
「
樋
口
一
葉
豊
饒
な
る
世
界
へ
」
と
い
う
題
名
に
、
天
折
の
文
学
者
に

対
す
る
賞
賛
を
予
想
す
る
読
者
は
、
期
待
を
大
き
く
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
本
書
で
は
ま
ず
、
「
樋
口
一
葉
」
と
い
う
固
有
名
へ
の
通
路
が
あ
え
て

断
た
れ
て
い
る
。
一
葉
の
名
が
登
場
し
な
い
論
も
少
な
く
な
く
、
触
れ
ら
れ

た
と
し
て
も
形
式
的
な
言
及
に
留
ま
る
。
「
豊
饒
な
る
世
界
へ
」
と
い
う
言

葉
も
、
本
論
中
に
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
書
名
は
、
中
身
の
充
た

さ
れ
て
い
な
い
空
虚
な
器
を
表
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
見
ア
イ
ロ
ニ
ー
の

よ
う
に
受
け
取
れ
る
名
づ
け
は
、
筆
者
山
本
欣
司
の
研
究
の
構
え
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

作
品
を
論
ず
る
場
合
に
よ
く
あ
る
、
「
「
○
○
」
は
×
×
年
×
×
月
、
雑
誌

『
○
○
」
に
発
表
さ
れ
た
」
と
い
う
書
き
出
し
を
、
山
本
は
使
わ
な
い
。
対

象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
奇
蹟
の
十
四
箇
月
間
」
と
称
さ
れ
る
一
葉
の
後

期
作
品
七
編
で
あ
る
が
、
書
誌
的
事
項
は
見
事
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。
確
認

的
記
述
は
削
ぎ
取
ら
れ
、
ま
ず
提
示
さ
れ
る
の
は
、
作
品
の
核
心
を
衝
く
問

い
で
あ
る
。
平
易
な
言
葉
遣
い
に
よ
る
、
無
駄
を
省
い
た
論
述
は
、
作
品
と

直
接
向
き
合
お
う
と
す
る
姿
勢
が
要
請
し
た
文
体
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
書
評
〕

山
本
欣
司
著
「
樋
口
一
葉
豊
饒
な
る
世
界
へ
』

読
解
作
業
へ
の
集
中
は
、
従
来
の
一
葉
研
究
が
作
り
上
げ
た
共
通
認
識
に
亀

裂
を
走
ら
せ
る
た
め
、
自
覚
的
に
選
ば
れ
た
態
度
で
あ
っ
た
。

書
き
手
の
自
称
と
し
て
は
、
「
私
」
が
選
ば
れ
、
「
私
な
り
に
空
白
の
ド
ラ

マ
を
読
む
な
ら
ば
、
」
（
一
四
ペ
ー
ジ
）
、
「
私
は
こ
れ
に
は
賛
成
で
き
な
い
ｃ
」

（
二
九
ペ
ー
ジ
）
、
「
し
か
し
私
の
と
ら
え
方
は
、
そ
れ
ら
と
は
大
き
く
異
な

る
。
」
（
一
三
六
ペ
ー
ジ
）
と
、
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
論
者
の
顕
在

化
は
、
定
説
化
し
た
作
品
理
解
に
異
議
申
し
立
て
を
行
う
た
め
、
意
図
的
に

選
ば
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
山
本
は
窓
意
的
な
読
み
に
よ
る
自

己
主
張
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
前
半
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の

は
た
す
真
の
役
割
」
（
三
六
ペ
ー
ジ
）
や
「
「
十
三
夜
」
に
込
め
ら
れ
た
真
の

訴
え
」
（
一
九
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た
物
言
い
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
語
り
手

（
な
い
し
は
作
者
）
の
意
図
に
迫
り
、
正
し
い
解
釈
を
施
そ
う
と
す
る
志
向

が
う
か
が
え
る
。

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
山
本
が
樋
口
一
葉
の
作
品
と
取
り
組
む
き
っ

か
け
は
、
学
部
時
代
の
前
田
愛
「
「
大
つ
ど
も
り
」
の
構
造
」
と
の
出
会
い

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
小
説
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
掘
り
お
こ
す
こ
と
」
の
難

山
口
直
孝

一
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し
さ
と
喜
び
と
を
前
田
の
論
文
か
ら
学
ん
だ
山
本
は
、
そ
れ
を
わ
が
も
の
と

す
る
努
力
を
続
け
た
。
「
第
一
章
「
正
直
は
我
身
の
守
り
」
ｌ
「
大
っ
ご

も
り
」
を
読
む
」
は
、
「
前
田
愛
氏
の
傑
作
論
文
と
の
格
闘
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
」
た
と
回
顧
さ
れ
て
い
る
一
編
で
あ
り
、
「
ノ
イ
ズ
に
満
ち
た
、
テ

ク
ス
ト
に
内
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
す
べ
て
カ
バ
ー
し
、
説
明
で
き
る

よ
う
な
形
で
構
造
を
把
握
す
る
」
（
三
ペ
ー
ジ
）
考
察
の
恰
好
の
例
で
あ
る
。

前
田
愛
の
「
大
っ
ご
も
り
」
論
は
、
登
場
人
物
の
間
を
流
通
し
て
い
く
金

銭
に
着
目
し
て
、
物
語
が
「
質
・
情
誼
の
表
現
と
し
て
の
金
銭
」
と
「
量
・

営
利
の
表
現
と
し
て
の
金
銭
」
と
の
対
立
・
葛
藤
の
構
図
を
持
つ
こ
と
を
説

い
た
考
察
で
あ
っ
た
。
構
造
主
義
の
知
見
を
援
用
し
た
前
田
論
は
、
一
葉
研

究
の
画
期
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
山
本
は
前
田
論
を
摂
取
し
な
が
ら
、

さ
ら
な
る
前
進
を
試
み
る
。
分
析
に
際
し
て
ま
ず
心
が
け
ら
れ
た
の
は
、
主

人
公
の
感
情
や
思
考
を
精
確
に
測
量
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
田

に
お
い
て
距
離
を
置
い
て
観
察
さ
れ
、
論
評
さ
れ
て
い
た
想
像
上
の
人
物
の

自
律
性
を
回
復
す
る
作
業
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

御
新
造
の
気
ま
ぐ
れ
に
翻
弄
さ
れ
た
末
に
店
の
金
二
円
を
着
服
し
た
お
峯

は
、
こ
と
が
露
見
し
よ
う
と
し
た
時
、
主
人
に
「
正
直
は
我
身
の
守
り
、
逃

げ
も
せ
ず
隠
ら
れ
も
せ
ず
、
欲
か
し
ら
れ
ど
盗
み
ま
し
た
と
白
状
は
し
ま
し

よ
、
」
と
覚
悟
し
た
。
盗
み
を
働
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
行
為
を

「
正
直
」
と
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
に
注
目
し
た
山
本
は
、
お
峰
の
変

化
が
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
疑
問
視
し
、
彼
女
の
心
性
に
近

づ
く
た
め
に
近
世
か
ら
の
民
衆
思
想
の
系
譜
を
参
照
す
る
。
大
き
な
歴
史
的

文
脈
を
読
解
に
導
入
す
る
こ
と
は
、
小
説
の
細
部
へ
の
目
配
り
が
と
も
す
れ

山
本
欣
司
著
「
樋
口
一
葉
豊
饒
な
る
世
界
へ
」

ば
近
視
眼
的
に
な
る
弊
害
を
警
戒
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
安
丸
良
夫
「
日

本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
」
に
依
拠
し
て
山
本
は
、
民
衆
に
と
っ
て
「
正

直
」
と
い
う
徳
目
が
受
動
的
な
行
動
規
範
で
は
な
く
、
他
者
と
関
わ
る
た
め

自
発
的
に
引
き
受
け
ら
れ
た
実
践
原
理
で
あ
る
と
把
握
す
る
。
忠
勤
の
甲
斐

な
く
御
新
造
に
裏
切
ら
れ
、
口
惜
し
さ
を
味
わ
っ
た
お
峯
は
、
理
不
尽
さ
に

逆
ら
う
決
意
を
固
め
た
。
石
之
助
の
行
動
に
よ
っ
て
彼
女
の
意
志
は
表
明
さ

れ
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
も
の
の
、
内
面
の
変
貌
が
見
落
と
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
と
、
山
本
は
力
説
す
る
。
近
世
か
ら
引
き
継
が
れ
た
価
値
観
を
内
面

化
し
て
受
苦
的
な
状
況
を
耐
え
忍
ぶ
一
方
で
、
意
地
と
い
う
芯
を
保
持
し
て

い
る
存
在
ｌ
、
山
本
が
お
峯
に
見
出
し
た
姿
は
、
他
の
主
人
公
の
形
象
に

も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

お
峯
と
同
様
の
精
神
を
備
え
た
女
性
と
し
て
お
関
を
と
ら
え
た
の
が
、

「
第
九
章
「
十
三
夜
」
論
の
前
提
」
・
「
第
十
章
お
関
の
「
今
宵
」
／
齋
藤

家
の
「
今
宵
」
ｌ
「
十
三
夜
」
を
読
む
」
の
二
つ
の
「
十
三
夜
」
論
で
あ

る
。
前
者
で
は
、
玉
の
輿
に
乗
っ
た
お
関
が
夫
原
田
勇
か
ら
受
け
た
虐
待
が

理
不
尽
の
極
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
た
ど
ら
れ
る
。
不
和
の
要
因
を
お
関
に
も

求
め
て
い
た
先
行
研
究
に
対
し
て
、
山
本
は
疑
義
を
呈
し
、
彼
女
の
訴
え
を

事
実
と
見
な
す
。
非
対
称
な
関
係
を
無
視
し
た
読
み
を
斥
け
る
姿
勢
は
本
書

で
一
貫
し
て
お
り
、
倫
理
性
と
同
時
に
説
得
力
を
感
じ
さ
せ
る
。
我
慢
の
限

界
に
達
し
た
お
関
は
、
「
名
の
み
立
派
の
原
田
勇
に
離
縁
さ
れ
た
か
ら
と
て

夢
さ
ら
残
り
を
し
い
と
は
思
ひ
ま
せ
ぬ
」
と
い
う
心
境
に
至
る
。
し
か
し
、

彼
女
の
離
婚
の
決
意
は
確
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
後
者
の
論
で
は
、
お

関
の
感
情
の
揺
れ
が
追
跡
さ
れ
る
。
十
三
夜
の
日
、
月
見
を
行
う
血
縁
の
絆
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の
懐
か
し
さ
に
誘
わ
れ
、
お
関
は
実
家
に
戻
る
。
父
親
か
ら
翻
意
を
促
さ
れ

て
、
彼
女
が
簡
単
に
受
け
入
れ
た
の
は
、
行
動
が
衝
動
的
な
た
め
で
あ
っ

た
。
帰
途
、
幼
馴
染
の
録
之
助
と
偶
然
再
会
し
た
お
関
は
、
自
分
の
結
婚
以

来
身
を
持
ち
崩
し
た
彼
の
現
状
に
暗
濾
と
し
な
が
ら
、
原
田
の
家
に
帰
っ
て

い
く
。
一
方
、
お
関
に
翻
意
を
促
し
た
実
家
も
、
一
家
の
安
泰
が
彼
女
の
犠

牲
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
以
上
、
気
持
ち
が
晴
れ
る
こ
と
は
な
い
。
十
三
夜

の
日
に
起
こ
っ
た
波
乱
、
偶
然
の
再
会
は
、
現
状
を
何
一
つ
変
え
ず
、
重
い

雰
囲
気
の
ま
ま
、
作
品
は
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
救
い
の
な
い
結
構
を

持
つ
短
篇
を
、
山
本
は
「
ド
ラ
マ
」
と
呼
ぶ
。
「
ド
ラ
マ
」
は
、
本
書
の
鍵

と
な
る
語
の
一
つ
で
あ
り
、
劇
的
な
状
況
を
指
す
と
同
時
に
声
に
な
ら
な
い

登
場
人
物
の
憤
憩
や
悲
哀
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「
第
七
章
過
去
を
想
起
す
る
と
い
う
こ
と
ｌ
「
に
ご
り
え
」
を
読
む
」

に
も
、
「
ド
ラ
マ
」
の
語
は
登
場
す
る
が
、
注
視
さ
れ
て
い
る
の
は
お
力
の

華
や
い
だ
姿
で
も
、
結
末
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
で
も
な
い
。
「
第
八
章
お
力

の
「
思
ふ
事
」
Ｉ
「
に
ご
り
え
」
試
論
」
と
併
せ
て
追
究
さ
れ
て
い
る
の

は
、
お
力
の
弱
者
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
容
姿
が
美
し
く
、
人
気
が
あ
る

と
し
て
も
、
お
力
が
酌
婦
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
山
本
は
冷
静
に
見

据
え
る
。
自
由
が
な
く
、
し
か
も
相
手
の
境
遇
を
狂
わ
せ
る
恐
れ
の
あ
る
仕

事
に
携
わ
る
彼
女
の
絶
望
は
深
い
。
将
来
を
展
望
で
き
な
い
お
力
は
、
い
き

お
い
家
族
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
仕
方
が
な
い
矢

張
り
私
も
丸
木
橋
を
ば
渡
ら
ず
は
な
る
ま
い
、
」
（
五
）
に
始
ま
る
、
よ
く
知

ら
れ
た
父
・
祖
父
を
め
ぐ
る
述
懐
は
、
山
本
に
よ
れ
ば
、
「
今
こ
こ
」
の
閉

塞
観
が
も
た
ら
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
が
身
を
拘
束
さ
れ
、
後
ろ

向
き
に
な
っ
た
意
識
が
血
縁
者
と
の
つ
な
が
り
に
向
か
う
こ
と
で
、
お
力
と

お
関
と
は
類
似
す
る
。
『
に
ご
り
え
」
の
難
解
さ
の
ゆ
え
ん
を
、
過
去
か
ら

現
在
へ
の
因
果
形
成
を
当
然
視
す
る
研
究
者
の
読
み
の
偏
向
に
求
め
、
認
識

の
転
換
を
求
め
た
見
解
は
、
魅
力
的
な
挑
発
で
あ
る
。

近
代
の
社
会
再
編
の
過
程
で
取
り
残
さ
れ
た
貧
困
層
に
関
心
を
向
け
た
作

者
に
と
っ
て
、
現
実
を
無
視
し
た
通
俗
的
な
解
決
は
封
じ
手
で
あ
っ
た
。
作

品
は
、
徐
々
に
主
人
公
の
無
念
そ
の
も
の
に
、
ま
た
、
や
る
せ
な
い
思
い
が

共
有
さ
れ
え
な
い
状
況
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
「
第

六
章
「
冷
や
か
」
な
ま
な
ざ
し
Ｉ
「
ゆ
く
雲
」
を
読
む
」
・
「
第
十
一
章

出
会
わ
な
い
言
葉
の
別
れ
ｌ
「
わ
か
れ
道
」
を
読
む
」
の
二
編
が
扱
う

の
は
、
理
解
す
る
相
手
を
持
た
な
い
女
性
の
孤
独
で
あ
る
。
「
ゆ
く
雲
」
・

『
わ
か
れ
道
」
は
、
い
ず
れ
も
男
女
の
別
れ
を
描
い
て
い
る
が
、
山
本
は

「
ド
ラ
マ
」
の
実
質
を
問
う
た
め
、
二
人
の
関
係
性
そ
の
も
の
の
見
直
し
を

図
る
。
「
ゆ
く
雲
」
に
つ
い
て
は
、
上
京
し
て
私
学
に
学
ぶ
青
年
桂
次
の
浮

薄
さ
が
、
同
時
代
資
料
と
の
引
き
合
わ
せ
に
よ
っ
て
炎
り
出
さ
れ
る
。
上
京

青
年
と
下
宿
屋
の
娘
と
の
恋
と
い
う
話
型
を
採
用
し
な
が
ら
、
桂
次
と
お
縫

と
の
仲
は
深
ま
ら
な
い
。
桂
次
の
誘
い
か
け
に
応
ぜ
ず
、
お
縫
の
心
は
閉
ざ

さ
れ
る
一
方
で
あ
る
。
気
難
し
い
父
と
親
切
心
の
な
い
継
母
と
に
よ
っ
て
抑

圧
的
に
育
て
ら
れ
、
「
身
を
無
い
も
の
に
し
て
」
生
き
る
悲
槍
な
気
持
ち
を

固
め
た
彼
女
は
、
生
半
可
な
言
葉
で
は
動
か
さ
れ
な
い
。
「
わ
か
れ
道
」
の

場
合
、
お
京
と
吉
三
と
が
親
し
く
交
流
し
て
い
る
の
は
、
作
品
理
解
の
大
前

提
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
文
を
虚
心
に
読
ん
だ
時
に
見
え
て
く
る
の
は
、

擬
似
家
族
的
な
結
び
つ
き
を
求
め
て
い
る
の
は
吉
三
だ
け
で
あ
り
、
お
京
は
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吉
三
に
無
関
心
な
こ
と
で
あ
る
。
山
本
は
、
互
い
を
と
ら
え
そ
こ
ね
た
二
人

が
分
か
り
あ
え
ぬ
ま
ま
別
れ
て
い
く
物
語
と
し
て
、
『
わ
か
れ
道
」
を
再
定

位
す
る
。
関
係
の
失
調
あ
る
い
は
不
全
の
モ
チ
ー
フ
を
明
確
に
し
た
こ
と

は
、
本
書
の
功
績
の
一
つ
に
な
ろ
う
。

「
奇
蹟
の
十
四
箇
月
間
」
に
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
「
た
け
く
ら
べ
」
は
、

他
作
品
と
連
絡
し
な
が
ら
、
複
数
の
課
題
を
引
き
受
け
た
小
説
で
あ
る
。

一
た
け
く
ら
べ
」
に
は
四
つ
の
試
論
が
用
意
さ
れ
、
特
に
周
到
に
議
論
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
「
第
二
章
「
た
け
く
ら
べ
」
の
方
法
」
で
は
、
ま
ず
表
町

と
横
町
と
の
対
立
と
い
う
、
自
明
視
さ
れ
て
き
た
枠
組
が
解
体
さ
れ
る
。
正

太
郎
は
、
資
本
の
力
を
借
り
て
地
縁
の
秩
序
を
乱
そ
う
と
す
る
者
で
あ
り
、

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
長
吉
は
敵
対
心
を
強
め
て
い
っ
た
。
子
供
た
ち
の
世
界

の
見
方
が
修
正
さ
れ
る
だ
け
で
も
驚
き
で
あ
る
が
、
指
摘
は
さ
ら
に
続
く
。

長
吉
が
祭
り
の
日
に
筆
屋
を
襲
撃
す
る
挿
話
の
真
の
役
割
は
、
信
如
の
名
を

美
登
利
に
印
象
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
山
本
は
述
べ
る
。
長
吉
の
峡
呵

で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
如
は
美
登
利
に
意
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
信
如
が
何
の
感
情
も
抱
い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美

登
利
は
好
意
を
募
ら
せ
、
相
手
の
無
反
応
に
勝
手
に
傷
つ
い
て
い
く
。
錯
誤

の
連
鎖
こ
そ
が
作
品
の
実
相
で
あ
り
、
語
り
手
は
読
み
手
を
誤
っ
た
方
向
に

導
く
危
険
性
を
自
覚
し
つ
つ
両
義
的
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
、
大
胆
な
見
解

が
本
章
で
は
提
出
さ
れ
て
い
る
。
「
第
五
章
「
た
け
く
ら
べ
」
の
美
登
利
」

は
、
美
登
利
の
信
如
へ
の
思
い
の
移
り
変
わ
り
を
、
時
系
列
に
即
し
て
整
理

し
、
再
度
吟
味
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
第
三
章
売
ら
れ
る
娘
の
物
語
ｌ
「
た
け
く
ら
べ
」
試
論
」
・
「
第
四

山
本
欣
司
著
「
樋
口
一
葉
豊
饒
な
る
世
界
へ
」

章
「
た
け
く
ら
べ
」
と
〈
成
熟
〉
と
」
で
は
、
性
体
験
を
過
度
に
重
視
し

た
解
釈
が
修
正
さ
れ
る
。
美
登
利
の
変
貌
は
、
初
潮
や
水
揚
げ
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
親
の
意
志
に
よ
っ
て
身
売
り
さ
れ
る
こ
と
を
実
感
的
に
知
っ
た

こ
と
に
あ
っ
た
。
山
本
の
拠
っ
て
立
つ
「
人
身
売
買
説
」
は
、
女
性
が
正
に

商
品
と
し
て
取
り
引
き
さ
れ
て
い
た
歴
史
状
況
を
再
認
識
さ
せ
る
。
一
葉
に

つ
い
て
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
研
究
成
果
が
目
覚
し
い
が
、
山
本
の
仕
事

は
、
女
性
差
別
の
実
情
を
直
視
す
る
意
識
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
す
ぐ

に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
吉
の
成
長
の
契
機
と
し
て
「
若
者
組
」
へ
の

加
入
を
想
定
す
る
仮
説
は
、
い
わ
ゆ
る
「
筆
お
ろ
し
」
を
通
過
儀
礼
と
と
ら

え
る
見
方
よ
り
も
、
大
音
寺
前
と
い
う
地
縁
共
同
体
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て

蓋
然
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
美
登
利
や
長
吉
が
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
に
規
定
さ
れ
る
受
身
の
存
在
で
は
な
く
、
自
ら
を
よ
く
知
り
、
周
囲
の
期

待
に
応
え
る
た
め
に
意
識
的
に
ふ
る
ま
え
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
分
析
に
共

感
を
覚
え
た
。

奥
行
き
の
あ
る
内
面
を
備
え
た
主
体
が
登
場
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「
た
け
く
ら
べ
』
に
は
出
会
い
が
な
く
、
物
語
は
摂
れ
て
い
く
。
近
代

化
は
、
地
域
社
会
の
解
体
、
労
働
者
の
流
動
化
、
階
級
再
編
な
ど
の
現
象
を

引
き
起
こ
し
た
。
社
会
の
構
造
変
化
は
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
営

み
だ
け
で
は
状
況
に
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
葉
作
品
が
分
か
り
に
く

さ
を
伴
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
時
代
の
動
向
を
敏
感
に
察
知
し
、
物
語
の
定

型
を
崩
す
こ
と
を
い
と
わ
ず
に
応
接
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
第
十
二
章
物
語
る
こ
と
の
悪
意
ｌ
「
わ
れ
か
ら
」
を
読
む
」
は
、
「
わ

れ
か
ら
」
を
「
噂
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
」
と
評
価
す
る
。
他
人
の
秘
密
に
好
奇

■■■■■■■■■■■
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の
目
を
向
け
、
あ
れ
こ
れ
取
り
沙
汰
す
る
世
間
を
再
演
す
る
か
の
よ
う
に
、

本
作
で
は
語
り
手
が
誤
解
を
誘
発
す
る
語
り
を
行
っ
て
い
る
、
と
山
本
は
言

う
。
主
人
公
お
町
が
夫
か
ら
離
縁
を
宣
告
さ
れ
る
の
は
、
仲
働
き
の
告
げ
口

に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
下
宿
の
学
生
と
姦
通
の
事
実
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
定
か
で
は
な
い
。
語
り
手
は
、
事
実
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
風
説

に
従
う
身
ぶ
り
を
示
す
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
か
ら
」
は
「
企
て
に
満
ち
た
小

説
」
で
あ
り
、
物
語
内
容
と
物
語
言
説
と
の
ず
れ
に
気
づ
か
な
い
と
、
読
み

誤
る
可
能
性
が
高
い
。
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
の
誕
生
は
、
あ
る
い
は
「
た

け
く
ら
べ
」
で
摸
索
さ
れ
て
い
た
語
り
の
技
法
の
深
化
と
と
ら
え
て
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。

本
書
は
、
独
立
し
た
作
品
論
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
刺
激
的
な
読
み
が
随

所
に
見
ら
れ
、
章
を
超
え
た
関
連
づ
け
を
行
う
よ
う
、
読
む
者
を
誘
惑
し
て

や
ま
な
い
。
樋
口
一
葉
を
論
じ
た
こ
と
の
な
い
人
間
が
書
評
を
引
き
受
け
、

た
ど
た
ど
し
く
内
容
を
紹
介
し
た
り
、
私
的
な
理
解
を
記
し
た
り
し
て
き
た

の
も
、
山
本
論
に
魅
了
さ
れ
、
多
く
の
教
示
を
得
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
紹
介

が
不
正
確
で
あ
っ
た
り
、
私
意
に
過
ぎ
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
不
明
を
詫
び
る
し
か
な
い
。

門
外
漢
で
あ
る
評
者
で
あ
る
が
、
注
文
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
個
別
の

も
の
と
し
て
は
、
第
六
章
で
「
上
京
青
年
と
下
宿
の
娘
の
恋
」
を
描
い
た
小

説
例
は
、
よ
り
「
ゆ
く
雲
」
発
表
時
に
近
い
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と

や
、
第
七
章
の
過
去
想
起
を
め
ぐ
っ
て
一
般
論
に
止
ま
っ
て
い
る
部
分
を
よ

り
当
時
の
文
脈
に
す
り
合
わ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
、
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
弱
点
を
補
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

一
葉
に
触
れ
る
こ
と
に
禁
欲
的
な
こ
と
が
本
書
の
特
長
で
あ
る
こ
と
は
既

に
触
れ
た
が
、
そ
の
た
め
に
論
述
が
窮
屈
さ
を
強
い
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ

る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
均
整
の
取
れ
た
短
編
を

創
造
で
き
て
い
た
作
り
手
が
、
あ
え
て
作
品
に
「
ノ
イ
ズ
」
を
加
え
、
不
透

明
性
を
強
め
て
い
く
実
験
に
挑
む
よ
う
に
な
る
の
は
、
作
品
と
の
対
話
的
関

係
を
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
山
本
の
論
考
の
連
な
り
は
、
創
作
主
体

が
自
作
の
反
作
用
に
よ
っ
て
鍛
え
挙
げ
ら
れ
成
長
し
て
い
く
過
程
を
示
唆
し

て
い
る
。
現
代
と
対
時
す
る
た
め
に
変
異
を
繰
り
返
す
一
葉
像
は
、
や
は
り

そ
の
姿
を
最
初
に
見
出
し
た
者
に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

序
論
や
結
論
が
省
か
れ
た
こ
と
は
、
潔
い
選
択
と
は
い
え
、
一
方
で
惜
し
ま

れ
る
措
置
で
あ
っ
た
。
作
品
間
の
連
関
を
説
き
明
か
す
新
考
の
執
筆
は
、
直

近
の
課
題
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
豊
饒
な
る
世
界
」
は
、
疎
外
さ
れ
る
者
が
諺
屈
し
た
思
い
を
抱
え
な
が

ら
、
孤
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
非
情
な
現
実
を
凝
縮
し
て
形
象
化
し
た
小
宇

宙
を
指
す
。
抑
圧
状
況
の
容
赦
な
い
言
語
化
が
す
ぐ
れ
た
達
成
た
り
う
る
事

情
は
、
さ
ら
に
解
き
明
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
豊
饒
な
る
世
界

へ
」
踏
み
込
む
準
備
作
業
が
つ
つ
が
な
く
果
た
さ
れ
た
現
在
、
次
に
求
め
ら

れ
る
の
は
、
「
豊
饒
な
る
世
界
そ
の
も
の
」
に
よ
り
踏
み
込
ん
だ
探
究
で
あ

る
。
山
本
欣
司
の
第
二
期
の
仕
事
が
ど
の
よ
う
な
一
葉
像
を
提
示
す
る
の

か
、
刮
目
し
て
待
ち
た
い
。

（
和
泉
書
院
、
二
○
○
九
年
十
月
二
十
四
日
、
二
六
四
ペ
ー
ジ
、
定
価
七
○

○
○
円
十
税
）

（
や
ま
ぐ
ち
．
た
だ
よ
し
二
松
学
舎
大
学
教
員
）
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