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世
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ニ
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ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｙ
と
い
う
語
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
の
［
重
さ
を
量
る
］
（
w
ｅ
ｉ
ｇ
ｈ
）
で

あ
り
、
ま
た
、
［
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
］
（
ｇ
）
§
Ｓ
）
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

あ
ら
ゆ
る
主
題
に
関
す
る
、
短
い
が
気
の
利
い
た
思
索
の
軌
跡
な
の
で
あ
る
。

随
筆
（
Ｑ
謡
心
）
の
読
み
手
は
一
般
の
読
者
で
あ
っ
て
、
論
文
（
９
１
乙
、
論

説
（
ぼ
Ｑ
｛
Ｆ
｝
、
あ
る
い
は
学
位
論
文
官
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
が
専
門
家
向
け
で

あ
る
の
と
は
異
な
る
。
前
章
の
終
わ
り
で
述
べ
た
よ
う
に
、
読
者
は
語
り
手

士

個
人
に
興
味
、
関
心
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
、
自
然
に
騎
に
落
ち
る
よ
う

な
語
り
口
が
、
一
層
、
親
近
感
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

エ
ッ
セ
イ
に
最
適
の
文
体
は
、
行
雲
流
水
的
な
自
然
体
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
の
事
を
、
最
も
簡
潔
、
明
快
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
兼
好
の
『
徒
然
草
』

一
五
七
段
で
あ
る
。

　
筆
を
取
れ
ば
物
書
か
れ
、
楽
器
を
取
れ
ば
音
を
立
て
ん
と
思
ふ
。
杯
を

取
れ
ば
酒
を
思
ひ
、
寞
を
取
れ
ば
打
た
ん
事
を
思
ふ
。
心
は
、
必
ず
、
事

に
触
れ
て
来
た
る
。
仮
に
も
、
不
善
の
戯
れ
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
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出
だ
し
の
［
…
…
物
書
か
れ
］
の
［
れ
］
が
［
自
発
］
の
助
動
詞
で
あ
る

こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
自
然
と
、
何
か
書
く
様
に
な
り
、
…
…
」

と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
妙
味
が
あ
る
。

　
今
一
つ
の
重
要
な
随
筆
の
特
色
は
、
同
じ
く
『
徒
然
草
』
の
五
一
段
に
お

い
て
的
確
な
表
現
を
得
て
い
る
。

　
　
　
　
　
亀
山
殿
の
御
池
に
大
井
川
の
水
を
ま
か
せ
ら
れ
ん
と
て
、
大
井
の
土
民

　
　
　
　
に
仰
せ
て
、
水
車
を
作
ら
せ
ら
れ
け
り
。
多
く
の
銭
を
給
ひ
て
、
数
日
に

　
　
　
　
営
み
出
だ
し
て
、
掛
け
た
り
け
る
に
、
大
方
廻
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
と
か
く

士
　
　
　
直
し
け
れ
ど
も
ヽ
終
に
廻
ら
で
、
い
た
づ
ら
に
立
て
り
け
り
。

　
　
　
　
　
さ
て
、
宇
治
の
里
人
を
召
し
て
、
こ
し
ら
へ
さ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
や
す

　
　
　
　
ら
か
に
給
ひ
で
参
ら
せ
た
り
け
る
が
、
思
ふ
や
う
に
廻
り
て
、
水
を
汲
み

谷野

入
る
る
事
め
で
た
か
り
け
り
。

　
よ
ろ
ず
に
、
そ
の
道
を
知
れ
る
者
は
、
や
ん
ご
と
な
き
も
の
な
り
。

　
こ
の
結
論
は
、
一
道
、
一
芸
に
秀
で
た
も
の
の
立
派
さ
を
語
り
、
価
値
あ

る
も
の
と
認
め
て
ゐ
る
。

　
さ
て
、
日
本
の
随
筆
の
場
合
は
「
自
然
さ
」
に
重
点
か
お
り
、
西
洋
の
場

合
は
、
そ
の
果
た
し
得
る
、
「
人
生
の
指
導
者
」
、
ヒ
ン
ト
提
供
者
的
役
割
に

重
点
が
あ
る
と
い
う
気
が
す
る
。

　
な
お
、
日
本
の
場
合
、
さ
ら
に
「
自
然
さ
」
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
情

緒
的
な
面
で
の
「
自
然
さ
」
の
妙
味
を
発
揮
し
た
の
は
、
兼
好
よ
り
も
遥
か

に
早
い
西
暦
紀
元
千
年
前
後
に
「
枕
草
子
」
を
発
表
し
た
清
少
納
言
で
あ
っ

た
と
思
う
。
「
家
居
の
つ
き
ず
き
し
く
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
、
仮
の
宿
り

と
は
思
へ
ど
、
興
あ
る
も
の
な
れ
。
…
…
」
（
『
徒
然
草
』
十
段
）
と
、
理
屈

を
展
開
し
て
い
っ
た
兼
好
に
対
し
て
、
清
少
納
言
は
、

　
　
人
の
家
に
つ
き
づ
き
し
き
も
の
　
肘
折
り
た
る
廊
。
円
座
。
三
尺
の

　
几
帳
。
お
ほ
き
や
か
な
る
童
女
。
よ
き
は
し
た
も
の
。

　
　
侍
の
曹
司
。
折
敷
。
懸
盤
。
中
の
盤
。
お
は
ら
き
。
衝
立
障
子
。
か
き

　
板
。
装
飾
よ
く
し
た
る
餌
袋
。
か
ら
か
さ
。
棚
厨
子
。
提
子
。
銚
子
。

　
（
『
枕
草
子
』
二
三
五
段
）

と
い
う
調
子
で
、
情
感
豊
富
に
、
自
分
の
好
み
に
率
直
に
、
感
覚
的
連
想
を

流
れ
る
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
感
性
の
良
さ
と
い
う
面
に
特
に
重
点
を
置

く
な
ら
ば
、
清
少
納
言
を
日
本
随
筆
の
元
祖
と
す
る
考
え
方
も
可
能
で
は
な

い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
、
人
生
の
生
き
方
の
ヒ
ン
ト
の
提
供
、
と
い
う
こ
と
に
重

点
を
置
い
て
考
え
て
み
た
場
合
も
、
『
徒
然
草
』
よ
り
も
百
年
以
上
早
い
、

西
暦
ご
一
二
一
年
、
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
が
登
場
し
て
い
る
。

　
知
ら
ず
、
生
れ
・
死
ぬ
る
人
、
何
方
よ
り
来
り
て
、
何
方
へ
か
去
る
。

ま
た
知
ら
ず
、
仮
の
宿
り
、
誰
が
為
に
か
、
心
を
悩
ま
し
、
何
に
よ
り
て

か
、
目
を
悦
ば
し
む
る
。
そ
の
主
と
晒
と
無
常
を
争
ふ
様
、
言
は
ば
、
朝

顔
の
露
に
異
ら
ず
。
或
は
、
露
落
ち
て
、
花
残
れ
り
。
残
る
と
い
へ
ど
も
、

朝
日
に
涸
れ
ぬ
。
或
は
、
花
し
ぼ
み
て
、
露
な
ほ
消
え
ず
。
消
え
ず
と
い

へ
ど
も
、
夕
を
待
つ
こ
と
な
し
。

-－279



世界の随筆　日本の随筆）３（

　
世
に
知
ら
れ
た
「
序
章
」
の
結
論
部
で
あ
る
。
無
常
感
を
廻
る
思
索
の
網

目
は
全
編
に
展
開
さ
れ
、
含
蓄
に
富
む
。

　
学
生
時
代
の
漱
石
は
、
当
時
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
回
Ｍ
Ｏ
ロ
に
『
方
丈

記
』
の
英
訳
を
提
出
し
、
D
i
ｘ
Ｉ
は
漱
石
の
英
語
力
に
感
心
し
、
そ
の
原

稿
を
講
演
に
利
用
し
た
。
漱
石
の
格
調
高
い
英
訳
文
も
残
っ
て
居
る
の
で
あ

る
が
、
私
は
兼
好
以
前
に
も
優
れ
た
随
筆
が
日
本
で
生
ま
れ
て
い
た
と
い
う

事
実
の
好
例
と
考
え
て
良
い
と
思
う
。
マ
ル
チ
人
間
的
多
方
面
性
に
お
い
て
、

や
や
、
兼
好
に
軍
配
が
あ
が
る
だ
け
だ
と
思
う
。

（
七
）

　
マ
ル
チ
人
間
的
多
方
面
性
を
も
つ
人
物
、
言
い
代
え
れ
ば
、
散
文
を
自
在

に
駆
使
し
て
随
筆
を
産
み
だ
し
て
ゆ
く
能
力
が
、
多
方
面
の
活
動
の
自
然
の

帰
結
と
し
て
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
人
物
達
が
、
日
本
の
歴
史

に
お
い
て
、
最
も
華
麗
に
次
々
と
登
場
し
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
、
明
治

と
い
う
近
代
日
本
の
文
明
開
化
途
上
の
時
期
に
於
い
て
、
で
あ
っ
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

　
正
岡
子
規
と
寺
田
寅
彦
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
子
規
（
一
八
六
七
［
慶

塵
二
］
－
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
一
）
は
マ
ル
チ
人
間
漱
石
の
親
友
で
あ
り
、
ま

さ
に
同
年
齢
で
あ
る
。
（
二
人
の
満
年
齢
は
明
治
の
年
数
に
一
致
す
る
。
）
東
大
国

文
科
を
中
退
し
た
子
規
は
、
政
治
家
、
哲
学
者
、
そ
し
て
小
説
家
に
も
、
世

が
世
な
ら
野
球
選
手
に
も
（
子
規
は
日
本
で
最
初
に
野
球
を
や
っ
た
人
達
の
仲
間

で
あ
る
）
な
り
た
い
と
い
う
夢
を
健
康
上
の
理
由
で
断
念
し
、
俳
人
と
し
て

生
き
る
こ
と
に
専
念
し
よ
う
と
し
た
。
明
治
二
二
年
、
二
二
歳
で
喀
血
し
た

子
規
は
、
「
嗚
い
て
血
を
吐
く
時
鳥
‐
子
規
」
と
、
号
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
子
規
三
大
随
筆
の
Ｉ
、
『
仰
臥
漫
録
』
の
中
の
い
く
つ
も
の
俳
句
の
グ

ル
ー
プ
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
象
徴
的
に
語
る
。

コ
ホ
ロ
ギ
ヤ
物
音
絶
エ
シ
台
所

サ
マ
ザ
マ
ノ
虫
鳴
ク
夜
ト
ナ
リ
ニ
ケ
リ

夜
更
ケ
テ
米
ト
グ
音
ヤ
キ
リ
ギ
リ
ス

痩
嬬
二
秋
ノ
蚊
ト
マ
ル
憎
キ
カ
ナ

　
こ
れ
を
、
も
っ
と
具
体
的
に
、
詳
し
く
、
と
な
る
と
、
や
は
り
、
散
文
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
『
病
詠
六
尺
』
の
中
の
こ
ん
な
文
章
を
読
ま
さ
れ
る

と
、
胸
が
、
き
り
き
り
と
痛
く
な
る
迫
力
が
あ
る
。

　
「
…
…
益
一
村
の
句
に

　
　
　
　
屋
根
低
き
宿
う
れ
し
さ
よ
冬
箭

と
い
ふ
句
が
あ
る
の
を
見
る
と
、
蕪
村
は
吾
々
と
ち
が
ふ
て
肺
の
丈
夫
な

人
で
あ
っ
た
と
想
像
せ
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
や
う
に
だ
ん
だ
ん
病
勢
が
進

ん
で
く
る
と
、
眼
の
前
に
少
し
大
き
な
人
が
座
っ
て
居
て
も
非
常
に
息
苦

し
く
感
ず
る
の
で
、
客
が
来
て
も
、
な
る
べ
く
眼
の
正
面
を
避
け
て
横
の

方
に
座
っ
て
貰
ふ
や
う
に
す
る
。
そ
の
ほ
か
ラ
ム
プ
で
も
盆
栽
で
も
眼
の

正
面
一
間
位
な
間
を
遠
ざ
け
て
置
い
て
貰
ふ
。
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余
等
の
如
き
は
普
通
の
寝
台
の
上
に
寝
る
事
を
許
さ
れ
ぬ
か
ら
こ
ま
る
。

な
ぜ
寝
台
が
悪
い
か
と
い
ふ
と
寝
台
の
幅
の
狭
い
の
も
一
つ
の
故
障
で
あ

る
。
寝
台
は
腰
の
と
こ
ろ
で
尻
が
落
ち
込
ん
で
身
動
き
の
困
難
な
の
も
一

つ
の
故
障
で
あ
る
。
病
気
に
な
る
と
っ
ま
ら
な
い
こ
と
に
苦
ま
ね
ば
な
ら

ぬ
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
病
淋
六
尺
』
）

　
そ
の
他
、
俳
句
論
、
短
歌
論
、
そ
し
て
人
生
論
の
優
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、

次
の
よ
う
な
も
の
は
散
文
詩
の
絶
唱
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
頃
の
短
夜
と
は
い
へ
ど
病
あ
る
身
の
寝
ら
れ
ね
ば
行
灯
の
下
の
時

計
の
み
眺
め
て
い
と
永
き
こ
こ
ち
す
。

　
　
　
　
午
前
一
時
、
隣
の
赤
子
泣
く
。

　
　
　
　
午
前
二
時
、
遠
く
に
鶏
聞
ゆ
。

　
　
　
　
午
前
三
時
、
単
行
の
汽
缶
車
通
る
。

　
　
　
　
午
前
四
時
、
紙
を
貼
り
た
る
壁
の
穴
僅
か
に
し
ら
み
て
窓
外
の

　
　
　
　
　
追
込
寵
に
鳥
ち
ち
と
鳴
く
、
や
が
て
雀
や
が
て
烏
。

　
　
　
　
午
前
五
時
、
戸
を
開
け
る
音
水
汲
む
音
世
の
中
は
や
う
や
う
に

　
　
　
　
　
音
が
ち
に
な
る
。

　
　
　
　
午
前
六
時
、
靴
の
音
茶
碗
の
音
子
を
叱
る
声
拍
手
の
声
善
の
声

　
　
　
　
　
悪
の
声
平
声
万
響
遂
に
余
の
苦
痛
の
声
を
埋
め
終
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
墨
汁
一
滴
』
）

締
め
く
く
り
の
一
行
に
、
限
り
な
く
重
い
余
韻
が
あ
る
。
絶
妙
の
切
り
上

げ
で
あ
る
。（

八
）

　
漱
石
を
巡
る
も
う
一
人
の
マ
ル
チ
人
間
、
寺
田
寅
彦
（
明
治
一
一
年
－
昭

和
一
〇
年
）
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
寒
月
君

で
あ
り
、
『
三
四
郎
』
の
野
々
宮
さ
ん
で
あ
る
。
五
高
で
漱
石
に
英
語
を
習

い
、
そ
の
紹
介
で
子
規
に
俳
句
を
学
ん
だ
。
俳
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
験

物
理
学
者
、
東
大
物
理
学
教
授
で
あ
る
。

　
こ
の
人
の
膨
大
な
随
筆
作
品
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
寺
田
寅
彦
独
特
の
理

路
整
然
た
る
ま
と
め
方
に
、
彼
の
音
楽
の
セ
ン
ス
が
鮮
や
か
に
協
力
し
て
居

る
二
つ
を
見
れ
ば
十
分
と
思
う
。
（
寒
月
君
の
音
楽
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
愛
好
振
り

に
つ
い
て
は
『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
中
の
記
述
が
詳
し
い
）
　
一
つ
は
、
子
規
の

「
仰
臥
漫
録
」
論
、
今
一
つ
は
「
線
香
花
火
」
、
い
ず
れ
も
「
備
忘
録
」
中
の

も
の
で
あ
る
。

　
夏
目
先
生
の
「
修
首
寺
日
記
」
に
は
生
ま
れ
返
っ
た
喜
び
と
同
時
に
は

る
か
な
彼
方
（
か
な
た
）
へ
の
憧
憬
が
強
く
印
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は

あ
の
日
記
の
中
に
珠
玉
の
ご
と
く
ち
り
ば
め
ら
れ
た
俳
句
と
漢
詩
の
中
に

凝
結
し
て
い
る
。
子
規
の
「
仰
臥
漫
録
」
に
は
免
れ
難
い
死
に
当
面
し
た

あ
の
子
規
子
の
此
方
の
世
界
に
対
す
る
執
着
が
生
々
し
い
リ
ア
ル
な
姿
で

表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
表
現
の
効
果
の
最
も
強
烈
な
も
の
は
毎

日
の
三
度
の
食
事
と
間
食
と
の
克
明
な
記
録
で
あ
る
。
「
仰
臥
漫
録
」
か
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ら
「
ヌ
ク
飯
」
や
「
菓
子
パ
ン
」
や
「
マ
グ
ロ
ノ
サ
シ
ミ
」
や
い
ろ
い
ろ

の
、
さ
も
楽
し
み
そ
う
に
並
べ
し
る
し
た
ご
ち
そ
う
を
除
去
し
て
考
え
る

事
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
「
仰
臥
漫
録
」
の
中
の
日
々
の
献
立
表
は
、
こ
の
命
が
け
で
書
き
残
さ

れ
た
希
有
の
美
し
い
一
大
詩
編
の
各
章
ご
と
に
規
則
正
し
く
繰
り
返
さ
れ

る
リ
フ
レ
イ
ン
で
あ
り
ト
ニ
カ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

線
香
花
火

　
夏
の
夜
に
小
庭
の
縁
台
で
子
供
ら
の
も
て
あ
そ
ぶ
線
香
花
火
に
は
お
と

な
の
自
分
に
も
強
い
誘
惑
を
感
じ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
子
供
の
時

代
の
夢
が
よ
み
が
え
っ
て
来
る
。
今
は
こ
の
世
に
な
い
親
し
か
っ
た
人
々

の
記
憶
が
よ
び
返
さ
れ
る
。

　
は
じ
め
先
端
に
点
火
さ
れ
て
た
だ
か
す
か
に
く
す
ぶ
っ
て
い
る
間
の
沈

黙
が
、
こ
れ
を
見
守
る
人
々
の
心
を
ま
さ
に
き
た
る
べ
き
現
象
の
期
待
に

よ
っ
て
緊
張
さ
せ
る
に
ち
ょ
う
ど
適
当
な
時
間
だ
け
継
続
す
る
。
次
に
は

火
薬
の
燃
焼
が
は
じ
ま
っ
て
小
さ
な
炎
が
牡
丹
の
花
弁
の
よ
う
に
放
出
さ

れ
、
そ
の
反
動
で
全
体
は
振
り
子
の
よ
う
に
揺
動
す
る
。
同
時
に
灼
熱
さ

れ
た
熔
融
会
塊
の
球
が
だ
ん
だ
ん
に
成
長
し
て
行
く
。
炎
が
や
ん
で
次
ぎ

の
火
花
の
フ
ェ
ー
ズ
に
移
る
ま
で
の
短
い
休
止
期
（
ポ
ー
ズ
）
が
ま
た
名

状
し
難
い
心
持
ち
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
火
の
球
は
、
か
す
か
な
、
も

の
の
煮
え
た
ぎ
る
よ
う
な
音
を
立
て
な
が
ら
細
か
く
震
動
し
て
い
る
。
そ

れ
は
今
に
も
ほ
と
ば
し
り
出
よ
う
と
す
る
勢
力
（
于
不
ル
ギ
ー
）
が
内
部

に
渦
巻
い
て
い
る
事
を
感
じ
さ
せ
る
。
突
然
火
花
の
放
出
が
始
ま
る
。
目

に
止
ま
ら
ぬ
速
度
で
発
射
さ
れ
る
微
細
な
火
弾
が
、
目
に
見
え
ぬ
空
中
の

何
物
か
に
衝
突
し
て
砕
け
で
も
す
る
よ
う
に
、
無
数
の
光
の
矢
束
と
な
っ

て
放
散
す
る
。
そ
の
中
の
一
片
は
ま
た
さ
ら
に
砕
け
て
第
二
の
松
葉
第
三

第
四
の
松
葉
を
展
開
す
る
。
こ
の
火
花
の
時
間
的
な
ら
び
に
空
間
的
の
分

布
が
、
あ
れ
よ
り
も
っ
と
疎
で
あ
っ
て
も
あ
る
い
は
密
で
あ
っ
て
も
い
け

な
い
で
あ
ろ
う
。
実
に
適
当
な
歩
調
と
配
置
で
、
し
か
も
充
分
な
変
化
を

も
っ
て
火
花
の
音
楽
が
進
行
す
る
。
こ
の
音
楽
の
テ
ン
ポ
は
だ
ん
だ
ん
に

早
く
な
り
、
密
度
は
増
加
し
、
同
時
に
一
つ
一
つ
の
火
花
は
短
く
な
り
、

火
の
矢
の
先
端
は
力
弱
く
た
れ
曲
が
る
。
も
は
や
爆
裂
す
る
だ
け
の
勢
力

の
な
い
火
弾
が
、
空
気
の
抵
抗
の
た
め
に
そ
の
速
度
を
失
っ
て
、
重
力
の

た
め
に
放
物
線
を
描
い
て
た
れ
落
ち
る
の
で
あ
る
。
荘
重
な
ラ
ル
ゴ
で
始

ま
っ
た
の
が
、
ア
ン
ダ
ン
テ
、
ア
レ
グ
ロ
、
を
経
て
、
プ
レ
ス
テ
ィ
シ
モ

に
な
っ
た
と
思
う
と
、
急
激
な
デ
ク
レ
ス
セ
ン
ド
で
、
哀
れ
に
寂
し
い

フ
ィ
ナ
ー
レ
に
移
っ
て
行
く
。
私
の
母
は
こ
の
最
後
の
フ
ェ
ー
ズ
を
「
散

り
菊
」
と
名
づ
け
て
い
た
。
ほ
ん
と
ぅ
に
単
弁
の
菊
の
し
お
れ
か
か
っ
た

よ
う
な
形
で
あ
る
。
「
チ
リ
ギ
ク
チ
リ
ギ
ク
く
」
　
こ
う
言
っ
て
は

や
し
て
聞
か
せ
た
母
の
声
を
思
い
出
す
と
、
自
分
の
故
郷
に
お
け
る
幼
時

の
記
憶
が
鮮
明
に
ょ
び
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
火
花
の
于
不
ル

ギ
ー
を
吐
き
尽
く
し
た
火
球
は
、
も
ろ
く
力
な
く
ポ
ト
リ
と
落
ち
る
、
そ

し
て
こ
の
火
花
の
ソ
ナ
タ
の
一
曲
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。
あ
と
に
残
さ
れ

る
も
の
は
淡
く
は
か
な
い
夏
の
宵
闇
で
あ
る
。
私
は
な
ん
と
な
く
チ
ャ
イ

コ
フ
ス
キ
ー
の
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
を
思
い
出
す
。
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実
際
こ
の
線
香
花
火
の
一
本
の
燃
え
方
に
は
、
「
序
破
急
」
が
あ
り

う６
　
　
「
起
承
転
結
」
が
あ
り
、
詩
か
お
り
音
楽
が
あ
る
。

ぐ　
　
　
　
漱
石
同
様
、
見
事
な
和
魂
洋
才
振
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
線
香
花
火
に
、
ま
さ
に
火
が
つ
い
て
か
ら
消
え
る
ま
で
、
数
限
り
無
く
提

　
　
　
示
さ
れ
る
陰
影
を
、
生
き
生
き
と
描
写
す
る
の
に
、
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
i
ｓ
ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
（
最
も

　
　
　
早
く
）
と
か
、
ｄ
ｅ
ｃ
ｒ
ｅ
ｓ
ｃ
ｅ
ｎ
ｄ
ｏ
（
次
第
に
弱
く
）
と
か
の
西
洋
音
楽
の
用
語
を

　
　
　
駆
使
し
、
締
め
く
く
り
は
、
能
楽
・
舞
楽
の
「
序
破
急
」
、
そ
し
て
、
漢
詩

　
　
　
の
「
起
承
転
結
」
を
も
っ
て
来
て
処
理
す
る
あ
た
り
、
ま
こ
と
に
、
心
憎
い
。

士
　
我
々
は
、
「
散
り
菊
」
と
い
う
ネ
イ
ミ
ン
グ
に
、
日
本
の
夏
の
風
物
詩
と
、

　
　
　
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
、
そ
こ
は
か
と
な
き
郷
愁
と
を
、
し
み
じ
み
と
感
じ
な
い

　
　
　
で
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。

野　　谷

八
九

心

　
寺
田
寅
彦
の
例
を
見
て
も
、
現
代
の
マ
ル
チ
人
間
は
、
自
然
科
学
と
文
学

を
総
合
し
得
る
人
間
で
あ
る
場
合
、
読
者
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
の

で
は
な
い
か
。

　
文
明
開
化
、
言
い
変
え
れ
ば
、
人
類
の
物
質
文
明
を
先
導
す
る
も
の
と
し

て
の
科
学
、
つ
ま
り
形
而
下
学
（
字
亙
Ｉ
こ
訃
Ｉ
謡
）
の
限
界
を
我
々
は

発
見
し
始
め
て
お
り
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
、
精
神
を
扱
う
、
哲
学
、
文
学
等

の
形
而
上
の
学
問
（
ヨ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
i
c
ｓ
）
を
見
直
し
始
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
藤
原
正
彦
の
随
筆
の
魅
力
は
、
世
界
的
水
準
の
数
学
者
と
し
て
の
研
究
姿

勢
と
、
そ
の
思
索
の
深
さ
か
ら
来
る
の
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
作
家
新
田
次

郎
、
藤
原
て
い
夫
妻
の
次
男
と
い
う
、
俗
に
言
う
毛
並
み
の
良
さ
か
ら
も
来

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
随
筆
の
場
合
、
作
者
の
育
ち
・
経
験
を
総
合

し
た
、
人
間
と
し
て
の
魅
力
が
、
そ
の
文
章
へ
と
読
者
を
引
き
付
け
る
と
い

う
こ
と
は
ご
く
自
然
な
事
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
藤
原
一
家
の
経
験
は
日
本
民
族
の
経
験
で
も
あ
っ
た
Ｉ
凄
ま
じ
い
敗
戦

と
い
う
経
験
で
あ
っ
た
。
二
度
と
繰
り
返
さ
ぬ
た
め
に
も
、
し
っ
か
り
次
の

世
代
に
語
り
伝
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
経
験
な
の
で
あ
る
。

　
藤
原
正
彦
に
つ
い
て
は
、
藤
原
て
い
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
昭
和
二
四
年
、
日
比
谷
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
、
た
ち
ま
ち
、
大
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
流
れ
る
星
は
生
き
て
い
る
』
に
つ
い
て
、
藤
原
て
い
は
、

こ
う
言
っ
て
い
る
。

　
彼
は
わ
た
し
が
引
き
上
げ
て
か
ら
、
約
三
ヵ
月
遅
れ
て
、
北
満
の
延
吉

と
い
う
場
所
か
ら
引
揚
げ
て
来
て
い
た
。
丸
一
年
間
の
捕
虜
生
活
が
ど
れ

ほ
ど
惨
め
で
あ
っ
た
か
、
お
よ
そ
の
想
像
は
付
く
け
れ
ど
も
、
彼
は
め
っ

た
に
そ
の
話
を
し
な
い
。
た
だ
再
び
、
こ
の
平
和
な
時
代
に
な
っ
て
も
、

そ
の
国
を
訪
れ
よ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
を
見
て
も
、
そ
の
傷
は
ど
れ
ほ
ど

深
か
っ
た
こ
と
か
。
彼
（
新
田
次
郎
）
は
今
、
小
説
を
書
い
て
い
る
が
、

自
分
の
引
き
上
げ
の
記
録
ら
し
い
も
の
は
た
っ
た
一
度
書
い
た
だ
け
。
彼

の
お
び
た
だ
し
い
作
品
の
中
に
は
、
そ
の
片
鱗
さ
え
も
書
き
込
ま
れ
て
は

い
な
い
。

　
い
つ
の
間
に
か
、
私
共
夫
婦
の
間
に
は
、
「
引
き
上
げ
の
話
」
は
、
禁
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句
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　
当
時
五
歳
だ
っ
た
長
男
も
、
今
は
三
十
五
歳
。
大
学
で
機
械
工
学
を
勉

強
し
て
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
勤
め
て
い
る
。
一
児
の
父
に
も
な
っ
た
。

そ
の
彼
が
、
引
揚
げ
の
話
に
触
れ
る
と
、
獣
一
っ
て
席
を
立
っ
て
し
ま
う
。

五
歳
の
心
に
、
あ
の
苦
し
み
は
、
そ
れ
ほ
ど
鮮
烈
に
焼
き
付
い
て
い
る
の

か
と
思
う
と
、
あ
わ
れ
に
も
思
う
。

　
　
「
お
母
さ
ん
、
ボ
ク
は
お
な
か
Ｉ
杯
な
ん
だ
よ
、
だ
か
ら
、
こ
の
お

　
　
い
も
、
赤
ち
ゃ
ん
に
上
げ
て
…
…
」

三
日
食
べ
な
い
空
腹
を
か
か
え
て
、
彼
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
、
わ
た

し
を
助
け
て
く
れ
た
。
多
分
、
五
歳
の
知
恵
の
全
力
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
私
は
心
し
て
、
彼
の
前
で
、
引
揚
げ
の
話
に
は
触
れ
な
い
こ
と

に
し
て
い
る
。

　
当
時
二
歳
だ
っ
た
次
男
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
、
三
年
間
、
数
学
を

教
え
て
い
た
が
昨
年
帰
国
し
、
今
は
日
本
の
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
次
男
（
正
彦
）
は
、
あ
ま
り
に
当
時
幼
な
す
ぎ
て
、
引
き
揚
げ
の
苦

し
み
は
全
く
記
憶
に
な
い
と
、
私
は
考
え
つ
づ
け
て
来
た
。
そ
の
彼
が
、

　
　
「
ボ
ク
は
ど
う
し
て
川
が
こ
わ
い
の
だ
ろ
う
か
、
日
本
で
も
、
ア
メ

　
　
リ
カ
に
ゐ
た
と
き
も
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
川
で
も
、
一
応
は
立
ち

　
　
止
っ
て
、
考
え
て
か
ら
渡
る
よ
う
な
習
慣
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
・
…

：
」

つ
い
先
頃
の
話
で
あ
る
。
私
は
、
彼
の
顔
を
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
た
。

「
や
は
り
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
…
…
」

　
朝
鮮
の
平
野
を
流
れ
る
河
を
渡
る
時
、
胸
ま
で
つ
か
る
水
を
か
き
わ
け

な
が
ら
、
彼
を
落
す
ま
い
と
、
私
は
、
横
だ
き
に
し
た
手
に
力
を
入
れ
た
。

彼
は
恐
怖
の
た
め
に
ビ
ー
ピ
ー
と
泣
い
た
。

　
　
「
泣
く
の
じ
ゃ
な
い
」

　
わ
た
し
は
か
な
り
き
つ
い
言
葉
で
彼
を
制
し
た
。

　
そ
の
時
の
お
そ
ろ
し
さ
が
、
今
、
彼
の
潜
在
意
識
と
し
て
残
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
彼
は
、
堂
々
と
、
対
等
な
立
場
で
、
何
の
偏
見
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の

生
活
を
楽
し
ん
で
帰
っ
て
来
た
。

　
何
物
に
も
お
じ
ず
、
世
界
は
自
分
た
ち
の
た
め
に
あ
る
く
ら
い
に
考
え

て
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
や
は
り
引
き
揚
げ
の
記
憶
は
身
体
の
中
に

残
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。

　
当
時
、
生
ま
れ
て
間
も
な
か
っ
た
娘
も
、
三
十
歳
に
な
っ
た
。
大
学
で

文
学
を
勉
強
し
て
い
た
の
で
、
小
説
で
も
書
き
出
す
の
か
と
思
っ
て
い
た

ら
、
自
分
で
結
婚
の
道
を
選
ん
だ
。
既
に
二
児
の
母
に
な
っ
て
い
る
。

「
好
き
嫌
い
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
マ
マ
た
ち
の
小
さ
い
時
は
…
…
」

　
な
ど
と
、
子
供
た
ち
を
叱
り
つ
け
て
い
る
。
彼
女
は
、
引
揚
げ
の
苦
し

み
を
全
く
知
ら
な
い
の
で
、
私
の
書
く
も
の
も
、
話
も
、
素
直
に
耳
に

入
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。

　
「
私
は
、
お
母
さ
ん
の
よ
う
な
苦
し
み
に
耐
え
ら
れ
る
か
し
ら
」
な
ど

と
、
母
親
と
し
て
の
立
場
で
、
私
と
比
較
し
な
が
ら
、
生
き
て
い
る
様
子

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
流
れ
る
星
は
生
き
て
い
る
』
昭
和
五
一
年
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（８）

中
央
公
論
社
文
庫
版
の
「
あ
と
が
き
」
よ
り
）

　
で
は
、
正
彦
氏
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
川
の
体
験

と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
『
流
れ
る
星
は
生
き
て
い
る
』
そ
の
も

の
を
読
ん
で
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
石
こ
ろ
道
を
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
上
り
詰
め
た
峠
か
ら
見
下
ろ
す
眼
下
に
は
、

　
　
　
　
幾
条
か
の
銀
色
に
輝
く
川
の
流
れ
が
進
路
を
直
角
に
さ
え
ぎ
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
「
あ
ツ
、
川
が
！
」

士
　
　
　
け
れ
ど
も
恐
ろ
し
い
も
の
に
突
き
当
る
ま
で
に
は
半
日
も
掛
っ
た
。
峠

　
　
　
　
を
下
っ
て
、
正
彦
が
牛
車
か
ら
降
さ
れ
て
、
一
家
四
人
が
立
ち
つ
く
し
て

　
　
　
　
い
る
前
に
は
広
い
川
が
行
手
を
さ
え
ぎ
っ
て
い
た
。
先
に
行
く
人
の
渡
る

谷
　
　
　
の
を
じ
゜
と
見
て
い
る
と
一
番
深
い
処
が
私
の
胸
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
・
中

野
　
　
心
近
く
は
永
の
流
れ
が
は
げ
し
く
て
、
渡
っ
て
ゆ
く
人
の
姿
勢
が
高
く
な

　
　
　
　
り
急
に
低
く
な
っ
た
り
す
る
。
私
は
ま
ず
咲
子
を
背
負
っ
た
ま
ま
渡
っ
て

　
　
　
　
向
こ
う
岸
に
下
ろ
す
と
、
す
ぐ
引
き
返
し
て
正
彦
を
抱
い
て
川
に
入
っ
た
。

　
　
　
　
私
の
疲
れ
き
っ
た
腕
に
は
そ
う
長
く
は
正
彦
を
さ
さ
え
ら
れ
な
い
。
何
度

　
　
　
　
か
水
の
中
に
正
彦
を
つ
け
た
。
水
の
中
に
入
れ
る
と
正
彦
は
ず
っ
と
軽

　
　
　
　
か
っ
た
。
正
彦
は
水
の
中
を
引
き
ず
っ
て
行
か
れ
る
恐
怖
の
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
「
ひ
い
っ
！
　
ひ
い
っ
！
」

　
　
　
　
と
泣
い
て
私
に
し
が
み
つ
こ
う
と
も
が
い
た
。

　
　
　
　
　
　
「
泣
く
と
川
の
中
へ
捨
て
ち
ゃ
う
ぞ
！
」

　
　
　
　
　
私
は
正
彦
の
体
を
後
ろ
か
ら
は
が
い
じ
め
に
し
て
や
っ
と
難
所
を
渡
っ

た
。
後
ろ
に
は
ま
だ
正
広
が
い
る
。
私
は
正
広
を
渡
す
だ
け
の
力
が
な
い
。

私
は
自
分
の
身
体
を
投
げ
出
す
よ
う
に
川
原
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
憎
ら
し

い
ほ
ど
澄
ん
で
い
る
空
に
向
っ
て
は
げ
し
く
息
を
し
て
い
た
。

　
藤
原
て
い
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
五
歳
、
二
歳
、
ゼ
ロ
歳
の
三
人
の
子

供
を
抱
え
、
引
き
ず
り
な
が
ら
、
借
金
を
し
、
物
乞
い
を
し
、
食
べ
物
を
拾

い
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
歩
い
て
、
や
っ
と
乗
れ
た
引
揚
げ
船
で
は
、
子
供
が
泣

く
、
お
し
め
の
匂
い
が
狭
い
船
室
に
こ
も
る
、
と
、
皆
に
苦
情
を
言
わ
れ
な

が
ら
、
耐
え
に
耐
え
て
、
遂
に
三
人
の
子
供
達
を
無
事
、
祖
国
に
連
れ
帰
っ

て
い
る
。
藤
原
正
彦
が
母
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
こ

の
強
烈
な
生
き
る
意
欲
で
あ
り
、
根
性
で
あ
り
、
お
り
と
あ
ら
ゆ
る
問
題
に

果
敢
に
挑
ん
で
行
く
、
タ
フ
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。

　
て
い
ね
い
な
観
察
と
正
確
な
理
解
力
と
は
父
親
新
田
次
郎
譲
り
な
の
だ
と

思
う
が
、
『
若
き
数
学
者
の
ア
メ
リ
カ
』
の
中
の
次
の
よ
う
な
一
節
は
、
彼

の
負
け
ず
嫌
い
が
ア
メ
リ
カ
文
化
と
格
闘
し
た
結
果
生
ま
れ
た
、
優
れ
た
比

較
文
化
論
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
は
、
知
識
を
詰
め
込
む
こ
と
よ
り
も
、
「
い
か
に

他
人
と
協
調
し
て
仕
事
を
進
め
る
か
」
と
か
「
い
か
に
自
分
の
意
思
を
論

理
的
に
表
明
す
る
か
」
と
か
「
問
題
に
当
面
し
た
と
き
、
ど
う
考
え
、
ど

う
対
処
し
て
行
く
か
」
と
か
「
議
論
に
お
い
て
問
題
点
を
ど
う
堀
り
出
し
、

展
開
す
る
か
」
な
ど
と
い
っ
た
基
本
的
な
こ
と
に
教
育
の
重
点
を
置
い
て

る
ら
し
い
。
そ
の
せ
い
か
、
地
図
上
で
日
本
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
間
違
え
る
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よ
う
な
ハ
イ
テ
ィ
ー
ン
の
小
娘
で
も
、
議
論
に
な
る
と
滅
法
強
い
。
考
え

が
極
め
て
し
っ
か
り
と
練
れ
て
お
り
、
言
い
表
し
方
も
論
理
的
で
あ
る
し
、

そ
の
う
え
、
相
手
の
弱
点
を
つ
く
の
が
巧
い
。

と
に
か
く
、
こ
の
連
中
と
口
論
に
な
っ
て
相
手
を
黙
ら
せ
た
こ
と
は
一
度

も
な
い
。

知
識
に
関
す
る
試
験
を
し
た
ら
ア
メ
リ
カ
人
が
劣
等
に
見
え
る
だ
ろ
う
し
、

話
し
合
い
に
な
っ
た
ら
日
本
人
は
ま
る
で
太
刀
打
ち
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

一
つ
だ
け
感
ず
る
こ
と
は
、
知
識
と
い
う
も
の
は
、
必
要
に
な
れ
ば
学
校

で
教
わ
ら
な
く
と
も
自
然
に
身
に
つ
い
て
く
る
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、

論
理
的
な
思
考
方
法
と
か
表
現
方
法
は
、
若
い
時
に
身
に
つ
け
な
い
と
後

に
な
っ
て
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　
イ
ギ
リ
ス
へ
行
っ
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ジ
で
本
式
に
数
学
の
研
究
を
し
て
も
、

彼
の
こ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
姿
勢
は
変
わ
ら
な
い
。
子
供
が
小
学
校
で
「
い
じ

め
」
に
会
う
問
題
も
、
積
極
的
に
解
決
策
を
考
え
出
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、

的
確
に
「
違
い
が
分
か
る
」
藤
原
正
彦
は
、
や
は
り
、
尊
重
す
べ
き
思
索
の

軌
跡
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
思
う
。
（
以
下
、
『
遥
か
な
る
ケ
ン
ブ
リ
ジ

ー
一
数
学
者
の
イ
ギ
リ
ス
ー
』
よ
り
、
二
箇
所
、
引
用
す
る
）

座
っ
た
ま
ま
ね
ず
み
色
の
空
を
見
上
げ
な
が
ら
、
あ
る
作
家
が
、

　
　
「
小
説
を
書
く
に
は
、
広
く
て
明
る
い
部
屋
よ
り
、
狭
く
て
陰
気
な

　
　
方
が
よ
い
」

と
言
っ
た
の
を
思
い
出
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
イ
ギ
リ
ス
が
作
家
の
質
と
量
、

読
者
層
の
厚
さ
な
ど
、
世
界
に
冠
た
る
文
学
国
で
あ
る
の
は
、
こ
の
、
世

界
で
最
も
陰
気
な
天
候
の
せ
い
だ
、
と
合
点
し
た
。
四
季
を
通
し
て
温
暖

な
地
の
、
陽
光
降
り
注
ぐ
豪
華
な
部
屋
で
、
人
間
の
根
源
的
悲
哀
に
つ
い

て
ひ
た
す
ら
想
に
ふ
け
る
、
な
ど
と
い
う
の
は
す
こ
ぶ
る
ス
ト
イ
ッ
ク
で

マ
ソ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
不
健
康
で
あ
る
。
陽
光
に
よ
り
分
泌
さ
れ
る
ホ
ル

モ
ン
は
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
っ
た
作
業
を
阻
害
す
る
。

　
文
学
だ
け
で
な
く
科
学
で
も
然
り
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
と
び
き
り
の

科
学
国
で
も
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
フ
フ
フ
デ
ー
、
マ
ク

ス
ウ
ェ
ル
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
な
ど
、
歴
史
的
巨
人
の
名
を

挙
げ
な
く
と
も
良
い
。
日
本
の
あ
る
調
査
機
関
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
科

学
上
の
百
大
発
明
発
見
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
半
数
以
上
が
イ
ギ
リ
ス

人
に
よ
り
な
さ
れ
た
と
い
う
。
主
要
な
科
学
原
理
の
半
数
が
、
人
口
六
千

万
足
ら
ず
の
国
で
生
ま
れ
た
、
と
い
う
の
は
異
常
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

も
、
陰
気
と
い
う
よ
り
、
陰
惨
な
天
候
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
は
な
い
か
。

気
持
を
外
へ
向
け
る
ホ
ル
モ
ン
さ
え
出
な
け
れ
ば
、
研
究
に
長
期
間
専
念

す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
私
は
窓
の
外
の
雨
空
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
の
天

候
は
大
き
な
味
方
だ
、
と
一
方
的
に
思
っ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
人
は
何
も
か
も
見
て
し
ま
っ
た
人
々
で
あ
る
。
か
つ
て
来
た

道
を
、
ま
た
歩
こ
う
と
は
思
わ
な
い
。
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食
料
や
衣
料
へ
の
出
費
は
切
り
詰
め
て
い
る
が
、
精
神
的
余
裕
の
中
に
、

j1
0
　
　
静
か
な
喜
び
を
見
出
し
て
い
る
。
不
便
な
田
舎
の
家
の
裏
庭
で
、
樹
木
や

ぐ
　
　
草
花
の
小
さ
な
変
化
に
大
自
然
を
感
じ
、
屋
根
裏
を
引
っ
か
き
回
し
て
探

　
　
　
　
し
出
し
た
、
曾
祖
父
の
用
い
た
家
具
に
歴
史
を
感
じ
な
が
ら
、
自
分
を
大

　
　
　
　
切
に
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
悲
し
み
や
淋
し
さ
を
胸
一
杯

　
　
　
　
に
抱
え
て
は
い
る
か
、
人
前
で
は
そ
れ
を
ユ
ー
モ
ア
で
笑
い
飛
ば
す
。

　
　
　
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
片
目
に
喜
び
、
片
目
に
涙
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
彼
ら
の
精
神
的
ふ
く
よ
か
さ
は
、
イ
ギ
リ
ス
病
と
か
斜
陽
と
い
っ
た
、

　
　
　
　
経
済
指
標
に
よ
っ
た
名
称
か
ら
は
、
想
像
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
本

士
　
　
　
は
ヽ
イ
ギ
リ
ス
の
い
つ
か
歩
い
た
道
を
歩
ん
で
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
日

　
　
　
　
本
の
い
つ
か
歩
む
で
あ
ろ
う
道
を
歩
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
ず
っ
と
以
前

　
　
　
　
に
、
日
本
人
が
歩
い
て
い
た
道
に
も
似
て
い
る
。

谷
　
　
　
　
日
本
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
と
は
ヽ
心
底
に
無
常
感
を
抱
い
て
い
る
と
い
う

野
　
　
点
で
、
本
質
的
に
よ
く
似
て
い
る
。
日
本
と
ア
メ
リ
カ
は
、
緊
密
な
交
流

　
　
　
　
を
保
ち
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
真
の
相
互
理
解
に
達
し
得
な
い
で
い
る
。

　
　
　
　
そ
れ
に
比
べ
、
日
英
が
、
深
い
部
分
で
心
を
通
わ
せ
る
の
は
、
は
る
か
に

　
　
　
　
容
易
と
思
わ
れ
る
。

（
十
）

　
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
寺
田
寅
彦
、
藤
原
正
彦
の
よ
う
に
理
路
整
然
た
る
思
索

の
軌
跡
を
我
々
に
提
供
し
て
、
人
生
を
考
え
る
妙
味
を
我
々
に
教
え
て
く
れ

る
文
人
も
居
れ
ば
、
軽
や
か
に
、
感
覚
的
に
、
そ
こ
は
か
と
な
き
人
生
の
陰

影
を
感
じ
取
ら
せ
て
く
れ
る
人
、
つ
ま
り
人
生
模
様
の
、
デ
ッ
サ
ン
の
楽
し

さ
を
教
え
て
く
れ
る
文
人
も
あ
る
。
誠
に
、
随
筆
の
提
供
者
は
多
種
多
様
で

あ
る
。

　
そ
の
さ
い
、
脱
女
性
的
理
性
派
は
、
曽
野
綾
子
で
あ
り
、
萩
野
ア
ン
ナ
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
女
性
ら
し
い
感
受
性
を
フ
ル
に
発
揮
す
る
の
は
岡
部

伊
都
子
で
あ
り
、
幸
田
　
文
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
か
と
思
え
ば
、
マ

ル
チ
人
間
的
に
多
彩
な
才
能
を
示
し
、
橋
本
　
治
、
さ
く
ら
も
も
こ
、
の
よ

う
に
挿
絵
と
文
章
を
駆
使
し
て
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
、
絵
画
メ
デ
ィ
ア
両
用
で

我
々
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
文
人
も
あ
る
。

　
漫
画
家
の
文
章
も
軽
視
出
来
な
い
。
大
正
時
代
、
既
に
、
岡
本
一
平
の
漫

画
漫
文
が
漱
石
に
賞
賛
さ
れ
て
居
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
く
ら
も
も
こ
、
『
も

も
の
か
ん
ず
め
』
よ
り
、
「
奇
跡
の
水
虫
治
療
」
を
紹
介
し
て
お
く
。

　
ど
う
せ
こ
ん
な
療
法
は
、
我
が
清
水
市
の
茶
所
な
ら
で
は
の
迷
信
だ
ろ

う
と
思
い
、
た
い
し
た
期
待
も
せ
ず
に
一
夜
は
過
ぎ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
週
間
こ
の
方
法
を
続
け
た
だ
け
で
私
の
水
虫
は
完
治
し

た
。

　
ど
れ
ほ
ど
狂
喜
し
た
こ
と
か
。
こ
れ
で
私
の
人
生
も
、
や
っ
と
普
通
の

幸
せ
を
求
め
る
権
利
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
。

　
そ
れ
を
見
て
あ
わ
て
た
の
は
姉
で
あ
る
。
姉
は
早
速
私
の
行
為
と
そ
の

成
果
を
医
者
に
告
げ
口
し
た
。
医
者
は
「
そ
ん
な
バ
カ
な
。
ア
ナ
タ
、
い

く
ら
此
処
が
お
茶
所
だ
か
ら
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が
無

い
」
と
一
笑
に
付
し
た
そ
う
だ
。
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し
か
し
、
お
茶
パ
ワ
ー
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
目
撃
し
た
姉
は
、
も
は
や

密
教
の
パ
ワ
ー
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
信
者
に
等
し
い
。

　
彼
女
も
毎
晩
お
茶
っ
葉
を
足
に
巻
い
て
眠
っ
た
。
布
団
に
は
お
茶
の
汁

の
跡
が
転
々
と
染
み
付
き
、
水
虫
治
療
の
悲
し
さ
を
物
語
っ
て
い
た
。

　
数
日
後
、
姉
の
水
虫
も
完
治
し
た
。
驚
異
で
あ
る
。
私
だ
け
で
は
な
く
、

姉
ま
で
治
っ
た
と
な
る
と
、
も
う
ま
ぐ
れ
で
は
な
い
。

　
医
者
も
水
虫
軟
膏
も
、
思
い
が
け
な
い
伏
兵
の
登
場
に
敗
れ
去
り
、
闇

に
葬
ら
れ
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
お
茶
っ
葉
療
法
を
、
初
め
て
実
践
し
た
の
は
誰

な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
彼
は
、
ど
ん
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
水
虫
に
お

茶
っ
葉
を
あ
て
が
お
う
と
思
っ
た
の
か
。

　
何
は
と
も
あ
れ
、
い
に
し
え
の
水
虫
研
究
家
に
金
一
封
で
も
送
り
た
い
。

　
ア
ニ
メ
の
　
「
ち
び
ま
る
こ
ち
ゃ
ん
」
同
様
、
自
然
体
の
妙
味
で
あ
る
。

せ
っ
せ
と
言
葉
で
マ
ン
ガ
を
描
い
て
ゐ
る
趣
が
あ
る
。

　
現
代
は
確
か
に
マ
ル
チ
ー
タ
レ
ン
ト
の
活
躍
す
る
時
代
、
「
道
を
知
る
は

や
ん
ご
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
の
「
道
」
が
複
数
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
信

を
倍
増
、
三
杯
増
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
場
合
は
大
い
に
結
構
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
私
か
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
の
成
長
を
期
待
し
て
居
る
の
は
歌
人
俵

万
智
で
あ
る
。

（
十
一
）

　
歌
人
西
行
と
い
い
、
俳
人
芭
蕉
と
い
い
、
短
詩
型
文
学
を
深
く
極
め
よ
う

と
す
る
人
は
、
い
ず
れ
も
旅
す
る
人
で
あ
る
。
い
ず
れ
が
原
因
と
も
結
果
と

も
判
定
し
難
い
が
、
良
い
旅
行
記
が
生
み
出
さ
れ
る
。

　
俵
万
智
に
も
良
い
旅
行
随
筆
が
あ
る
。
宮
沢
賢
治
の
跡
を
訪
ね
た
も
の
が

特
に
良
い
。
詩
的
感
興
に
、
共
鳴
す
る
も
の
が
有
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　
記
念
館
か
ら
さ
ら
に
南
西
の
方
角
へ
足
を
運
ぶ
と
北
上
川
が
流
れ
て
い

る
。
朝
日
橋
か
ら
花
巻
大
橋
へ
向
か
う
あ
た
り
の
岸
辺
を
、
賢
治
は
「
イ

ギ
リ
ス
海
岸
」
と
名
づ
け
た
。
そ
こ
に
立
っ
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
と
思

う
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
不
思
議
な
カ
ー
ブ
を
描
い
た
岸
辺
に
、
さ
ざ
波
の
よ
う

に
川
の
水
が
寄
せ
て
く
る
の
だ
。
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
た
こ
と
な
ど
無
く
て

も
、
世
界
地
図
の
あ
の
イ
ギ
リ
ス
の
海
岸
線
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
、

自
分
が
そ
こ
に
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
。

　
賢
治
が
名
づ
け
な
か
っ
た
ら
、
誰
も
そ
ん
な
事
は
思
わ
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
」
－
な
ん
て
す
て
き
な
響
き
を
持
つ
言

葉
だ
ろ
う
。

　
真
似
を
し
て
み
る
の
も
い
い
な
、
と
思
う
。
旅
先
で
出
会
っ
た
風
景
、

印
象
に
残
っ
た
場
所
に
、
自
分
だ
け
の
名
前
を
つ
け
て
み
る
の
だ
。

　
　
「
風
を
待
つ
バ
ス
停
」

　
　
「
ヒ
マ
ワ
リ
道
路
」
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「
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
の
河
原
」

考
え
る
だ
け
で
も
楽
し
い
し
、
記
念
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
の
裏
側
に
、
そ
っ

と
書
き
と
め
て
お
く
の
も
い
い
。

水
底
に
貝
の
化
石
が
つ
ぶ
や
い
て

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
海
岸
静
か
に
光
る

黒
板
の
文
字
な
つ
か
し
き
昼
下
が
り

　
　
　
　
「
下
ノ
畑
二
居
リ
マ
ス
　
賢
治
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ふ
る
さ
と
の
風
の
中
に
は
　
Ｉ
詩
人
の
風
景
を
歩
く
Ｉ
』
）

谷
　
人
生
の
旅
の
中
に
は
ヽ
時
間
か
ら
時
間
へ
の
旅
ヽ
言
い
換
え
れ
ば
ヽ
春
夏
秋

野
　
冬
の
中
の
旅
も
有
る
よ
う
だ
。
其
の
際
の
季
節
感
く
ら
い
、
人
生
の
情
緒
的

　
　
　
側
面
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
も
の
は
無
い
だ
ろ
う
。
彼
女
の
『
旬
の
ス
ケ
ッ

　
　
　
チ
ブ
ッ
ク
』
は
、
季
節
季
節
の
果
物
や
野
菜
を
、
文
字
通
り
、
言
葉
で
ス

　
　
　
ケ
ッ
チ
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
七
月
－
ト
マ
ト
」
の
章
な
ど
、
軽
や
か

　
　
　
な
人
生
論
と
し
て
も
人
間
論
と
し
て
も
、
好
個
の
工
。
セ
イ
に
な
っ
て
い
る

　
　
　
と
思
う
。

　
…
…
た
し
か
に
、
私
に
は
ト
マ
ト
の
歌
が
多
い
。

　
桜
の
花
は
、
多
く
の
歌
人
に
歌
を
詠
ま
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の

花
の
王
様
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
る
と
ト
マ
ト
は
、
私
に
と
っ

て
、
野
菜
の
王
様
、
と
言
う
訳
だ
。

　
　
　
陽
の
中
に
君
と
わ
け
あ
う
は
つ
な
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
マ
ト
確
か
な
薄
皮
を
持
つ

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
六
年
前
の
七
月
に
作
っ
た
歌
で
、
明
る
い
情
景
の
中
で

暗
い
事
を
考
え
て
し
ま
っ
た
の
を
、
は
つ
な
つ
の
ト
マ
ト
に
か
こ
つ
け
て
、

詠
ん
だ
一
首
。

　
ス
ラ
イ
ス
し
て
、
か
ふ
っ
と
食
べ
る
ぶ
ん
に
は
気
に
な
ら
な
い
薄
皮
も
、

シ
チ
ュ
ー
な
ど
に
入
れ
る
と
し
っ
か
り
残
っ
て
、
そ
の
存
在
に
改
め
て
気

づ
く
。
そ
ん
な
薄
皮
の
よ
う
な
見
え
な
い
皮
膜
で
、
お
互
い
の
心
も
、
も

し
か
し
た
ら
、
覆
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
Ｉ
。
今
、
分
け
あ
っ

て
い
る
ト
マ
ト
に
も
、
確
か
な
薄
皮
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
を
、
な
ぜ
か

私
は
考
え
て
し
ま
っ
た
…
…
…
。

　
ち
な
み
に
、
ト
マ
ト
の
薄
皮
を
う
ま
く
取
る
た
め
に
は
、
ご
存
知
「
湯

む
き
」
と
い
う
方
法
が
有
る
。
「
食
道
楽
」
の
著
者
村
井
弦
斎
に
「
料
理

心
得
の
歌
」
と
い
う
の
が
有
っ
て
、
そ
の
中
で
は
、

　
　
　
赤
茄
子
を
刃
物
剥
く
な
湯
を
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
で
薄
皮
を
取
る
も
の
ぞ
か
し

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ト
の
薄
皮
も
、
高
温
の
情
熱
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て

は
じ
め
て
、
や
さ
し
く
つ
る
ん
と
剥
か
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
庭
に
出
て
朝
の
ト
マ
ト
を
も
ぎ
お
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
は
つ
く
づ
く
ふ
る
さ
と
で
あ
る

二
九
九
四
・
四
・
七
）

－269－


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12

