
あ
た
り
な
の
か
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
た
り
し
な
が
ら
、

誘
い
込
も
う
と
す
る
タ
ク
ラ
ミ
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ

知
識
に
よ
る
合
理
的
論
理
的
解
釈
を
拒
否
し
、
音
の
響
き
の
快
さ
や
言
葉
遊

持
つ
「
ぽ
」
音
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
伝
わ
る
温
も
り
、
「
ぽ
つ
ぽ
つ
」
と

う
。
た
と
え
ば
こ
の
拙
文
の
副
題
の
よ
う
に
「
ぽ
ぽ
の
あ
た
り
」

び
の
楽
し
さ
を
基
盤
に
し
た
柔
軟
な
感
性
に
よ
る
想
像
力
遊
び
に
、

そ
の
他
多
く
の
ネ
ン
テ
ン
俳
句
を
思
い
起
し
た
。
掲
出
の
三
句
は
い
ず
れ
も
、

ン
氏
こ
と
坪
内
稔
典
。
初
め
て
右
の
句
に
接
し
た
と
き
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
作
者
は
ネ
ン
テ
ン
氏
以
外
に
あ
り
得
ま
い
。

〔
書
評
〕

た
ん
ぽ
ぽ
の
ぽ
ぽ
の
あ
た
り
が
火
事
で
す
よ

ゆ
ぴ
き
り
の
指
が
落
ち
て
る
春
の
空

三
月
の
甘
納
豆
の
う
ふ
ふ
ふ
ふ

坪
内
稔
典
著
『
俳
人
漱
石
』

坪
内
稔
典
著
「
俳
人
漱
石
』

「
ぽ
ぽ
の
あ
た
り
」
は
ど
の
あ
た
り

り
」
と
は
ど
の

暖
か
な
響
き
を

読
者
を

『
ネ
ン
テ

姿
勢
や
合
理
的
論
理
的
態
度
だ
け
で
向
か
お
う
と
す
る
と
、

な
ぜ
か
楽
し
か
っ
た
。
そ
し
て
曲
が
り
な
り
に
右
の
よ
う
な
解
釈
・
鑑
賞
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
「
俳
人
漱
石
』
を
読
ん
だ
お
か
げ
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
「
俳
人
漱
石
」
は
俳
人
と
し
て
の
夏
目
漱
石
を
め
ぐ
る
研
究

で
あ
る
と
と
も
に
、
俳
人
稔
典
氏
の
俳
論
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

不
可
能
で
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、

と
い
う
華
や
か
で
爽
や
か
で
大
ら
か
で
も
あ
る
句
に
し
て
も
、

い
う
音
へ
の
連
想
か
ら
の
「
火
事
」
、
野
草
と
し
て
の
た
ん
ぽ
ぽ
の
た
く
ま

し
さ
や
暖
か
味
の
響
き
合
い
を
味
わ
い
楽
し
み
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
命

の
芽
生
え
る
春
の
温
も
り
に
浸
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
つ
の
鑑
賞
が
成
立

し
た
と
言
え
る
に
違
い
な
い
。

ん
逃
げ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

筆
者
に
と
っ
て
ネ
ン
テ
ン
俳
句
の
多
く
は
意
味
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
も

ね
む
咲
い
て
蒙
古
の
空
の
ま
っ
さ
お
に

浅
田

隆、
知
識
偏
重
の

作
品
は
ど
ん
ど

以
前
か
ら

七
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あ
る
以
上
、
正
確
な
情
報
・
記
録
の
提
供
者
と
し
て
、
稔
典
氏
を
交
え
た
鼎

談
の
形
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

思
う
に
、
こ
の
漱
石
・
子
規
・
稔
典
に
よ
る
鼎
談
形
式
は
今
回
が
初
め
て

で
な
く
、
三
人
は
す
で
に
九
年
前
に
一
度
「
漱
石
と
表
現
」
で
「
表
現
の
始

ま
っ
た
場
所
」
を
め
ぐ
っ
て
語
ら
っ
て
い
る
（
「
漱
石
ｌ
作
品
の
誕
生
ｌ
』

一
九
九
五
年
一
○
月
世
界
思
想
社
所
収
）
。

個
性
に
、

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
す
で
に
二
人
は
鬼
籍
中
の
人
で
あ
る
以
上
、
語
ら
せ

る
仕
掛
人
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
二
人
は
と
も
に
慶
応
一
一
一
年
生
れ
、
す

形
で
描
い
て
み
せ
た
よ
う
に
、
自
家
薬
篭
中
と
化
し
た
漱
石
・
子
規
と
い
う

は
い
わ
ゆ
る
研
究
論
文
の
ス
タ
イ
ル
を
と
ら
ず
、
漱
石
や
子
規
に
つ
い
て
の

お
び

稔
典
氏
の
研
究
的
蓄
積
を
も
と
に
し
て
漱
石
や
子
規
を
誘
き
寄
せ
、
伸
び
や

で
に
一
三
五
歳
と
い
う
超
高
齢
で
は
あ
り
や
や
老
毫
も
生
じ
て
い
る
は
ず
で

に
よ
っ
て
論
理
的
に
古
代
人
の
感
性
や
信
仰
を
論
述
す
る
こ
と
を
さ
け
、

か
で
楽
し
い
鑑
賞
の
座
を
仮
構
し
て
み
せ
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

石
に

三
人
は
す
で
に
語
ら
っ
て
い
る
と
言
っ
た
が
こ
の
九
年
間
で
、
控
え
目
だ

な
れ

っ
た
稔
典
氏
は
か
な
り
馴
々
し
く
成
長
し
た
よ
う
で
も
あ
る
。
「
漱
石
と
表

く
み
こ

現
」
で
の
稔
典
氏
は
黒
衣
に
徹
し
、
ナ
レ
ー
タ
ー
・
情
報
提
供
者
と
し
て
、

ロ
が
考
え
る
古
代
人
お
よ
び
古
代
の
空
間
を

て
折
口
信
夫
が
古
代
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
一

二
人
の
対
談
（
懐
古
談
）
を
背
後
か
ら
支
え
る
こ
と
に
終
始
し
て
お
り
、
漱

い
ま
「
俳
人
と
し
て
の
夏
目
漱
石
を
め
ぐ
る
研
究
」
と
言
っ
た
が
、
本
書

「
先
か
ら
こ
こ
を
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
し
て
妙
な
こ
と
を
言
い
か
け
た
り
し

漱
石
俳
句
に
つ
い
て
語
ら
せ
る
場
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
試
み
と

「
死
者
の
書
」
と
い
う
小
説
の

つ
の
試
み
と
し
て
、

か
つ

論
文

折

た
男
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
本
書
で
は
、
堂
々
と
漱

石
・
子
規
に
渡
り
合
い
、
鼎
談
を
リ
ー
ド
し
て
も
い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見

つ
ま
ら
な
い
指
摘
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
理
由
か
ら
筆
者
は
こ
こ
に

稔
典
氏
の
タ
ク
ラ
ミ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

黒
衣
た
る
稔
典
氏
は
先
の
「
漱
石
と
表
現
」
で
「
愚
陀
仏
庵
で
の
二
人
の

出
会
い
は
、
二
人
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
」
か
と
問
い
、
「
夢
中
に
な
っ
て

書
い
た
り
作
っ
た
り
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
が
、
俳
句
を
通
し
て
二
人
を
包
ん

だ
よ
う
で
あ
る
」
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
の
漱
石
が
俳
句

か
ら
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
稔
典
氏
は
、
「
短
小
の
定
型
詩
で
あ
る
俳

句
は
、
作
る
に
当
た
っ
て
仲
間
を
呼
ぶ
形
式
で
あ
り
、
孤
独
に
一
人
で
作
り

続
け
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
社
会
や
共
同
性
に
本

来
的
に
間
口
が
通
じ
て
い
る
レ
ト
リ
カ
ル
な
文
芸
で
あ
る
。
俳
句
が
句
会
と

あ
し
ら
は
素
直
で
単
純
な
の
に
ね
」
と
子
規
に
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
本

書
「
俳
人
漱
石
」
執
筆
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
は
五
章
構
成
で
、
「
は
じ
め
に
」
の
ほ
か
、
巻
末
に
「
鑑
賞

句
一
覧
」
「
あ
と
が
き
」
が
あ
る
。
ま
た
新
書
版
見
開
き
二
頁
で
一
句
ず
つ
、

全
百
句
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
各
章
の
扉
に
は
そ
の
章
で
取
り
上
げ
る
期
間

な
い
で
何
や
ら
む
つ
か
し
い
議
論
を
す
る
。
ち
ょ
っ
と
閉
口
だ
な
。
漱
石
君
、

ろ
う
」
と
つ
ぶ
や
く
。
そ
し
て
自
分
た
ち
の
作
品
へ
の
読
者
の
受
容
態
度
に

。
リ

つ
い
て
「
道
楽
や
繼
さ
晴
ら
し
の
楽
し
さ
を
素
直
に
受
け
と
め
て
く
れ
れ
ば

に
そ
の
文
芸
が
レ
ト
リ
カ
ル
、
そ
し
て
共
同
の
文
芸
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ

い
い
も
の
を
、
研
究
だ
と
か
批
評
だ
と
か
を
す
る
人
は
、
肝
心
の
そ
こ
は
見

い
う
座
を
も
ち
、
結
社
と
い
う
仲
間
の
集
団
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、

七
四ま
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と
当
該
期
間
の
略
年
譜
、
年
毎
の
作
句
数
を
記
す
。
章
題
等
は
次
の
と
お
り
。

「
漱
石
と
表
現
」
で
は
既
述
の
よ
う
に
「
表
現
の
始
ま
る
場
所
」
と
い
う

副
題
が
つ
い
て
い
た
が
、
本
書
で
は
「
素
朴
で
単
純
」
と
い
う
態
度
を
基
調

に
、
表
現
（
創
作
）
と
鑑
賞
が
交
互
に
往
来
す
る
場
と
し
て
の
「
座
」
の
共

る
さ
ま
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
私
見
で
は
、
俳
句
は
作
者
の
意
図
や
思
い

と
は
関
係
な
し
に
読
ま
れ
て
き
た
。
作
者
を
離
れ
る
こ
と
が
俳
句
の
と
て
も

大
事
な
要
素
で
あ
る
」
と
執
筆
意
図
を
述
べ
て
い
る
。

同
性
を
仮
構
し
て
み
せ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
稔
典
氏
は
本
書
「
あ
と

が
き
」
で
「
俳
句
と
作
者
の
関
係
よ
り
も
、
俳
句
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て

選
び
、
最
も
初
期
の
季
語
や
句
切
れ
意
識
な
ど
「
俳
句
の
骨
法
が
分
か
っ
て

ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
作
品
が
作
者
を
離
れ
て
一
人
歩
き
を
す

ⅣⅢⅡＩＶ

例
え
ば
そ
れ
は
、

俳
人
に
な
る
ま
で
（
四
句
、
明
治
駆
年
～
酊
年
）

俳
人
・
愚
陀
仏
（
ｎ
句
、
明
治
躯
年
４
月
９
日
～
ｎ
月
四
日
）

二
人
句
会
（
班
句
、
明
治
躯
年
ｎ
月
四
日
～
羽
年
４
月
過
日
）

と
き
め
き
の
俳
人
・
漱
石
（
羽
句
、
明
治
朗
年
４
月
咀
日
～
明
治
調

年
９
月
８
日
）

俳
人
か
ら
小
説
家
へ
（
咀
句
、
明
治
羽
年
９
月
８
日
～
大
正
５
年
、

月
９
日
）

※
な
お
カ
ッ
コ
内
の
算
用
数
字
の
句
数
は
各
章
で
取
り
上
げ
て
い
る

作
品
数
を
示
す
。

坪
内
稔
典
著
『
俳
人
漱
石
」

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
二
五
二
七
句
の
中
か
ら
百
句
を

い
な
い
」
時
期
の
作
品
か
ら
、
子
規
に
「
句
稿
」
を
送
り
批
評
を
受
け
る
と

い
う
形
で
の
「
二
人
だ
け
の
句
会
」
を
経
て
「
新
派
俳
句
の
代
表
的
な
俳
人
」

「
俳
人
と
し
て
有
名
」
な
輝
き
の
時
期
を
迎
え
、
や
が
て
俳
句
熱
の
沈
静
化

す
る
時
期
ま
で
を
追
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
言
葉
の
遊
び
」
や
表
現
に
よ

る
心
の
解
放
と
い
う
作
句
の
態
度
を
追
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が

広
げ
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
か
を
、
一
貫
し
て
作
品
の
評
価
軸
に
し
て
い
る

こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

本
文
中
に
は
「
言
葉
が
世
界
を
広
げ
て
ゆ
く
、
そ
の
楽
し
さ
に
興
じ
て
い

る
」
「
言
葉
が
開
く
世
界
へ
遊
ぶ
」
な
ど
の
言
葉
が
見
え
る
。
こ
れ
は
作
者

言
葉
に
よ
っ
て
抱
え
込
ん
で
い
る
世
界
を
読
者
側
の
感
性
で
何
処
ま
で
押
し

る
三
人
に
共
通
す
る
鑑
賞
態
度
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
ら
も
実
際

に
こ
の
よ
う
に
し
ゃ
べ
る
に
違
い
な
い
」
と
稔
典
氏
が
「
確
信
」
（
あ
と
が

き
）
す
る
漱
石
・
子
規
の
俳
句
観
に
つ
い
て
の
、
稔
典
氏
の
研
究
成
果
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

た
ち
の
創
作
態
度
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
あ
る
が
同
時
に
、

幣
を
越
え
る
た
め
に
実
感
を
伴
う
写
生
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て

外
な
面
を
見
つ
け
る
」
可
能
性
を
広
げ
る
の
だ
と
説
明
し
、
読
み
手
の
想
像

力
を
拘
束
し
な
い
た
め
に
も
説
明
し
す
ぎ
な
い
こ
と
、
漱
石
の
作
品
に
は

．
言
多
い
」
傾
向
が
あ
っ
た
等
々
、
漱
石
を
誉
め
た
り
艇
し
た
り
と
、
楽

読
み
手
の
想
像
力
が
一
定
の
枠
か
ら
広
が
っ
て
い
か
な
い
の
で
あ
り
、

た
こ
と
は
有
名
だ
。

せ
る
（
配
合
す
る
）

子
規
が
俳
句
革
新
に
お
い
て
月
並
調
を
否
定
し
た
こ
と
、

物
や
事
が
近
す
ぎ
た
り
常
套
的
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
わ
ず
か
一
五
文
字
の
中
で
組
み
合
わ

。
こ
れ
は
作
者

実
作
者
で
も
あ

写
生
を
重
視
し

「
現
実
の
意

七
五 そ
の



と
と
近
代

も
う
少
し
聞
き
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
で
話
題
が
次
に
移
る
場
面
も
多
く
、

ら
、

し
て
の
一

全
体
と
し
て
漱
石
・
子
規
と
い
う
親
友
と
、

代
俳
句
の
実
作
者
で
、
「
ぽ
ぽ
の
あ
た
り
」
〔

れ
が
少
し
惜
し
ま
れ
る
。

と
い
う
あ
た
り
に
、
稔
典
氏
の
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

内
容
を
限
定
し
て
し
ま
わ
な
い
で
、

彦
が
膝
を
つ
き
合
わ
せ
て
い
る
の
が

で
あ
る
稔
典
氏
を
交
え
て
の
鼎
談
で
あ
る
た
め
楽
し
く
読
め
、

の
研
究
的
側
面
と
は
ま
た
別
な
趣
を
味
わ
う
こ
と
も
出
来
る
。

「
寅
彦
に
賛
成
だ
な
。
い
ろ
い
ろ
に
読
め
る
、
つ
ま
り
、
意
味
が
多
義
的
と

に
つ
い
て
、
小
宮
豊
隆
等
の
「
漱
石
俳
句
研
究
」
の
鼎
談
を
引
き
、
寺
田
寅

て
は
俳
句
で
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
」

し
い
座
談
の
中
で
の
応
酬
が
続
く
。

い
う
こ
と
が
俳
句
の
特
色
だ
」

ま
た
、

も
う
少
し
作
品
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。

見
開
き
二
頁
と
い
う
制
約
と
、

行
く
年
や
膝
と
膝
と
を
つ
き
合
せ

一
人
の
友
情
が
随
所
で
拾
わ
れ
て
い
る
な
ど
、

俳
句
の
共
同
性
と
い
う
こ
と
は
よ
く
分
か
り
は
す
る
が
、

・
現
代
文
学
の
個
人
性
・
独
創
性
・
個
我
と
い
っ
た
問
題
と
の
関

と
漱
石
に
言
わ
せ
て
い
る
。

「
読
者
に
鑑
賞
の
楽
し
み
を
残
す
こ
と
」

話
し
言
葉
の
冗
長
さ
な
ど
も
あ
っ
て
、

「
だ
れ
か
を
は
っ
き
り
決
め
て
し
ま
つ

と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

の
よ
う
な
俳
句
革
新
者
の

子
規
と
同
じ
愛
媛
出
身
の
現

俳
人
漱
石
に
つ
い
て

つ
ま
り
作
品
の

し
か
し
な
が

新
者
の
一
人

特
に
親
友
と

そ
の
こ

そ

係
等
に
つ
い
て
も
う
少
し
語
っ
て
ほ
し
か
っ
た
と
も
思
う
。

（
岩
波
新
書
二
○
○
三
年
五
月
二
○
日

（
あ
さ
だ
．
た
か
し
奈
良
大
学
教
授
）

口
二
一
六
頁

本
体
価
格
七
○
○
円
）

七

六




