の
庭
先
に
私
が
時
々
あ
そ
び
に
行
つ
て
、
さ
う
し
て
、
お

い
し
い
や
は
ら
か
な
豆
な
ん
か
ご
ち
そ
う
に
な
つ
た
の
を
、
あ
な

何
と
か
し
て
一
条
の
血
路
を
切
り
ひ
ら
き
た
く
、
も
が
き
苦

し
み
、
窮
余
の
策
と
し
て
婆
さ
ん
を
欺
き
、
九
死
に
一
生
を

得
た
の
で
あ
る
。
婆
汁
な
ん
か
を
た
く
ら
ん
だ
の
は
大
い
に

悪
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
ご
ろ
の
絵
本
の
や
う
に
、
逃
げ
る

つ
い
で
に
婆
さ
ん
を
引
搔
い
て
怪
我
さ
せ
た
く
ら
ゐ
の
事
は
、

狸
も
そ
の
時
は
必
死
の
努
力
で
、
謂
は
ば
正
当
防
衛
の
た
め

に
無
我
夢
中
で
あ
が
い
て
、
意
識
せ
ず
に
婆
さ
ん
に
怪
我
を

与
へ
た
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
れ
は
そ
ん
な
に
憎
む
べ
き

罪
で
も
無
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

　

語
り
手
は
、
狸
が
「
婆
汁
」
を
た
く
ら
ん
だ
の
な
ら
、
兎
の
執

拗
な
い
た
ぶ
り
を
受
け
る
の
も
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
が
、
狸

は
も
と
も
と
何
の
罪
も
な
く
、
窮
余
の
策
と
し
て
欺
い
た
の
だ
と

言
う
。
ま
た
、「
こ
の
ご
ろ
の
絵
本
」
で
は
婆
さ
ん
に
怪
我
を
さ

せ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
正
当
防
衛
で
あ
っ
た
と
狸
の
行

為
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
「
狸
さ
ん
、
可
哀

想
ね
。」
と
い
う
娘
の
言
葉
に
は
、「
思
想
の
根
拠
が
、
薄
弱
で
」

あ
る
た
め
、「
何
も
、
問
題
に
す
る
価
値
が
無
い
」
と
言
う
が
、

そ
れ
を
聞
い
て
「
或
る
暗
示
を
与
へ
ら
れ
」
た
と
言
う
。
お
そ
ら

く
語
り
手
は
、
娘
が
「
狸
さ
ん
、
可
哀
想
ね
。」
と
い
う
言
葉
を

発
す
る
前
か
ら
漠
然
と
狸
を
可
憐
に
考
え
、
狸
の
行
為
を
正
当
防

衛
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
娘
の
言
葉
か
ら
「
暗
示
」
を

与
え
ら
れ
、
狸
を
「
可
哀
想
」
な
存
在
と
し
て
物
語
を
語
っ
て
い
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「
あ
ら
！
」
と
兎
は
言
ひ
、
ひ
ど
く
露
骨
に
い
や
な
顔
を
し

た
。
な
あ
ん
だ
、
あ
な
た
な
の
？　

と
い
ふ
気
持
、
い
や
、

そ
れ
よ
り
も
ひ
ど
い
。
な
ん
だ
つ
て
ま
た
や
つ
て
来
た
の
、

図
々
し
い
ぢ
や
な
い
の
、
と
い
ふ
気
持
、
い
や
、
そ
れ
よ
り

も
な
ほ
ひ
ど
い
。
あ
あ
、
た
ま
ら
な
い
！　

厄
病
神
が
来

た
！　

と
い
ふ
気
持
、
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
、
も
つ
と
ひ
ど

い
。
き
た
な
い
！　

く
さ
い
！　

死
ん
ぢ
ま
へ
！　

と
い
ふ

や
う
な
極
度
の
嫌
悪
が
、
そ
の
時
の
兎
の
顔
に
あ
り
あ
り
と

見
え
て
ゐ
る
の
に
、
し
か
し
、
と
か
く
招
か
れ
ざ
る
客
と
い

ふ
も
の
は
、
そ
の
訪
問
先
の
主
人
の
、
こ
ん
な
憎
悪
感
に
気

附
く
事
は
な
は
だ
疎
い
も
の
で
あ
る
。

　

狸
の
背
中
を
焼
き
、
唐
辛
子
の
薬
を
塗
っ
た
兎
は
、
狸
が
地
獄

の
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
の
を
見
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
り
過
ぎ

た
と
思
っ
た
り
、
同
情
し
た
り
せ
ず
、
む
し
ろ
、
狸
に
対
す
る
嫌

悪
を
ま
す
ま
す
強
く
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
と
、
兎

は
最
初
か
ら
狸
の
罪
に
そ
れ
相
当
の
罰
を
与
え
る
た
め
で
は
な
く
、

そ
の
事
件
を
発
端
に
、
最
初
か
ら
抱
い
て
い
た
狸
に
対
す
る
嫌
悪

が
膨
ら
ん
で
い
っ
た
た
め
に
、
狸
を
殺
す
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と

が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
狸
の
悲
劇
は
、
婆
さ
ん
を
や
っ
つ
け
た

こ
と
へ
の
「
復
讐
」
で
は
な
く
、
実
は
兎
の
狸
に
対
す
る
嫌
悪
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

た
だ
つ
て
知
つ
て
た
ぢ
や
な
い
の
。
そ
れ
だ
の
に
、
知
ら
な
か
つ

た
な
ん
て
噓
つ
い
て
、
ひ
ど
い
わ
。
あ
な
た
は
、
私
の
敵
よ
。」

と
言
う
。
語
り
手
が
「
兎
に
は
も
う
こ
の
時
す
で
に
、
狸
に
対
し

て
或
る
種
の
復
讐
を
加
へ
て
や
ら
う
と
い
ふ
心
が
動
い
て
ゐ
る
」

と
言
う
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
兎
は
狸
の
行
為
に
対
し
て
「
復
讐
」

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
読
め
そ
う
だ
が
、
し
か
し
、「
復
讐
」

は
本
当
の
動
機
で
は
な
い
。
た
し
か
に
狸
が
兎
に
殺
さ
れ
る
悲
劇

の
発
端
は
狸
が
婆
さ
ん
を
「
や
つ
つ
け
」
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、

し
か
し
、
真
の
理
由
は
、
兎
の
狸
に
対
す
る
嫌
悪
な
の
で
あ
る
。

　

婆
さ
ん
を
や
っ
つ
け
た
狸
を
非
難
し
た
後
、
兎
は
次
の
よ
う
に

語
る
。傍

へ
寄
つ
て
来
ち
や
駄
目
だ
つ
て
言
つ
た
ら
。
く
さ
い
ぢ
や

な
い
の
。
も
つ
と
あ
つ
ち
へ
離
れ
て
よ
。
あ
な
た
は
、
と
か

げ
を
食
べ
た
ん
だ
つ
て
ね
。
私
は
聞
い
た
わ
よ
。
そ
れ
か
ら
、

あ
あ
可
笑
し
い
、
ウ
ン
コ
も
食
べ
た
ん
だ
つ
て
ね
。

　

こ
れ
は
婆
さ
ん
を
や
っ
つ
け
た
狸
の
行
為
に
対
す
る
非
難
で
は

な
く
、
単
に
狸
に
対
す
る
嫌
悪
の
言
葉
で
あ
る
。

　

ま
た
、
狸
の
や
け
ど
し
た
背
中
に
唐
辛
子
の
薬
を
塗
っ
た
後
、

狸
が
快
復
し
兎
の
家
を
訪
問
し
た
時
の
兎
の
反
応
は
次
の
よ
う
で

あ
る
。
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に
必
然
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

語
り
手
は
、「
兎
が
、
こ
の
ア
ル
テ
ミ
ス
型
の
少
女
だ
つ
た
と

規
定
す
る
と
、
あ
の
狸
が
婆
汁
か
引
搔
き
傷
か
い
づ
れ
の
罪
を
犯

し
た
場
合
で
も
、
そ
の
懲
罰
が
、
へ
ん
に
意
地
く
ね
悪
く
、
さ
う

し
て
「
男
ら
し
く
」
な
い
の
が
当
然
だ
と
、
溜
息
と
共
に
首
肯
せ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
」
と
言
う
が
、
と
す
れ
ば
、

こ
の
小
説
で
は
、
狸
を
「
可
哀
想
」
な
存
在
と
し
て
描
く
た
め
に
、

兎
に
ア
ル
テ
ミ
ス
型
と
い
う
人
物
を
設
定
し
た
と
思
わ
れ
る
。
語

り
手
は
兎
を
「
無
慈
悲
」
で
「
悪
」
と
設
定
す
る
こ
と
で
、
因
果

応
報
の
物
語
か
ら
離
れ
、
狸
の
悲
劇
を
語
る
物
語
に
移
行
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

二　

狸
の
自
意
識

　

兎
は
「
悪
」
の
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
れ
が
狸
の
悲
劇
を

起
こ
す
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
で
は
、
狸
の
人
物
設
定
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
は
最
後
に
「
無
慈
悲
」
な
兎
と
言
い
、

「
善
良
」
な
狸
と
語
っ
て
い
る
。
物
語
は
、
兎
が
十
六
歳
の
明
敏

な
美
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
狸
は
三
十
七
歳
の

愚
鈍
な
醜
男
と
し
て
語
ら
れ
始
め
る
が
、
実
は
こ
の
対
比
は
、
語

り
手
の
言
う
「
無
慈
悲
」
な
兎
と
「
善
良
」
な
狸
と
の
対
比
に
正

確
に
対
応
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
語
り
手
が
言
う
狸

の
「
善
良
」
の
意
味
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　

狸
は
婆
さ
ん
を
や
っ
つ
け
て
逃
げ
た
後
、
兎
の
「
あ
な
た
は
、

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
激
し
い
嫌
悪
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た

の
か
。
そ
れ
は
兎
の
性
格
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
語
り
手
は

兎
が
武
士
道
に
相
応
し
く
な
い
、
正
々
堂
々
で
は
な
い
仇
討
ち
の

仕
方
を
す
る
こ
と
か
ら
、
兎
を
十
六
歳
で
、
処
女
神
の
ア
ル
テ
ミ

ス
に
擬
え
て
い
る
。

こ
の
兎
は
男
ぢ
や
な
い
ん
だ
。
そ
れ
は
、
た
し
か
だ
。
こ
の

兎
は
十
六
歳
の
処
女
だ
。
い
ま
だ
何
も
、
色
気
は
無
い
が
、

し
か
し
、
美
人
だ
。
さ
う
し
て
、
人
間
の
う
ち
で
最
も
残
酷

な
の
は
、
え
て
し
て
、
こ
の
た
ち
の
女
性
で
あ
る
。
ギ
リ
シ

ヤ
神
話
に
は
美
し
い
女
神
が
た
く
さ
ん
出
て
来
る
が
、
そ
の

中
で
も
、
ヴ
イ
ナ
ス
を
除
い
て
は
、
ア
ル
テ
ミ
ス
と
い
ふ
処

女
神
が
最
も
魅
力
あ
る
女
神
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

　

ア
ル
テ
ミ
ス
は
「
気
に
い
ら
ぬ
者
に
は
平
気
で
残
酷
な
事
を
す

る
」、「
水
浴
の
姿
を
ち
ら
と
見
た
だ
け
で
も
、
そ
ん
な
に
怒
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
些
細
な
こ
と
に
対
し
て
も
残
酷
な
仕
返
し
を
い

と
わ
な
い
「
悪
」
の
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
狸
は
「
ア
ル
テ

ミ
ス
型
の
少
女
に
惚
れ
る
男
の
ご
た
ぶ
ん
に
も
れ
ず
、
狸
仲
間
で

も
風
采
あ
が
ら
ず
、
た
だ
団
々
と
し
て
、
愚
鈍
大
食
の
野
暮
天
」

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
が
「
こ
ん
な
女
に
惚
れ
た
ら
、
男

は
惨
憺
た
る
大
恥
辱
を
受
け
る
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
」
と
言
う
よ
う

に
、
兎
と
狸
を
こ
の
よ
う
に
設
定
し
た
時
点
で
狸
の
悲
劇
は
す
で
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ろ
に
連
れ
て
行
つ
て
、
狸
汁
に
す
る
わ
け
ぢ
や
あ
る
ま
い
な
。
あ

は
は
は
。」
と
、
兎
の
こ
と
を
疑
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、

狸
は
兎
の
態
度
に
よ
っ
て
自
分
の
行
動
を
変
え
る
一
方
、
純
粋
に

兎
の
態
度
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
疑
っ
た
り
も
す
る
。
し
か

し
、
結
局
「
あ
ら
、
そ
ん
な
に
へ
ん
に
疑
ふ
な
ら
、
も
う
い
い
わ

よ
。
私
が
ひ
と
り
で
行
く
わ
よ
。」
と
い
う
兎
の
冷
た
い
言
葉
に
、

ま
た
「
い
や
、
そ
ん
な
わ
け
ぢ
や
な
い
。」
と
謝
っ
て
兎
の
こ
と

を
信
じ
て
し
ま
う
。
疑
い
と
信
じ
た
い
気
持
ち
の
間
で
葛
藤
す
る

狸
の
様
子
が
よ
く
見
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
狸
が
兎
に
背
中
を
焼
か
れ
た
あ
と
、
家
に
こ
も
り

な
が
ら
、
奇
妙
な
自
惚
れ
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
語
る
場
面
を
見

て
み
よ
う
。

あ
あ
、
く
る
し
い
。
い
よ
い
よ
、
お
れ
も
死
ぬ
か
も
知
れ
ね

え
。
思
へ
ば
、
お
れ
ほ
ど
不
仕
合
せ
な
男
は
無
い
。
な
ま
な

か
に
男
振
り
が
少
し
佳
く
生
れ
て
来
た
ば
か
り
に
、
女
ど
も

が
、
か
へ
つ
て
遠
慮
し
て
お
れ
に
近
寄
ら
な
い
。
い
つ
た
い

に
、
ど
う
も
、
上
品
に
見
え
る
男
は
損
だ
。
お
れ
を
女
ぎ
ら

ひ
か
と
思
つ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
ね
え
。
な
あ
に
、
お
れ
だ

つ
て
決
し
て
聖
人
ぢ
や
な
い
。
女
は
好
き
さ
。
そ
れ
だ
の
に
、

女
は
お
れ
を
高
邁
な
理
想
主
義
者
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
ら
し
く
、

な
か
な
か
誘
惑
し
て
く
れ
な
い
。

私
の
敵
よ
。」
と
い
う
冷
た
い
言
葉
に
対
し
て
許
し
を
求
め
る
。

兎
は
あ
る
悪
計
を
考
え
、
狸
に
爺
さ
ん
の
た
め
に
柴
刈
り
に
行
く

な
ら
許
し
て
あ
げ
る
と
言
う
。
狸
は
「「
お
れ
は
、
も
う
、
ど
ん

な
に
嬉
し
い
か
、
い
つ
そ
、
男
泣
き
に
泣
い
て
み
た
い
く
ら
ゐ

だ
。」
と
鼻
を
す
す
り
、
噓
泣
き
」
を
す
る
。
兎
は
狸
の
乱
暴
な

柴
刈
り
を
見
て
も
見
ぬ
振
り
を
し
、
柴
刈
り
だ
け
を
続
け
て
い
る
。

そ
の
場
面
の
狸
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

狸
は
兎
に
け
ふ
は
ひ
ど
く
寛
大
に
扱
は
れ
る
の
で
、
た
だ
も

う
ほ
く
ほ
く
し
て
、
た
う
と
う
や
つ
こ
さ
ん
も
、
お
れ
の
さ

か
ん
な
柴
刈
姿
に
は
惚
れ
直
し
た
か
な
？　

お
れ
の
、
こ
の
、

男
ら
し
さ
に
は
、
ま
ゐ
ら
ぬ
女
も
あ
る
ま
い
て
、
あ
あ
、
食

つ
た
、
眠
く
な
つ
た
、
ど
れ
一
眠
り
、
な
ど
と
全
く
気
を
ゆ

る
し
て
わ
が
ま
ま
い
つ
ぱ
い
に
振
舞
ひ
、
ぐ
う
ぐ
う
大
鼾
を

搔
い
て
寝
て
し
ま
つ
た
。

　

狸
は
兎
に
許
し
を
求
め
て
噓
泣
き
を
し
た
が
、
兎
が
寛
大
に
自

分
を
扱
う
と
そ
れ
を
い
い
こ
と
に
調
子
に
乗
っ
て
、
図
々
し
い
態

度
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
下
山
を
す
る
時
、
兎
が
「
や
つ
ぱ
り
、

男
の
ひ
と
つ
て
、
こ
ん
な
時
に
は
た
の
も
し
い
も
の
ね
え
。」
と

言
う
と
、
狸
は
さ
す
が
に
ず
っ
と
調
子
に
乗
る
こ
と
は
で
き
ず
、

「
け
ふ
は
お
前
、
ば
か
に
し
を
ら
し
い
ぢ
や
な
い
か
。
気
味
が
わ

る
い
く
ら
ゐ
だ
ぜ
。
ま
さ
か
、
お
れ
を
こ
れ
か
ら
爺
さ
ん
の
と
こ
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れ
。
お
れ
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
涙
も
ろ
い
か
。」
と
言
つ

て
噓
泣
き
を
し
な
が
ら
、「
つ
い
で
に
お
前
ひ
と
り
で
、
そ

の
岩
乗
な
い
い
舟
を
作
つ
て
く
れ
な
い
か
。
な
、
た
の
む

よ
。」
と
抜
か
ら
ず
横
着
な
申
し
出
を
し
て
、「
お
れ
は
恩
に

着
る
ぜ
。
お
前
が
そ
の
お
れ
の
岩
乗
な
舟
を
作
つ
て
く
れ
て

ゐ
る
間
に
、
お
れ
は
、
ち
よ
つ
と
お
弁
当
を
こ
さ
へ
よ
う
。

お
れ
は
き
つ
と
立
派
な
炊
事
係
り
に
な
れ
る
だ
ら
う
と
思
ふ

ん
だ
。

　

こ
の
場
面
で
も
、
柴
刈
り
の
時
に
見
ら
れ
た
狸
の
図
々
し
さ
が

よ
く
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
既
に
狸
の
兎
の
家
の
訪
問
に
対
し
て

語
り
手
は
「
ど
ん
な
親
し
い
身
内
の
家
に
で
も
、
矢
鱈
に
訪
問
な

ど
す
べ
き
も
の
で
は
無
い
か
も
知
れ
な
い
。
作
者
の
こ
の
忠
告
を

疑
ふ
者
は
、
狸
を
見
よ
。
狸
は
い
ま
明
ら
か
に
、
こ
の
お
そ
る
べ

き
錯
誤
を
犯
し
て
ゐ
る
の
だ
。」
と
非
難
さ
え
し
て
い
た
。
兎
に

少
し
で
も
甘
い
顔
を
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
図
々
し
く
な
る
狸
は
、
一

般
的
な
基
準
か
ら
し
て
「
善
」
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手
が
狸
を
「
善
良
」
と
言
い
、
狸
の
味

方
に
な
っ
て
し
ま
う
理
由
は
一
体
何
な
の
か
。
鶴
谷
憲
三
は
「
自

分
の
愛
し
た
人
間
の
言
を
死
の
間
際
ま
で
疑
お
う
と
し
な
い
無
邪

気
さ
か
ら
怠
惰
、
魯
鈍
、
劣
等
感
に
至
る
ま
で
、
狸
に
は
人
間
の

持
つ
あ
ら
ゆ
る
性
質
が
う
か
が
え
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
」、「
こ
の
狸
の
姿
を
こ
そ
「
善
良
」
と
み
、「
親
愛
」
の
情
を

　

こ
こ
で
は
狸
は
自
分
の
男
振
り
が
い
い
こ
と
に
自
信
を
持
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
兎
が
唐
辛
子
の
薬
を
持
っ
て
来

た
時
、「
や
け
ど
」
よ
り
も
「
色
）
4
（

黒
」
と
い
う
言
葉
に
惹
か
れ
、

そ
の
薬
を
顔
に
塗
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
狸
に
気
づ
か
れ
な
い
た

め
に
遮
る
兎
に
対
し
、
狸
は
「
お
前
に
は
お
れ
の
気
持
が
わ
か
ら

な
い
ん
だ
。
お
れ
は
こ
の
色
黒
の
た
め
生
れ
て
三
十
何
年
間
、
ど

の
や
う
に
味
気
な
い
思
ひ
を
し
て
来
た
か
わ
か
ら
な
い
。
放
せ
。

手
を
放
せ
。」
と
、
自
分
の
容
貌
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
語
る
。

結
局
唐
辛
子
の
薬
を
塗
っ
て
し
ま
っ
た
狸
は
「
お
れ
は
生
れ
て
三

十
何
年
間
、
色
が
黒
い
ば
つ
か
り
に
、
女
に
い
ち
ど
も
、
も
て
や

し
な
か
つ
た
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
お
れ
は
、
食
欲
が
、
あ
あ
、
そ

の
た
め
に
、
お
れ
は
ど
ん
な
に
き
ま
り
の
悪
い
思
ひ
を
し
て
来
た

か
。
誰
も
知
り
や
し
な
い
の
だ
。
お
れ
は
孤
独
だ
。
お
れ
は
善
人

だ
。
眼
鼻
立
ち
は
悪
く
な
い
と
思
ふ
ん
だ
。」
と
言
っ
て
、
失
神

す
る
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
狸
が
自
惚
れ
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と

の
間
で
葛
藤
し
て
来
た
様
子
が
見
て
と
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
面
を
見
る
と
、
兎
の
嫌
悪
が
理
解
で
き
な
い
こ

と
も
な
い
ほ
ど
、
狸
の
態
度
は
「
善
」
と
は
言
い
が
た
い
。
少
な

く
と
も
「
悪
」
の
兎
と
明
確
に
対
比
す
る
「
善
」
と
は
言
え
な
い
。

も
う
一
箇
所
、
兎
が
狸
に
鮒
を
一
緒
に
捕
り
に
行
く
た
め
、
舟
を

一
緒
に
作
る
こ
と
を
提
案
し
た
時
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

「
す
ま
ね
え
な
あ
。
お
れ
は
も
う
、
泣
く
ぜ
。
泣
か
し
て
く
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月
の
女
神
ア
ル
テ
ミ
ス
に
も
比
較
せ
ら
れ
た
十
六
歳
の
処
女

の
兎
も
、
こ
こ
に
於
い
て
一
挙
に
頗
る
興
味
索
然
た
る
つ
ま

ら
ぬ
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
低
能
か
い
。
そ
れ
ぢ
や
あ

仕
様
が
無
い
ね
え
。

　

こ
こ
で
、
語
り
手
は
今
ま
で
怜
悧
と
書
か
れ
て
い
た
兎
の
性
質

を
反
転
さ
せ
、「
愚
劣
な
犯
罪
」
を
犯
す
悪
魔
で
は
な
く
、「
低

能
」
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
結
局
狸
の
悲
劇
は
こ
の
よ
う
な
兎

の
「
純
真
」
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
狸
は
、
こ
の
「
青
春

の
純
真
」
の
兎
と
は
っ
き
り
対
比
さ
れ
る
人
物
な
の
で
あ
り
、

「
世
の
中
に
は
、
一
口
で
言
へ
な
い
事
が
多
い
よ
。」
と
い
う
狸
の

言
葉
は
半
分
冗
談
に
せ
よ
、
三
十
七
年
間
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
い
経

験
を
し
、
様
々
な
葛
藤
を
持
っ
て
生
き
て
き
た
人
物
で
あ
る
と
言

え
る
。
こ
の
よ
う
な
狸
は
少
な
く
と
も
兎
よ
り
は
自
意
識
を
持
っ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
狸
の
自
意
識
は
兎
に
「
惚

れ
る
」
こ
と
に
よ
り
、
無
力
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
実
は

狸
は
最
初
か
ら
愚
鈍
な
人
物
で
は
な
く
、
語
り
手
が
「
惚
れ
た
が

悪
い
か
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
惚
れ
た
」
た
め
、
思
考
が
鈍

く
な
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
狸
の
不
意
の
訪
問
に
驚
い
て

叫
ぶ
兎
に
対
し
、「
お
の
づ
か
ら
発
せ
ら
れ
た
処
女
の
無
邪
気
な

声
の
如
く
に
思
は
れ
、
ぞ
く
ぞ
く
嬉
し
く
」
思
い
、
ま
た
「
兎
の

眉
を
ひ
そ
め
た
表
情
を
も
、
こ
れ
は
自
分
の
先
日
の
ボ
ウ
ボ
ウ
山

の
災
難
に
、
心
を
痛
め
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
無
い
」
と
錯
覚
す
る
の

太
宰
は
寄
せ
る
の
で
あ
）
5
（
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
狸
に

「
人
間
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
性
質
」
が
見
え
る
と
は
言
い
過
ぎ
で
あ

る
。
ま
た
、
狸
が
「
自
分
の
愛
し
た
人
間
の
言
を
死
の
間
際
ま
で

疑
お
う
と
し
な
い
無
邪
気
さ
」
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
の
も
妥
当

で
は
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
狸
は
兎
の
行
動
に
つ
い
て
疑
う

こ
と
が
あ
っ
た
し
、
兎
が
カ
チ
カ
チ
山
と
い
う
名
前
を
教
え
た
時

「
へ
ん
な
名
前
だ
。
噓
ぢ
や
な
い
か
？
」
と
疑
っ
て
も
い
る
。
た

だ
、
単
純
に
「
善
良
」
と
は
言
え
な
い
狸
に
対
し
、
語
り
手
が

「「
親
愛
」
の
情
」
を
寄
せ
て
い
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
の
本

当
の
理
由
は
、
兎
が
狸
に
殺
意
を
抱
い
て
か
ら
の
語
り
手
の
言
葉

か
ら
窺
え
る
。

ま
こ
と
に
無
邪
気
と
悪
魔
と
は
紙
一
重
で
あ
る
。
苦
労
を
知

ら
ぬ
わ
が
ま
ま
な
処
女
の
、
へ
ど
が
出
る
や
う
な
気
障
つ
た

ら
し
い
姿
態
に
対
し
て
、
あ
あ
青
春
は
純
真
だ
、
な
ん
て
言

つ
て
垂
涎
し
て
ゐ
る
男
た
ち
は
、
気
を
つ
け
る
が
よ
い
。
そ

の
人
た
ち
の
所
謂
「
青
春
の
純
真
」
と
か
い
ふ
も
の
は
、
し

ば
し
ば
こ
の
兎
の
例
に
於
け
る
が
如
く
、
そ
の
胸
中
に
殺
意

と
陶
酔
が
隣
合
せ
て
住
ん
で
ゐ
て
も
平
然
た
る
、
何
が
何
や

ら
わ
か
ら
ぬ
官
能
の
ご
ち
や
ま
ぜ
の
乱
舞
で
あ
る
。
危
険
こ

の
上
な
い
ビ
ー
ル
の
泡
だ
。（
略
）低
能
で
な
け
れ
ば
悪
魔
で

あ
る
。
い
や
、
悪
魔
と
い
ふ
も
の
は
元
来
、
低
能
な
の
か
も

知
れ
な
い
。
小
柄
で
ほ
つ
そ
り
し
て
手
足
が
華
奢
で
、
か
の
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る
。
亭
主
は
あ
ま
く
、
い
い
と
し
を
し
て
口
髭
な
ん
か
を
生

や
し
て
ゐ
な
が
ら
「
う
む
、
子
供
の
純
真
性
は
大
事
だ
」
な

ど
と
騒
ぐ
。
親
馬
鹿
と
い
ふ
も
の
に
酷
似
し
て
ゐ
る
。
い
い

図
で
は
な
い
。

　

日
本
に
は
「
誠
」
と
い
ふ
倫
理
は
あ
つ
て
も
、「
純
真
」

な
ん
て
概
念
は
無
か
つ
た
。
人
が
「
純
真
」
と
銘
打
つ
て
ゐ

る
も
の
の
姿
を
見
る
と
、
た
い
て
い
演
技
だ
。
演
技
で
な
け

れ
ば
、
阿
呆
で
あ
る
。
家
の
娘
は
四
歳
で
あ
る
が
、
こ
と
し

の
八
月
に
生
れ
た
赤
子
の
頭
を
コ
ツ
ン
と
殴
つ
た
り
し
て
ゐ

る
。
こ
ん
な
「
純
真
」
の
ど
こ
が
尊
い
の
か
。
感
覚
だ
け
の

人
間
は
、
悪
鬼
に
似
て
ゐ
る
。
ど
う
し
て
も
倫
理
の
訓
練
は

必
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
太
宰
治
の
「
純
真
」
に
対
す
る
強
い
批
判
が
見
ら
れ

る
。
日
本
に
は
な
か
っ
た
「
純
真
」
と
い
う
概
念
は
、「
感
覚
だ

け
」
で
「
倫
理
が
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉

を
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
「
皮
膚
感
覚
が
倫
理
を
覆
つ
て
ゐ
る
状
態
、

こ
れ
を
低
能
あ
る
い
は
悪
魔
と
い
ふ
」
と
い
う
文
章
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
見
る
と
、
好
き
嫌
い
と
い
う
感
覚
だ
け
で
狸
を
殺
す
ま
で

に
至
る
兎
の
様
子
が
見
え
て
来
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
「
純
真
」
と
い
う
概
念
が
ア
メ
リ
カ
文
化
か
ら
輸

入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
次
の
文
章
に
も

見
え
る
。

は
「
惚
れ
た
」
た
め
な
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
兎
は
自
分
の
感
情
に
何
の
揺
れ
も
な
く
、
狸
を
殺

す
と
い
う
目
標
だ
け
を
考
え
そ
れ
を
遂
げ
て
行
く
単
純
な
存
在
で

あ
る
の
に
対
し
、
狸
は
状
況
に
よ
っ
て
時
々
刻
々
考
え
が
変
わ
り
、

「
惚
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
思
考
が
鈍
化
し
て
し
ま
う
「
純
真
な

ら
ざ
る
」
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
狸
は
兎
よ
り

「
人
情
」
を
持
つ
存
在
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
語
り
手

が
言
う
兎
と
狸
の
対
比
は
、「
無
慈
悲
」
と
「
善
良
」
と
言
う
よ

り
、「
無
慈
悲
」
と
「
人
情
」
の
対
比
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の

よ
う
に
、
兎
の
「
青
春
の
純
真
」
さ
に
批
判
的
な
語
り
手
は
、
そ

れ
と
対
比
す
る
「
純
真
な
ら
ざ
る
」
狸
を
設
定
し
、
そ
の
味
方
を

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三　
「
青
春
の
純
真
」
の
意
味

　

太
宰
治
は
一
九
四
四
年
十
月
一
六
日
の
「
東
京
新
聞
」
に
「
純

真
」
と
い
う
短
い
文
章
を
発
表
し
）
6
（

た
。

　
「
純
真
」
な
ん
て
概
念
は
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
、
ア
メ
リ

カ
生
活
あ
た
り
に
そ
の
お
手
本
が
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

た
と
へ
ば
、
何
々
学
院
の
何
々
女
史
と
で
も
い
つ
た
や
う
な

者
が
「
子
供
の
純
真
性
は
尊
い
」
な
ど
と
甚
だ
あ
い
ま
い
模

糊
た
る
事
を
憂
ひ
顔
で
言
つ
て
歎
息
し
て
、
そ
れ
を
女
史
の

お
弟
子
の
婦
人
が
そ
の
ま
ま
信
奉
し
て
自
分
の
亭
主
に
訴
へ



― 193 ―

た
の
だ
か
ら
、
読
者
も
信
じ
て
損
は
無
か
ら
う
。
も
つ
と
も
、

い
ま
は
も
う
「
敷
島
」
な
ん
て
煙
草
は
無
く
な
つ
て
ゐ
る
か

ら
、
若
い
読
者
に
は
何
の
興
味
も
無
い
話
で
あ
る
。
つ
ま
ら

な
い
知
識
を
振
り
ま
は
し
た
も
の
だ
。
と
か
く
識
つ
た
か
ぶ

り
は
、
こ
の
や
う
な
馬
鹿
ら
し
い
結
果
に
終
る
。
ま
あ
、
生

れ
て
三
十
何
年
以
上
に
も
な
る
読
者
だ
け
が
、
あ
あ
、
あ
の

松
か
、
と
芸
者
遊
び
の
記
憶
な
ん
か
と
一
緒
に
ぼ
ん
や
り
思

ひ
出
し
て
、
つ
ま
ら
な
さ
う
な
顔
を
す
る
く
ら
ゐ
が
関
の
山

で
あ
ら
う
か
。

　

こ
こ
で
語
り
手
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
物
識
り
振
」
っ
て
「
つ
ま
ら

な
い
知
識
を
振
り
ま
」
わ
す
の
は
、
三
十
何
年
間
、
生
き
て
来
た

歳
月
の
思
い
出
や
経
験
を
持
つ
「
純
真
な
ら
ざ
る
」
自
分
自
身
を

読
者
に
示
し
、
狸
と
自
分
の
近
似
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
。
人
情
の
機
微
が
分
か
る
三
十
七
歳
の
狸
、
そ
し
て

狸
に
味
方
す
る
同
年
代
の
語
り
手
、
そ
の
対
極
に
あ
る
人
情
の
機

微
が
分
か
ら
な
い
ア
メ
リ
カ
的
な
十
六
歳
の
兎
。
こ
の
構
図
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

語
り
手
は
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
主
題
に
つ
い
て
「
好
色
の
戒

め
」、「
礼
儀
作
法
の
教
科
書
」、
あ
る
い
は
「
道
徳
の
善
悪
よ
り

も
、
感
覚
の
好
き
嫌
ひ
に
依
つ
て
世
の
中
の
人
た
ち
は
そ
の
日
常

生
活
に
於
い
て
互
ひ
に
罵
り
、
ま
た
は
罰
し
、
ま
た
は
賞
し
、
ま

ひ
と
こ
ろ
世
界
中
に
流
行
し
た
ア
メ
リ
カ
映
画
、
あ
れ
に
は
、

こ
ん
な
所
謂
「
純
真
」
な
雄
や
雌
が
た
く
さ
ん
出
て
来
て
、

皮
膚
感
触
を
も
て
あ
ま
し
て
擽
つ
た
げ
に
ち
よ
こ
ま
か
、
バ

ネ
仕
掛
け
の
如
く
動
き
ま
は
つ
て
ゐ
た
。
別
に
こ
じ
つ
け
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
所
謂
「
青
春
の
純
真
」
と
い
ふ
も
の
の

元
祖
は
、
或
い
は
、
ア
メ
リ
カ
あ
た
り
に
あ
つ
た
の
で
は
な

か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
く
ら
ゐ
だ
。
ス
キ
イ
で
ラ
ン
ラ
ン
、

と
か
い
ふ
た
ぐ
ひ
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
の
裏
で
、
ひ
ど
く

愚
劣
な
犯
罪
を
平
気
で
行
つ
て
ゐ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
「
純
真
」
と
い
う
概
念
が
ア
メ
リ
カ

の
軽
薄
な
文
化
に
由
来
す
る
と
し
て
、
批
判
し
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
語
り
手
が
、
日
本
の
昔
話
の
主
人
公
で
あ
る
兎
を
西
洋
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
に
設
定
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
西
洋
の
文
化

を
批
判
す
る
た
め
の
仕
掛
け
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
で
の
「
純
真
」
は
、
た
だ
の
「
純
真
」

で
は
な
く
「
青
春
」
の
「
純
真
」
で
あ
る
。

　

鸕
鷀
島
の
松
林
は
夕
陽
を
浴
び
て
火
事
の
や
う
だ
。
こ
こ

で
ち
よ
つ
と
作
者
は
物
識
り
振
る
が
、
こ
の
島
の
松
林
を
写

生
し
て
図
案
化
し
た
の
が
、
煙
草
の
「
敷
島
」
の
箱
に
描
か

れ
て
あ
る
、
あ
れ
だ
と
い
ふ
話
だ
。
た
し
か
な
人
か
ら
聞
い
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「
作
家
の
手
帖
」（「
文
庫
」
一
九
四
三
年
一
〇
月
）の
最
後
の
文
章

で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

夏
の
お
洗
濯
は
、
女
の
仕
事
の
う
ち
で
、
一
ば
ん
楽
し
い
も

の
だ
さ
う
で
あ
る
。
あ
の
歌
に
は
、
意
味
が
無
い
の
だ
。
た

だ
、
無
心
に
お
洗
濯
を
た
の
し
ん
で
ゐ
る
の
だ
。
大
戦
争
の

ま
つ
さ
い
ち
ゆ
う
な
の
に
。

　

ア
メ
リ
カ
の
女
た
ち
は
、
決
し
て
こ
ん
な
に
美
し
く
の
ん

き
に
し
て
は
ゐ
な
い
と
思
ふ
。
そ
ろ
そ
ろ
、
ぶ
つ
ぶ
つ
不
平

を
言
ひ
出
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
鼠
を
見
て
さ
へ
気
絶
の
真
似

を
す
る
気
障
な
女
た
ち
だ
。
女
が
、
戦
争
の
勝
敗
の
鍵
を
握

つ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
の
は
言
ひ
過
ぎ
で
あ
ら
う
か
。
私
は
戦

争
の
将
来
に
就
い
て
楽
観
し
て
ゐ
る
。

　

作
者
は
非
日
常
の
中
で
日
常
を
守
っ
て
い
る
日
本
の
女
性
た
ち

の
「
美
し
く
の
ん
き
」
な
姿
は
、
ア
メ
リ
カ
の
女
性
た
ち
に
は
あ

り
得
な
い
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
作
品
か
ら
も
太
宰
治
の
ア
メ
リ

カ
に
対
す
る
批
判
が
見
え
る
の
で
あ
る
。「
カ
チ
カ
チ
山
」
は
、

ア
メ
リ
カ
の
文
化
を
批
判
す
る
太
宰
治
の
考
え
が
潜
ん
で
い
る
作

品
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め

　

狸
の
悲
劇
は
、
語
り
手
が
兎
を
ア
ル
テ
ミ
ス
型
の
処
女
と
設
定

た
は
服
し
て
ゐ
る
も
の
だ
と
い
ふ
事
を
暗
示
し
て
ゐ
る
笑
話
」
で

は
な
く
、「
狸
の
死
ぬ
る
い
ま
は
の
際
の
一
言
に
だ
け
留
意
し
て

置
い
た
ら
、
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
述
べ
、
最
後
に
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

曰
く
、
惚
れ
た
が
悪
い
か
。

　

古
来
、
世
界
中
の
文
芸
の
哀
話
の
主
題
は
、
一
に
こ
こ
に

か
か
つ
て
ゐ
る
と
言
つ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
女
性
に

は
す
べ
て
、
こ
の
無
慈
悲
な
兎
が
一
匹
住
ん
で
ゐ
る
し
、
男

性
に
は
、
あ
の
善
良
な
狸
が
い
つ
も
溺
れ
か
か
つ
て
あ
が
い

て
ゐ
る
。
作
者
の
、
そ
れ
こ
そ
三
十
何
年
来
の
、
頗
る
不
振

の
経
歴
に
徴
し
て
見
て
も
、
そ
れ
は
明
々
白
々
で
あ
つ
た
。

お
そ
ら
く
は
、
ま
た
、
君
に
於
い
て
も
。
後
略
。

　

語
り
手
は
最
後
に
兎
を
「
無
慈
悲
」
な
女
性
と
し
て
、
狸
を

「
善
良
」
な
男
性
と
し
て
語
り
、
男
女
の
性
格
の
対
比
に
よ
る
悲

劇
と
し
て
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
物
語
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
れ

は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
不
自
然
な
ま
と
め
方
で
あ
る
。「
カ
チ
カ

チ
山
」
は
、
語
り
手
が
狸
に
「
人
情
」
を
持
た
せ
、
兎
に
「
青
春

の
純
真
」
と
い
う
名
の
残
酷
さ
を
持
た
せ
た
物
語
で
あ
る
。
そ
し

て
、
狸
に
味
方
す
る
語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
の
設
定
に
は
、「
青
春

の
純
真
」
で
あ
る
兎
が
表
す
ア
メ
リ
カ
、
或
い
は
西
洋
の
文
化
に

対
す
る
作
者
の
批
判
が
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
太
宰
治
は
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の
悩
み
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
途
上
」

に
は〈
私
〉が
色
黒
を
気
に
病
む
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
出
て
来
る
。〈
私

は
人
間
の
仕
合
せ
は
色
の
白
い
こ
と
以
上
に
な
い
と
思
つ
た
〉と

い
う
一
節
も
あ
る
。（
山
下
真
史
氏
の
教
示
に
よ
る
。）

（
5
）　

鶴
谷
憲
三
「『
カ
チ
カ
チ
山
』（
太
宰
治
）」（『
国
文
学　

解
釈

と
鑑
賞
』、
一
九
八
七
年
一
〇
月
、
至
文
堂
）。

（
6
）　

菊
田
義
孝
「
カ
チ
カ
チ
山
」（『
人
間
脱
出
　

―
　

太
宰
治
論
』、

一
九
七
九
年
六
月
、
弥
生
書
房
）で
は
、
太
宰
治
の
「
純
真
」
を

挙
げ
、「
社
会
の
一
部
に
、
一
さ
い
の
道
徳
を
否
定
し
て
感
覚
だ

け
を
無
制
限
に
肯
定
す
る
思
潮
が
存
在
す
る
の
を
覚
知
し
、
そ
れ

が
し
だ
い
に
社
会
の
全
般
に
蔓
延
す
る
こ
と
を
予
感
し
憂
慮
し
て

書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
シ
ン　

ソ
ル
フ
ァ　

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
平
成
二
八
年
度
修
了
）

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
か
ら
決
め
ら
れ
て
い
た
。
語
り
手
は
、

怜
悧
な
兎
に
味
方
す
る
こ
と
な
く
、
基
本
的
に
愚
鈍
な
狸
の
味
方

と
し
て
語
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
、
終
始
単
純
で
、
他
人
の
気
持

ち
や
苦
痛
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
青
春
の
純
真
」
を
代

表
す
る
兎
を
批
判
的
に
語
り
、
自
意
識
の
中
で
葛
藤
し
た
り
、
い

ろ
い
ろ
な
感
情
に
悩
む
「
人
情
」
を
持
つ
「
純
真
な
ら
ざ
る
」
狸

に
味
方
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
語
り
の
ス
タ
ン
ス
は
、「
青
春

の
純
真
」
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
り
、
そ
の
概
念
の
元
で
あ
る
ア

メ
リ
カ
文
化
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
カ
チ
カ

チ
山
」
は
、
語
り
手
が
最
後
に
言
う
よ
う
に
、
男
と
女
の
性
差
に

よ
る
悲
喜
劇
の
物
語
で
は
な
く
、「
青
春
の
純
真
」
と
い
う
ア
メ

リ
カ
、
あ
る
い
は
西
洋
の
文
化
に
対
す
る
批
判
が
潜
ん
で
い
る
物

語
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
）　

松
本
和
也
「
語
り
か
け
る
テ
ク
ス
ト
　

―
　

太
宰
治
「
カ
チ
カ

チ
山
」」（『
國
文
学
』、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
學
燈
社
）。

（
2
）　

矢
代
静
一
「
惚
れ
た
が
悪
い
か
　

―
　

カ
チ
カ
チ
山
」（『
含
羞

の
人
　

―
　

私
の
太
宰
治
』、
一
九
八
六
年
五
月
、
河
出
書
房
）。

（
3
）　

根
岸
泰
子
「
カ
チ
カ
チ
山
」
論（『
太
宰
治
研
究
12
』、
二
〇

〇
四
年
六
月
、
和
泉
書
院
）

（
4
）　

狸
が
色
黒
に
悩
む
話
は
原
話
に
は
な
い
。
太
宰
が
こ
の
話
を

持
ち
込
ん
だ
の
は
、
嘉
村
礒
多
の
「
途
上
」（
昭
和
七
年
）の〈
私
〉




