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童
話
『
や
ま
な
し
』（
宮
澤
賢
治
）
研
究

―
―「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
「
や
ま
な
し
」
の
再
考
か
ら
―
―

兼
　
房
　
髙
　
広

一
、
は
じ
め
に

　

小
学
校
六
年
生
の
国
語
教
材
『
や
ま
な
し
』
と
聞
い
て
、
何
を
思

い
浮
か
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

童
話
『
や
ま
な
し
』
の
作
者
と
言
え
ば
、
あ
の

0

0

宮
澤
賢
治
で
あ
る
。

「
あ
の

0

0

」
と
付
け
た
の
は
、
あ
の
有
名
な
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
小

学
校
の
授
業
者
の
間
で
は
、「
あ
の
難
し
い
…
」
と
か
、「
あ
の
教
え

に
く
い
…
」
な
ど
と
、
悪
い
意
味
で
の
「
あ
の
国
語
科
教
材
」
で
も

あ
る
。

　

こ
の
『
や
ま
な
し
』
を
最
初
に
教
科
書
に
載
せ
た
の
は
、
大
阪
書

籍
の
『
中
学
国
語
二
』（
一
九
六
二
年
度
版
）
で
あ
っ
た
が
、
次
の
改

訂
で
は
削
除
し
て
い
る
。
こ
の
教
科
書
へ
の
掲
載
の
経
緯
は
、
構注

1

大

樹
著
『
宮
沢
賢
治
は
な
ぜ
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
続
け
る
の
か
』（
大
修

館
書
店　

二
〇
一
九
年
九
月
）
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
参
照

さ
れ
た
い
。
次
に
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
た
の
は
、
日
本
の
小
学
校
で

は
、『
小
学
校
国
語
教
科
書
六
年
』（
光
村
図
書
一
九
七
一
年
）
昭
和

四
六
年
版
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
五
〇
年
以
上
に
渡
っ
て
小
学
六

年
生
の
国
語
教
材
と
し
て
、
今
も
な
お
使
わ
れ
続
け
て
き
て
い
る
。

　

し
か
し
、
長
年
実
践
研
究
さ
れ
続
け
た
教
材
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

多
く
の
授
業
者
に
難
解
で
教
え
づ
ら
い
教
材
と
さ
れ
て
き
た
の
も
事

実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
年
で
は
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
や
読
者
論

の
影
響
も
あ
り
、
授
業
づ
く
り
の
視
点
が
作
品
の
主
題
を
考
え
る
作

品
論
的
な
も
の
か
ら
、「
鑑
賞
は
読
者
の
数
だ
け
存
在
す
る
」
と
い
う

考
え
も
あ
り
、
作
品
の
描
写
か
ら
学
習
者
が
何
を
ど
う
感
じ
、
ど
う

考
え
た
か
と
い
っ
た
読
者
論
的
な
授
業
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
そ

の
中
で
数
多
く
の
実
践
が
な
さ
れ
、
優
れ
た
研
究
成
果
も
報注

2

告
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
『
や
ま
な
し
』
が
、
学
習
者
に
と
っ

て
は
分
か
り
に
く
く
、
授
業
者
に
と
っ
て
は
難
解
で
教
え
づ
ら
い
教

材
で
あ
る
こ
と
は
今
も
変
わ
り
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
難
解
で
教
え
づ
ら
い
教
材
と
言
わ
れ
る
一

番
の
要
因
で
あ
る
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
や
「
や
ま
な
し
」
の
意
味
を
再

考
し
、
童
話
『
や
ま
な
し
』
に
込
め
ら
れ
た
作
者
、
宮
澤
賢
治
の
思

い
に
迫
っ
て
み
た
い
。



─　　─12

二
、
宮
澤
賢
治
の
童
話
に
つ
い
て

　

賢
治
が
生
前
に
刊
行
し
た
も
の
に
、
一
九
二
四
（
大
正
13
）
年
四

月
に
詩
集
『
春
と
修
羅　

心
象
ス
ケ
ッ
チ
』、
一
二
月
に
童
話
集

『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話　

注
文
の
多
い
料
理
店
』
が
あ
る
。
ま
た
雑
誌
や

新
聞
に
も
晩
年
ま
で
折
々
に
作
品
発
表
を
し
て
い
る
。『
や
ま
な
し
』

も
、
一
九
二
三
（
大
正
12
）
年
四
月
八
日
の
『
岩
手
毎
日
新
聞
』
に

掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
手
入
れ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
序
に
は
「
ほ
ん
と
う
に
も
う
、
ど
う
し

て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
し
か
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ

た
く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
」
と
率
直
に
述
べ
た
後
「
け
れ
ど
も
、

わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
ち
い
さ
な
も
の
が
た
り
の
幾
き
れ
か
が
、

お
し
ま
ひ
、
あ
な
た
の
す
き
と
ほ
つ
た
ほ
ん
た
う
の
た
べ
も
の
に
な

る
こ
と
を
、
ど
ん
な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。」
と
、
読
者
に
向

け
た
強
い
思
い
を
語
っ
て
い
る
。
読
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
『
注
文

の
多
い
料
理
店
』
の
「
刊
行
案
内
」
の
広
告
文
（
一
九
二
四
年
一
一

月
）
の
中
で
賢
治
自
身
、

こ
の
童
話
集
の
一
列
は
實
に
作
者
の
心
象
ス
ケ
ツ
チ
の
一
部
で

あ
る
。
そ
れ
は
少
年
少
女
期
の
終
り
頃
か
ら
、
ア
ド
レ
ツ
セ
ン

ス
中
葉
に
對
す
る
一
つ
の
文
学
と
し
て
の
形
式
を
と
つ
て
ゐ
る
。

と
述
べ
、
子
供
期
終
わ
り
頃
か
ら
青
年
期
中
頃
が
対
象
だ
と
わ
か
る
。

　

こ
の
頃
の
賢
治
に
つ
い
て
、
萬注

3

田
務
は
「
宮
澤
賢
治
の
童
話
―
そ

の
創
作
動
機
と
成
立
過
程
に
つ
い
て
―
」
の
中
で
、

更
に
大
正
十
三
年
に
は
、
彼
は
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
名
づ
け

る
詩
集
『
春
と
修
羅
』（
四
月
）、
及
び
童
話
集
『
注
文
の
多
い

料
理
店
』（
十
二
月
）
を
夫
々
自
費
出
版
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

自
費
出
版
し
て
ま
で
も
自
分
の
作
品
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と

い
う
働
き
か
け
で
あ
り
、
自
己
の
作
品
へ
の
自
信
で
あ
る
。

と
し
、
更
に
、

農
学
校
の
生
徒
で
あ
れ
ば
、
年
齢
的
に
は
児
童
の
枠
を
越
え
て

い
る
が
、
彼
の
「
新
刊
案
内
」
の
中
に
「
少
年
少
女
期
の
終
わ

り
頃
か
ら
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
の
中
葉
に
対
す
る
一
つ
の
文
学
の

形
成
を
と
っ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、
そ
の
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
の
中

葉
に
相
当
す
る
年
齢
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、「
農
学
校
の
生
徒
」
を
「
少
年
少
女
期
の
終
わ
り
頃
か
ら

ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
の
中
葉
」
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
と
み
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
蟹
の
兄
弟
の
話
」
と
い
う
登
場
人
物
か
ら
考
え
て
も
、

萬
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
対
象
は
思
春
期
の
多
感
な
少
年
少
女
を

想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
正
体

　
『
や
ま
な
し
』
の
中
に
は
、「
何
の
こ
と
か
」
意
味
の
分
か
ら
な
い

言
葉
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
と
言
え
ば
、「
ク
ラ
ム

ボ
ン
」
で
あ
る
。
光
村
図
書
の
教
科
書
の
脚
注
に
は
、「
作
者
が
つ

く
っ
た
言
葉
。
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。」
と
書
い
て
あ
る
。
た
だ
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し
、
光
村
の
教
科
書
の
指
導
書
の
中
の
「
五
月
」
と
「
十
二
月
」
の

川
底
の
様
子
を
図
式
化
し
た
も
の
に
は
、
五
月
の
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」

と
十
二
月
の
「
あ
わ
」
が
同
じ
よ
う
に
書
い
て
あ
り
、
教
科
書
会
社

と
し
て
は
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
＝
あ
わ
」
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

近
年
の
学
習
指
導
で
は
、
読
者
の
数
だ
け
解
釈
が
あ
る
と
す
る
読

者
論
の
立
場
か
ら
、
学
習
者
の
読
み
を
大
切
に
す
る
た
め
、
か
つ
て

あ
っ
た
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
は
何
か
？
」
で
一
時
間
、
児
童
た
ち
が
討

論
す
る
よ
う
な
授
業
は
な
く
な
り
、
作
品
を
作
品
と
し
て
そ
の
ま
ま

味
わ
う
よ
う
な
「
表
現
の
面
白
さ
や
効
果
を
問
う
授
業
」
が
主
流
に

な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
小
学
校
の
授
業
場
面
で
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
に
対
す
る

色
々
な
意
見
が
出
た
後
で
「
先
生
、
結
局
『
ク
ラ
ム
ボ
ン
』
は
何

だ
っ
た
ん
で
す
か
？
」
と
聞
か
れ
た
と
き
に
、
授
業
者
側
に
何
の
答

え
も
持
た
ず
、「
何
で
も
い
い
ん
だ
よ
。」
と
か
、「
何
だ
っ
た
ん
で

し
ょ
う
か
ね
。」
で
は
、
真
実
を
求
め
る
学
習
者
に
は
物
足
り
な
い
も

の
が
残
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、

筆
者
は
『
や
ま
な
し
』
の
内
容
理
解
の
上
で
も
、
指
導
上
の
観
点
か

ら
も
、
言
葉
の
意
味
が
非
常
に
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
、「
ク
ラ

ム
ボ
ン
」
を
始
め
、
い
く
つ
か
の
言
葉
に
拘
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

　
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
に
つ
い
て
、
西注

4

郷
竹
彦
は
、『
増
補　

宮
澤
賢
治

「
や
ま
な
し
」
の
世
界
』（
黎
明
書
房
二
〇
〇
七
年
）
の
中
で
、「
あ
き

ら
か
に
こ
の
造
語
に
は
わ
ざ
わ
ざ
か
か
る
造
語
を
用
い
た
作
者
の
明

確
な
意
図
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。」（
同
書
、
六
六
頁
）
と
述
べ
、

賢
治
の
造
語
の
意
味
の
解
明
が
作
品
の
深
い
理
解
に
つ
な
が
る
と
考

え
て
い
る
。

　
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
者
が
持

論
を
述
べ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
栗
原
敦
は
「
テ
ク
ス
ト
評
釈

『
や
ま
な
し
』」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
七
巻
第
三

号
、
一
九
八
二
年
二
月
号
）
の
「
二　

語
釈
」
の
中
で
、
次
の
よ
う

に
ま
と
め
て
い
る
。

①
ク
ラ
ム
ボ
ン
―
意
味
不
明
。
十
字
屋
版
全
集
第
四
巻
注
で
は
、

「
ク
ラ
ム
ポ
ン
〔
Ｆ
〕〔
Ｅ
〕
⑴
鎹
（
か
す
が
ひ
）
力
爪
、
鉄
臍
、

釣
鈎
、
攀
椽
、
気
根
。
⑵
河
ぐ
も
（
南
部
地
方
で
は
水
馬
）
又

他
の
地
方
で
は
（
水
す
つ
か
し
、
あ
め
ん
ぼ
と
云
ふ
）
の
中
脚
、

後
脚
を
ふ
ん
ば
つ
て
谷
川
の
水
面
を
流
れ
に
さ
か
ら
つ
て
跳
び

乍
ら
上
る
形
相
が
、
か
す
が
ひ
或
は
気
根
に
似
て
ゐ
る
の
で
著

者
は
ク
ラ
ム
ポ
ン
と
言
つ
た
も
の
。」
と
し
、
馬
場
正
男
・
石
井

宗
吾
編
『
宮
沢
賢
治
』（
成
城
国
文
学
会
、
昭
二
三
・
九
）
も

「
か
に
の
子
供
ら
の
考
え
た
あ
め
ん
ぼ
の
こ
と
か
。」
と
踏
襲
。

昭
和
四
十
三
年
版
全
集
「
語
注
」（
第
十
二
巻
付
載
）
で
は
「
造

語
。
語
源
・
意
味
不
明
。
水
ぐ
も
（
あ
め
ん
ぼ
）
説
な
ど
あ
る
。

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
は
な
い
。」
ま
た
、
恩
田
逸
夫
は
「
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
か
ら
連
想
し
た
造
語
ら
し
い
」（「
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
幻
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燈
的
と
映
画
的
と
」『
明
薬
会
誌
』
八
一
号
、
昭
四
六
・
一
）、

「
小
さ
な
川
エ
ビ
を
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。」（「
賢
治

童
話
の
読
み
方
―『
や
ま
な
し
』
を
中
心
に
―
」『
解
釈
』
昭
四

六
・
三
）
と
述
べ
、「
宮
沢
賢
治
研
究
会
」
例
会
で
の
発
言
に
、

カ
ニcrab, K

rabbe

か
ら
の
造
語
説
、
及
び
ク
ラ
ム
ボ
ン
が
母

蟹
を
さ
す
と
い
う
意
見
の
あ
っ
た
こ
と
を
福
島
《
質
問
教
室

「『
や
ま
な
し
』
に
は
何
故
母
親
が
出
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」

で
の
討
論
の
報
告
》（『
賢
治
研
究
』
8
、
昭
四
六
・
八
）
が
記

す
。
新
修
版
全
集
「
語
註
」（
第
十
三
巻
付
録
、
執
筆
・
小
沢
俊

郎
）
で
は
、「
“crab

"（
蟹
）
か
ら
発
想
し
た
名
か
。」
と
す
る
。

あ
る
い
は
、
兄
弟
の
ふ
き
っ
こ
し
て
い
る
あ
わ
の
擬
態
・
擬
音

語
と
も
理
解
で
き
よ
う
か
。

と
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
「
解
釈
」
の
変
遷
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

田注
5

中
成
行
は
、「『
や
ま
な
し
』
の
ク
ラ
ム
ボ
ン
考
―
ク
ラ
ム
ボ
ン

の
意
味
を
大
正
と
い
う
時
代
背
景
と
子
蟹
の
成
長
か
ら
考
え
る
―
」

（『
賢
治
学
【
第
7
輯
】』
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
宮
澤
賢
治
い
わ

て
学
セ
ン
タ
ー
編
、
杜
陵
高
速
印
刷
出
版
部
、
二
〇
二
〇
年
）
の
中

で
、
栗
原
の
論
文
に
沿
っ
て
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
解
釈
の
変
遷
を
解

説
し
な
が
ら
も
、

子
ど
も
の
成
長
発
達
と
そ
の
自
由
詩
・
自
由
画
等
の
豊
か
な
表

現
に
関
心
の
あ
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
読
者
に
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」

は
何
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
つ
つ
、「
あ
あ
幼
い
蟹
の
兄
弟
が
「
泡
」

の
こ
と
を
「
幼
児
語
」
で
言
っ
て
は
し
ゃ
い
で
い
る
ん
だ
な
あ
」

と
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
る
い
は
そ
の

よ
う
に
作
者
は
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。

　

一
部
の
マ
ニ
ア
の
読
者
に
な
ぞ
解
き
を
さ
せ
る
小
説
で
は
な

く
、
岩
手
県
の
地
方
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
童
話
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
い
。

と
述
べ
、
自
由
な
解
釈
の
ま
ま
で
置
い
て
お
く
こ
と
や
「
な
ぞ
解
き
」

ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
続

け
て
、
田
中
は
「
子
蟹
の
成
長
と
人
間
の
成
長
発
達
段
階
と
を
重
ね

て
い
る
」（
同
右
、
六
四
頁
、
太
字
は
著
者
。）
こ
と
に
着
目
し
た
人

物
の
論
文
と
し
て
、
吉
本
隆
明
と
中
村
文
昭
と
木
村
百
代
の
三
氏
の

も
の
を
紹
介
し
た
上
で
、「
幼
児
語
」
研
究
か
ら
の
解
釈
を
踏
ま
え
て

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
に
対
す
る
考
え
を
次
の
よ
う
に
述
べ
、
三
氏
に
賛
同

す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。

　

で
は
五
月
の
、
蟹
の
兄
弟
が
ま
だ
大
き
く
な
る
前
の
、「
お

魚
」
と
幼
児
語
を
使
う
幼
か
っ
た
頃
に
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
呼

ん
で
い
た
も
の
は
な
に
か
。

　

そ
れ
一マ

マ

二
月
に
は
「
僕
の
泡
」
と
呼
ん
で
い
る
「
泡
」
で
あ

る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
幼
い
子
が
「
車
」
を
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「
ブ
ー
ブ
ー
」
と
言
う
よ
う
に
、
幼
児
語
で
「
泡
」
を
「
ク
ラ
ム

ボ
ン
」
と
呼
ん
だ
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　

幼
い
蟹
の
兄
弟
も
、
自
分
達
で
感
じ
た
直
感
で
「
ク
ラ
ム
ボ

ン
」
と
呼
ん
で
い
た
「
泡
」
を
、
脱
皮
し
て
身
体
が
大
き
く
成

長
す
る
中
で
、
一
二
月
に
は
お
父
さ
ん
達
大
人
か
ら
、
そ
れ
は

「
泡
」
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
の
「
成
長
」
を
、
そ
の
ま
ま
良

い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
西
郷
だ
け
は
、

　

逆
に
い
う
な
ら
ば
、
五
月
の
場
面
に
お
け
る
兄
弟
の
姿
の
変

貌
し
た
も
の
が
十マ

マ

一
月
の
場
面
の
〈
泡
く
ら
べ
〉
の
兄
弟
の
姿

に
あ
る
と
も
い
え
る
の
だ
。
十
一
月
の
場
面
の
冒
頭
に
〈
蟹
の

子
供
ら
は
も
う
よ
ほ
ど
大
き
く
な
り
〉
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
身

体
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
煩
悩
も
〈
大
き
く
な
り
〉
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

と
し
、「
成
長
と
は
『
業
（
煩
悩
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
）』
を
背
負

う
こ
と
」
で
あ
り
、
必
ず
し
も
良
い
こ
と
と
は
言
え
な
い
と
、
独
自

の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
郷
は
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
に
つ

い
て
、
カ
ニ
の
「
幼
児
語
」
と
し
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ

け
て
い
る
。

　

し
か
ら
ば
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
は
何
ぞ
や
。
結
論
を
言
お
う
。

ク
ラ
ム
ボ
ン
と
は
、
仮
名
で
あ
る
。〈
光
の
網
〉〈
水
の
泡
〉
が

仮
名
で
あ
る
と
同
じ
く
、〈
ク
ラ
ム
ボ
ン
〉
と
い
う
こ
と
ば
も
、

仮
名
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
、
そ
れ
は
「
や
ま
な
し
」
の
世
界

観
に
か
か
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
〈
光
の
網
〉
や
〈
水
の
泡
〉
な
ど
の
こ
と
ば
と
ク
ラ
ム
ボ
ン
と

い
う
こ
と
ば
が
同
じ
仮
名
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
者
が
日
本
語

で
あ
る
と
す
れ
ば
後
者
が
カ
ニ
語
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
ち

が
う
だ
け
で
あ
る
。

【
中
略
】
こ
こ
で
何
よ
り
重
要
な
こ
と
は
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
い
う
こ

と
ば
と
対
応
す
る
何
ら
か
の
実
体
が
あ
る
と
思
っ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

こ
こ
で
、
西
郷
は
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
幼
い
蟹
の
兄
弟
が
発
す
る

「
カ
ニ
語
」
と
す
る
も
、「
何
よ
り
重
要
な
こ
と
は
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
い

う
こ
と
ば
と
対
応
す
る
何
ら
か
の
実
体
が
あ
る
と
思
っ
て
は
な
ら
な

い
」
と
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
正
体
の
究
明
を
否
定
し
て
い
る
。
更
に
、

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
に
つ
い
て
、

　

蟹
の
子
供
ら
は
、〈
か
ぷ
か
ぷ
わ
ら
う
〉〈
跳
て
わ
ら
う
〉
と

い
う
現
象
を
仮
に
名
づ
け
て
〈
ク
ラ
ム
ボ
ン
〉
と
呼
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
蟹
の
子
供
ら
は
（
ま
た
読
者
も
）
あ
る
種
の
生
物

と
見
て
い
る
よ
う
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
る
か
否
か
、
確
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か
め
る
術
は
な
い
。

　
〈
ク
ラ
ム
ボ
ン
〉
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
仮
名
な
の
だ
。〈
イ
サ
ド
〉
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

読
者
が
そ
れ
ら
の
仮
名
の
む
こ
う
に
あ
る
い
は
裏
に
何
ら
か
の

実
体
が
あ
る
と
思
う
の
は
錯
誤
で
あ
る
。

と
述
べ
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
「
光
の
網
」
や
「
水
の
泡
」
が
、
動
い

た
り
、
揺
ら
い
だ
り
、
弾
け
た
り
す
る
「
現
象
」
に
対
し
て
、
幼
い

蟹
の
兄
弟
が
「
カ
ニ
語
」
で
名
付
け
て
使
っ
た
「
幼
児
語
」
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
再
度
、
多
く
の
研
究
者
や
読
者
が
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」

の
実
体
を
探
し
て
い
る
こ
と
を
「
錯
誤
」
と
言
っ
て
の
け
て
い
る
。

こ
の
「
現
象
」
と
し
て
の
捉
え
に
よ
る
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
同
様
の

解
釈
は
、
秦注

7

野
一
宏
も
「
宮
沢
賢
治
と
言
葉
⑵
―「
や
ま
な
し
」
考
」

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

兄
弟
蟹
は
「
天
井
」
を
流
れ
ゆ
く
「
泡
」
そ
の
も
の
を
ク
ラ

ム
ボ
ン
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
は
泡

と
い
う
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
今
、
垂
直
的
に
動
い
て
い

0

0

0

0

る
泡
の
状
態

0

0

0

0

0

を
生
き
も
の
に
見
立
て
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

ク
ラ
ム
ボ
ン
と
い
う
言
葉
の
響
き
が
泡
の
動
き
か
ら
作
ら
れ

た
架
空
の
生
き
も
の
に
ぴ
た
り
と
当
て
は
ま
る
。

　

秦
野
は
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
は
、「
垂
直
的
に
動
い
て
い
る
泡
の

0

0

0

0

0

0

0

状
態

0

0

を
生
き
も
の
に
見
立
て
た
も
の
」
で
あ
り
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
い

う
言
葉
の
響
き
が
泡
の
動
き
か
ら
作
ら
れ
た
架
空
の
生
き
も
の
」
と

西
郷
と
同
じ
よ
う
に
、
現
象
に
名
付
け
た
言
葉
と
し
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
意

味
を
も
う
一
度
考
え
る
た
め
に
、
再
度
『
や
ま
な
し
』
を
見
て
い
く

こ
と
に
す
る
。「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
が
最
初
に
登
場
し
て
く
る
場
面
で
の

「
蟹
の
子
供
ら
」
の
会
話
は
、
演
劇
の
台
本
風
に
ト
書
き
の
よ
う
な
地

の
文
と
蟹
の
兄
弟
の
台
詞
で
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
実
際
、

東
京
か
ら
帰
郷
し
た
賢
治
は
、
自
ら
台
本
を
書
き
、
演
劇
を
行
っ
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

上
の
方
や
横
の
方
は
、
青
く
く
ら
く
鋼
の
や
う
に
見
え
ま
す
。

そ
の
な
め
ら
か
な
天
井
を
、
つ
ぶ
つ
ぶ
暗
い
泡
が
流
れ
て
行
き

ま
す
。

『
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
わ
ら
つ
て
ゐ
た
よ
。』

『
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
か
ぷ
〳
〵
わ
ら
つ
た
よ
。』

『
そ
れ
な
ら
な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
わ
ら
つ
た
の
。』

『
知
ら
な
い
。』

　

つ
ぶ
〳
〵
泡
が
流
れ
て
行
き
ま
す
。
蟹
の
子
供
ら
も
ぽ
つ
〳
〵

〳
〵
と
つ
ゞ
け
て
五
六
粒
泡
を
吐
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
ゆ
れ
な

が
ら
水
銀
の
や
う
に
光
つ
て
斜
め
に
上
の
方
へ
の
ぼ
つ
て
行
き

ま
し
た
。

　

つ
う
と
銀
の
い
ろ
の
腹
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
一
疋
の
魚
が
頭
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の
上
を
過
ぎ
て
行
き
ま
し
た
。

『
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
死
ん
だ
よ
。』

『
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
殺
さ
れ
た
よ
。』

『
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
死
ん
で
し
ま
つ
た
よ
…
…
…
。』

『
殺
さ
れ
た
よ
。』

『
そ
れ
な
ら
な
ぜ
殺
さ
れ
た
。』
兄
さ
ん
の
蟹
は
、
そ
の
右
側
の

四
本
の
脚
の
中
の
二
本
を
、
弟
の
平
べ
つ
た
い
頭
に
の
せ
な
が

ら
云
い
ひ
ま
し
た
。

『
わ
か
ら
な
い
。』

　

ま
ず
、
最
初
の
ト
書
き
の
よ
う
な
語
り
の
部
分
で
「
つ
ぶ
つ
ぶ
暗

い
泡
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。」
と
述
べ
た
後
、
そ
れ
を
受
け
て
「
蟹
の

子
供
ら
」
の
台
詞
が
続
き
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
わ
ら
つ
て
ゐ
た
よ
。」

と
完
了
形
で
一
疋
が
言
う
と
、
対
象
が
何
か
を
し
っ
か
り
と
理
解
し

た
上
で
、
も
う
一
疋
が
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
か
ぷ
く
わ
ら
つ
た
よ
。」
と

返
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
も
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
泡
が
流
れ
て
行
き
ま

す
。
蟹
の
子
供
ら
も
ぽ
つ
く
く
と
つ
ゞ
け
て
五
六
粒
泡
を
吐
き
ま
し

た
。」
と
、
語
り
の
部
分
で
は
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同

じ
こ
と
は
、「
十
二
月
」
の
月
夜
の
晩
に
も
、「
蟹
の
子
供
ら
」
の
無

邪
気
な
「
泡
く
ら
べ
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
語
り
の
部
分
で
「
泡
」
と
言
っ
た
も
の
を
そ
れ
を
受
け

た
台
詞
の
部
分
で
「
蟹
の
子
供
ら
」
が
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
言
っ
て

お
り
、
作
者
は
明
確
に
区
別
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
、

「
蟹
の
子
供
ら
」
の
台
詞
の
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
「
泡
」
で
な
い
と
す

る
と
、
当
然
、
語
り
の
部
分
で
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
に
相
当
す
る
も
の

が
出
て
こ
な
い
と
、
こ
こ
の
場
面
の
整
合
性
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
は
こ
の
場
面
で
、
口

か
ら
「
泡
」
を
吐
い
て
、
水
中
に
飛
ば
し
て
遊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
彼
ら
が
目
で
追
う
も
の
は
、
当
然
、
彼
ら
の
吐
い
た
「
泡
」
で

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
語
り
の
部
分
の
「
泡
」
の
こ
と
を

「
蟹
の
子
供
ら
」
が
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
と
解
釈
す
る
の

は
、
と
て
も
自
然
な
読
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

論
者
自
身
も
当
初
は
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
わ
ら
つ
た
よ
。」、「
ク
ラ

ム
ボ
ン
は
か
ぷ
く
わ
ら
つ
た
よ
。」、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
死
ん
だ
よ
。」、

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
殺
さ
れ
た
よ
。」
と
い
う
生
き
物
な
ら
で
は
の
表
現

か
ら
「
命
あ
る
の
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
生
き
物
」
と
考
え
て
い
た
。

そ
れ
も
、
発
音
も
似
た
「
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
」
の
よ
う
な
水
中
に
た
く

さ
ん
い
る
微
小
な
水
生
生
物
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

「
魚
」
が
食
べ
、
そ
の
「
魚
」
を
「
か
わ
せ
み
」
が
食
う
と
い
っ
た

「
弱
肉
強
食
」、「
食
物
連
鎖
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ

の
「
食
物
連
鎖
」
の
頂
天
に
い
る
の
が
「
か
わ
せ
み
」
で
、
底
辺
を

支
え
る
最
弱
の
存
在
が
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
考
え
て
い
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
文
脈
の
流
れ
と
「
十
二
月
」
に
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」

が
出
て
こ
な
い
こ
と
を
考
え
て
い
く
中
で
、
語
り
の
部
分
で
言
っ
て

い
る
「
泡
」
の
こ
と
を
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
が
、
舞
台
劇
の
台
詞

の
よ
う
に
流
れ
の
中
で
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
と
考
え
る
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よ
う
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
な
ぜ
「
蟹
の
子
供
ら
」

は
、「
泡
」
の
こ
と
を
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
呼
び
、「
わ
ら
つ
た
」「
死

ん
だ
」「
殺
さ
れ
た
」
と
生
き
物
の
よ
う
に
言
う
の
か
と
い
う
当
然
の

疑
問
が
起
こ
っ
て
く
る
。

　

そ
こ
で
、
従
来
の
解
釈
を
も
う
一
度
辿
っ
て
み
る
と
、
先
の
三
氏

や
西
郷
も
「『
ク
ラ
ム
ボ
ン
』
は
、
蟹
の
幼
児
語
」
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
説
明
に
よ
る
と
、「『
ク
ラ
ム
ボ
ン
』
と
は
、
賢
治
の
作
っ
た
造

語
で
、
蟹
の
幼
児
語
。
賢
治
は
他
の
作
品
の
中
で
も
造
語
を
作
っ
て

い
る
が
、『
ク
ラ
ム
ボ
ン
』
も
そ
の
一
つ
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
、「
蟹
の
子
供
ら
」
が
自
分
た
ち
の
吐

い
た
「
泡
」
や
自
然
に
流
れ
て
い
る
「
泡
」
を
自
分
た
ち
の
世
界
の

言
葉
で
言
っ
た
幼
児
語
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、「
蟹
の
子

供
ら
」
の
「
幼
児
語
」
は
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
「
わ
ん
わ
ん
」

は
犬
、「
ブ
ー
ブ
ー
」
は
車
の
よ
う
な
誰
も
が
認
識
で
き
る
よ
う
な
実

体
の
あ
る
も
の
を
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
ど
を
使
っ
た
畳
語
で
表
し
、
大

人
が
教
え
た
幼
児
語
で
は
な
い
。
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
が
そ
の
体

内
か
ら
放
出
し
た
一
般
的
に
は
「
泡
」
と
呼
ば
れ
る
不
思
議
な
生
き

物
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
名
付
け
て
話
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
の
理
解
が
不
十
分
な
幼

児
の
認
識
す
る
世
界
で
は
、
当
然
、
見
え
て
い
る
も
の
は
大
人
と
同

じ
で
も
、
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
大
人
と
は
異
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
見
え
て
い
る
世
界
も
、
認
識
し
て
い
る
言
葉
や
世
界
観
、
精
神

性
が
異
な
る
た
め
、
同
じ
よ
う
に
見
え
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
一
つ
目
は
、「
な

ぜ
、
生
き
物
で
も
な
い
『
泡
』
で
あ
る
『
ク
ラ
ム
ボ
ン
』
が
、
笑
っ

た
り
、
死
ん
だ
り
、
殺
さ
れ
た
り
す
る
の
か
。」
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

そ
し
て
、
二
つ
目
は
、「
な
ぜ
、
五
月
に
た
く
さ
ん
出
て
来
る
『
ク
ラ

ム
ボ
ン
』
が
十
二
月
に
な
る
と
一
つ
も
登
場
し
な
い
の
か
。」
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
解
答
で
あ
る
が
、
作
者
賢
治
自
身
が
十
二
月
の
冒
頭
の

「
蟹
の
子
供
ら
」
の
説
明
で
、「
蟹
の
子
供
ら
は
も
う
よ
ほ
ど
大
き
く

な
り
、
底
の
景
色
も
夏
か
ら
秋
の
間
に
す
つ
か
り
変
わ
り
ま
し
た
。」

と
、
明
言
し
、
場
面
設
定
を
し
て
い
る
こ
と
が
と
て
も
重
要
だ
と
言

え
る
。
つ
ま
り
、「
五
月
」
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
は
、
と
て
も
幼
く

「
命
」
や
「
死
」
の
意
味
も
ま
だ
分
か
ら
な
い
、
物
事
の
分
別
の
つ
か

な
い
幼
い
子
ど
も
た
ち
で
あ
り
、
反
対
に
「
十
二
月
」
の
「
蟹
の
子

供
ら
」
は
大
き
く
成
長
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
川
底
の
景
色
も
す
っ
か

り
変
わ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
、「
五
月
」
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
は
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
が

「
死
ん
だ
」
の
か
、「
殺
さ
れ
た
」
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
「
わ
ら
つ
た
」

の
か
、
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
想
像
的
解
答
に
な

る
が
、「
五
月
」
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
は
余
り
に
も
幼
く
て
物
事
の
分

別
や
物
事
の
道
理
も
分
か
っ
て
い
な
い
た
め
、
お
父
さ
ん
蟹
や
人
間

が
「
泡
」
と
言
っ
て
い
る
も
の
を
、
自
分
た
ち
で
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」

と
呼
び
、
そ
の
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
で
あ
る
「
泡
」
が
揺
れ
た
り
、
大
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き
く
動
い
た
り
す
る
様
子
を
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
わ
ら
つ
た
よ
。」
と
か
、

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
は
ね
て
わ
ら
つ
た
よ
。」
と
言
っ
て
、
自
分
達
の
世

界
で
遊
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
意

識
し
て
言
葉
で
遊
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」

に
見
え
た
世
界
の
中
で
普
通
に
過
ご
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
泡
」
が
勝
手
に
割
れ
た
り
、「
魚
」
に
壊
さ
れ
た
り
す
る
と
、

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
死
ん
だ
」
と
か
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
魚
に
殺
さ
れ
た
」

と
、「
は
ね
て
わ
ら
つ
た
よ
」
な
ど
も
含
め
て
、
自
分
達
な
り
に
解
釈

し
て
自
分
達
の
言
葉
で
表
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
作
者
で
あ
る
賢
治
は
、「
幼
い
こ
と
」
を
「
愚
か
な
こ

と
」
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
き
れ
い
な
心
や
目
を
持
っ
た
素
直
で

純
粋
な
存
在
」、
も
っ
と
言
え
ば
、「
神
聖
な
も
の
」、「
尊
い
も
の
」

と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
面
は
明
る
く
描

か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
他
の
賢
治
作
品
、『
風
の
又
三
郎
』

や
『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
の
よ
う
に
現
実
世
界
で
子
供
だ
け
が
経
験

し
た
り
、
招
待
さ
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
も
、
見
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
よ
ほ
ど
大
き
く
な
」
っ
た
「
十
二
月
」
の
「
蟹

の
子
供
ら
」
は
、
成
長
し
て
父
親
の
蟹
と
同
じ
言
葉
で
普
通
に
話
す

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
泡
く
ら
べ
」
を
し
て
い
る
と
き

の
会
話
の
中
に
「
泡
」
が
出
て
来
て
も
、「
蟹
の
子
供
ら
」
の
「
幼
児

語
」
で
あ
っ
た
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
使
わ
ず
に
、「
泡
」
と
言
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
認
識
の
な
い
「
お
父
さ
ん
の

蟹
」
と
の
会
話
や
「
十
二
月
」
の
成
長
し
た
「
蟹
の
子
供
ら
」
の
言

い
争
い
の
中
に
は
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
が
幼
児
語
で
あ
る
証
明
と
し
て
も
う
一
つ
。

「
蟹
の
子
供
ら
」
の
会
話
で
「
そ
れ
な
ら
な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
わ
ら
っ

た
の
。」「
知
ら
な
い
。」、「
そ
れ
な
ら
な
ぜ
殺
さ
れ
た
。」「
わ
か
ら
な

い
。」、「
お
魚
は
な
ぜ
あ
あ
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
。」「
何
か
悪
い

こ
と
を
し
て
る
ん
だ
よ
」「
と
っ
て
る
ん
だ
よ
。」、「
と
っ
て
る
の
。」

「
う
ん
。」、
と
い
う
一
連
の
会
話
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
話
、
漠

然
と
し
た
内
容
で
何
も
具
体
的
な
話
は
し
て
な
い
が
、
な
ぜ
か
通
じ

合
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
所
に
も
、
大
人
に
は
理
解
し
が
た
い
世
界

に
い
る
幼
児
の
精
神
世
界
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、「
蟹
の
子
供
ら
」
が
「
も
う
よ
ほ
ど
大
き
く
な
っ
た
」

「
十
二
月
」
に
は
、「
蟹
の
子
供
ら
」
は
「
五
月
」
の
と
き
と
同
じ
よ

う
に
泡
を
吐
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
し
っ
か
り
と
意
識
を
持
っ
て

「
泡
く
ら
べ
」
を
し
て
競
い
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
「
ク

ラ
ム
ボ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
一
つ
も
出
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
成
長

し
て
大
人
に
近
く
な
っ
た
「
蟹
の
子
供
ら
」
の
認
識
は
、「
泡
」
は

「
泡
」
で
あ
っ
て
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
で
は
な
い
。
こ
れ
は
「
蟹
の
子

供
ら
」
が
「
幼
児
語
」
で
あ
る
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
子
供
じ
み
た
言

葉
で
使
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
二
疋
が
成
長
し
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」

の
認
識
が
な
く
な
り
、
使
え
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
は
、

二
疋
が
成
長
し
た
こ
と
に
よ
り
、
幼
い
時
と
は
そ
の
精
神
世
界
が
変

わ
っ
て
し
ま
い
、
今
ま
で
見
え
て
い
た
も
の
が
見
え
な
く
な
り
、
彼
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ら
の
世
界
認
識
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

も
し
仮
に
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
が
水
中
の
生
き
物
だ
と
す
る
と
、
な

ぜ
、「
十
二
月
」
の
場
面
に
一
つ
も
出
て
こ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
生

き
物
の
幼
生
と
し
て
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
以
外
の
微
生
物
が
多
少
な
り
と
も
い
る
は
ず
で
、
幾
ら
活
性
が

鈍
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
な
い
か
ら
、

余
り
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
「
泡
」
だ

と
す
る
と
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
は
呼
ば
れ
て
は
い
な
い
が
「
泡
」
と

し
て
「
五
月
」
と
同
じ
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
。
こ
う
考
え
る
と
、

と
て
も
自
然
で
整
合
性
の
あ
る
展
開
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
生
き
物
に
対
す
よ
う
な
発
言
で
あ
る
が
、
純
粋
な
心
を

持
っ
た
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
に
は
、「
泡
」
が
生
き
物
の
よ
う
に
見

え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
泡
」
だ
け
で
な
く
、
こ

の
「
日
光
の
黄
金
」
が
降
り
注
ぐ
、「
光
の
あ
み
」
に
包
ま
れ
た
川
の

中
の
光
景
は
、
五
月
の
暖
か
い
日
差
し
に
包
ま
れ
た
「
命
」
の
世
界

の
よ
う
に
見
え
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
「
生
」
を
感
じ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
自
分
た
ち
の
口
か

ら
出
す
こ
と
の
で
き
る
「
泡
」
も
、
自
然
界
の
存
在
す
る
「
泡
」
も
、

幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
に
は
、
大
人
の
蟹
や
人
間
に
は
分
か
ら
な
い

「
命
を
宿
し
た
『
ク
ラ
ム
ボ
ン
』」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
日

光
の
黄
金
」
が
降
り
注
ぐ
「
光
の
あ
み
」
に
包
ま
れ
た
美
し
く
温
か

い
世
界
で
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
躍
動
し
て
見
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
う
し
た
子
供
に
し
か
見
え
な
い
世
界
、
大
人
に
は
分
か
ら

な
い
精
神
世
界
を
描
い
た
作
品
は
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
美
し
い

純
粋
な
精
神
世
界
に
い
る
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
に
は
、
五
月
の
日

の
光
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
キ
ラ
キ
ラ
し
な
が
ら
上注

5

が
っ
て
い
く
自
分

達
の
吐
い
た
泡
が
、
大
い
に
興
味
を
そ
そ
る
不
思
議
な
生
き
物
に
見

え
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
十
二
月
に
は

い
な
い
が
五
月
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
「
ア
メ
ン
ボ
」
な
ど
の
生
き
物

だ
と
す
る
と
、
仲
間
が
「
魚
」
に
食
べ
ら
れ
た
後
に
何
事
も
な
か
っ

た
か
の
よ
う
に
、
ま
た
、
集
ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
当
に
命

や
意
識
が
あ
る
生
き
物
な
ら
ば
、
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
う
か
、
も
う

少
し
離
れ
た
別
の
場
所
に
集
ま
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
蟹
の
兄

弟
の
会
話
も
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
怒
つ
て
い
る
よ
」
と
か
、「
泣
い
て

い
る
よ
」
と
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
で
は
、

表
情
や
感
情
の
な
い
無
機
質
な
も
の
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
解
答
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
蟹
の
子
供
ら
は
も
う
よ
ほ

ど
大
き
く
な
り
、
底
の
景
色
も
夏
か
ら
秋
の
間
に
す
つ
か
り
変
」
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
「
泡
」
の

「
幼
児
語
」
で
あ
り
、
童
話
『
や
ま
な
し
』
全
体
が
「
蟹
の
子
供
ら
」

の
目
を
通
し
て
見
え
た
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
す
っ
か
り
成

長
し
た
「
蟹
の
子
供
ら
」
に
見
え
な
く
な
っ
た
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
、

「
十
二
月
」
に
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
変
わ
っ
た
も
の
は
「
蟹
の
子
供
ら
」
だ
け
で
な
く
、
川
の

底
の
様
子
も
春
か
ら
秋
へ
と
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
月
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日
の
流
れ
と
そ
れ
に
伴
う
自
然
の
変
化
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

西
郷
竹
彦
以
外
は
、
こ
れ
で
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
と
い
う
言
葉
が

「
十
二
月
」
の
場
面
で
出
て
こ
な
い
証
明
と
し
て
き
た
が
、
西
郷
は

「
前
掲
載
書
」
で
あ
る
『
増
補　

宮
澤
賢
治
「
や
ま
な
し
」
の
世
界
』

の
中
で
、「
十
二
月
」
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
の
「
泡
く
ら
べ
」
の
様
子

を
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　

幼
い
蟹
の
子
供
ら
の
、
ま
っ
た
く
他
愛
も
な
い
、
ほ
ほ
笑
ま

し
い
情
景
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
、
蟹
の
子
供
ら
の
会
話
に
注
意

を
向
け
て
い
な
い
の
も
、
こ
の
よ
う
な
他
愛
な
い
情
景
と
い
う

捉
え
方
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。〈
中
略
〉

　

し
か
し
、
こ
こ
で
よ
く
知
ら
れ
た
賢
治
の
童
話
「
ど
ん
ぐ
り

と
山
猫
」
の
次
の
場
面
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

こ
こ
で
西
郷
は
、
自
分
本
位
で
俗
物
な
大
差
の
な
い
も
の
同
士
の

「
ど
ん
く
り
」
が
「
ど
っ
ち
が
立
派
か
、
誰
が
一
番
偉
い
か
」
と
言
い

争
い
を
す
る
様
子
を
取
り
上
げ
、
ま
さ
に
「
ど
ん
ぐ
り
の
背
く
ら
べ
」

と
言
い
放
ち
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
こ
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
は
言
っ

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
西
郷
は
最
後
に
、

　
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
の
ど
ん
ぐ
り
ど
も
も
、「
や
ま
な
し
」

の
蟹
の
子
供
ら
も
、
い
ず
れ
も
〈
十
重
禁
戒
〉
の
〈
不
自
讃
毀

他
戒
〉
に
相
当
す
る
〈
悪
〉
を
お
か
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
言
い
、
仏
教
思
想
か
ら
「
蟹
の
子
供
ら
」
が
成
長
と
共
に
、
世
俗

と
欲
得
に
染
ま
り
、「
煩
悩
」
か
ら
生
じ
る
「
業
」
を
背
負
っ
た
存
在

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
捉
え
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
蟹
の
幼
児
語
と
す

る
見
解
の
ま
と
め
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
西
郷
は
も
う
一
つ
の
意
味
の
分
か
ら
な
い
賢
治
の
造
語

「
イ
サ
ド
」
に
つ
い
て
、「
か
に
の
兄
弟
」
の
心
を
満
足
さ
せ
る
よ
う

な
「
楽
し
い
所
」
と
考
え
て
い
る
。
教
科
書
『
国
語
六
』（
二
〇
二
〇

年
、
光
村
図
書
）
の
脚
注
に
は
、「
イ
サ
ド
」
に
つ
い
て
、「
作
者
が

想
像
し
て
作
っ
た
町
の
名
前
。」
と
あ
る
。
論
者
も
、「
イ
サ
ド
」
に

関
し
て
は
、
教
科
書
の
脚
注
と
西
郷
の
考
え
を
合
わ
せ
て
、
単
な
る

「
町
の
名
前
」
で
は
な
く
、
一
歩
深
め
て
、
定
期
的
に
「
市
」
が
開
か

れ
る
「
町
の
名
前
」、
ま
た
は
、
今
で
い
う
所
の
イ
ベ
ン
ト
広
場
の
よ

う
な
「
場
所
の
名
前
」
だ
と
考
え
て
い
る
。
昔
の
市
場
は
、
物
の
売

り
買
い
だ
け
で
な
く
、
見
世
物
な
ど
の
娯
楽
施
設
の
よ
う
な
所
で
、

成
長
し
た
「
蟹
の
子
供
ら
」
の
好
奇
心
を
刺
激
す
る
、
ど
う
し
て
も

行
き
た
い
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

た
だ
し
、
論
者
は
西
郷
の
よ
う
に
、
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
の
成

長
を
、「
煩
悩
へ
の
堕
落
」
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、『
や
ま
な
し
』

を
「
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
中
葉
」
の
読
者
を
対
象
と
し
た
童
話
だ
と
捉

え
、
賢
治
自
身
が
、「
蟹
の
子
供
ら
」
の
成
長
を
素
直
に
喜
ん
で
い
る

と
見
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
幼
児
期
の
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他
者
か
ら
守
ら
れ
た
「
内
の
世
界
」
か
ら
、
自
立
し
た
大
人
の
「
外

の
世
界
」
へ
の
門
出
の
よ
う
な
も
の
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
が
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
が
十
二
月
の
場
面
に
い
な
い
も

う
一
つ
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
と
論
者
は
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

従
来
か
ら
あ
る
成
長
し
て
「
幼
児
語
」
で
あ
る
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を

使
わ
な
く
な
っ
た
と
す
る
の
で
は
な
く
、
成
長
し
た
こ
と
で
、
幼
い

頃
に
見
え
た
精
神
世
界
の
も
の
が
認
識
で
き
な
く
な
っ
て
「
幼
児
語
」

で
あ
る
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え

て
お
り
、
若
干
の
違
い
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
は
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
に
し
か
理
解

し
得
な
か
っ
た
精
神
世
界
の
言
葉
だ
っ
た
た
め
に
、
成
長
し
た
「
蟹

の
子
供
ら
」
は
「
十
二
月
」
の
場
面
で
は
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
認
識

が
な
く
な
り
、
大
人
の
お
父
さ
ん
蟹
と
同
じ
「
泡
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
、
普
通
に
会
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は

成
長
と
共
に
「
蟹
の
子
供
ら
」
が
純
粋
な
心
を
失
い
、
川
の
中
の

「
黄
金
の
あ
み
」
や
「
月
の
光
」
に
包
ま
れ
た
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
始

め
と
す
る
命
の
き
ら
め
き
が
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
お
り
、
一
見
残
念
な
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
は
新
し
い
大
人
の
世
界
の
始
ま
り
を
意
味

し
、
新
た
な
る
門
出
の
予
兆
で
も
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
賢
治
が
書

い
た
「
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
中
葉
」
の
読
者
へ
の
童
話
た
る
所
以
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、「
や
ま
な
し
」
の
本
当
の
意
味

　

で
は
、
作
品
の
題
名
に
も
な
っ
た
「
や
ま
な
し
」
の
意
味
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
で
、
童
話
『
や
ま
な
し
』
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、「
十
二
月
」
の
幻
灯
の
場
面
の
最
後
に
し
か
出
て
こ
な
い

「
や
ま
な
し
」
が
、
な
ぜ
題
名
な
の
か
、
と
い
う
誰
も
が
懐
く
根
本
的

な
疑
問
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
や
ま
な
し
」
は
、「
そ
の
と
き
、
ト
ブ
ン
。」
と
、
突
然
、
天
井
か

ら
落
ち
て
き
て
い
る
。
今
ま
で
の
経
験
か
ら
、「
蟹
の
子
供
ら
」
も
読

み
手
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
も
「
か
わ
せ
み
」
を
予
想
す
る
が
、
そ
れ

に
反
し
て
、
今
ま
で
一
度
も
登
場
し
た
こ
と
の
な
い
「
や
ま
な
し
」

の
突
然
の
登
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、「
突
然
の
登
場
」
と
言
っ
た
が
、「
や
ま
な
し
」
は
こ
こ

で
初
め
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
や
ま
な
し
」
は
、

「
か
わ
せ
み
」
と
違
っ
て
、
ど
こ
か
ら
か
突
然
、
飛
ん
で
来
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
元
々
「
や
ま
な
し
」
は
、
ず
っ
と
、
蟹
の
親

子
が
住
ん
で
い
る
川
の
天
井
の
上
で
、
川
の
住
人
た
ち
と
は
関
係
な

し
に
、
静
か
に
存
在
し
て
お
り
、
た
だ
、
こ
の
幻
灯
の
画
角
か
ら
外

れ
た
所
に
存
在
し
て
映
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
結
果
的
に
、

話
の
中
で
は
最
後
に
し
か
出
て
こ
な
い
「
や
ま
な
し
」
で
あ
る
が
、

「
蟹
の
子
供
ら
」
が
住
ん
で
い
る
川
底
の
上
に
い
つ
も
存
在
し
、「
五

月
」
の
幻
灯
の
場
面
で
も
、「
十
二
月
」
の
幻
灯
の
場
面
で
も
、
た
だ
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作
品
の
文
字
の
中
に
描
か
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
ず
っ
と
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
な
っ
て
「
ト
ブ
ン
」
と
突
然
、

川
底
に
登
場
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
『
や
ま
な
し
』
の
解
釈
は
、
五
月
か
ら
の
「
や
ま
な

し
」
の
存
在
に
つ
い
て
あ
ま
り
言
及
し
な
い
で
、「
五
月
」
の
場
面
を

「
生
存
競
争
」
ま
た
は
「
食
物
連
鎖
」
と
言
え
る
「
生
の
営
み
」
を
受

け
て
、『
や
ま
な
し
』
の
主
題
を
「
生
と
死
の
対
比
」
や
「
自
己
犠

牲
」
と
し
て
き
た
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
や
ま
な
し
」
を
自
然
の
恵
み
や
秋
の
豊
穣
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
見

方
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
魚
」
や
「
か
わ
せ
み
」
な
ど
、
多
く
の
生
き
物
が
他
者

を
捕
食
し
な
け
れ
ば
、
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、

動
物
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
の
宿
命
で
あ
る
。
田注

8

中
瑩
一
は
、

「
宮
澤
賢
治
の
『
花
鳥
童
話
』
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
主
題
の
構
造
と
展

開
」（
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
十
五
巻
）

の
中
で
、『
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
』
を
テ
ク
ス
ト
に
し
て
、

た
し
か
に
生
存
競
争
の
過
程
に
み
ら
れ
る
慢
心
、
欺
瞞
、
殺
戮

の
現
象
―
基
本
的
に
は
生
き
も
の
が
自
己
の
生
命
を
保
つ
た
め

に
他
の
生
命
を
糧
と
せ
ざ
る
を
得
ぬ
と
い
う
事
実
（
以
下
本
稿

で
は
こ
の
事
実
を
「
生
存
罪
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
と
の
格

闘
が
賢
治
の
生
涯
に
わ
た
る
重
要
な
創
作
上
の
モ
チ
ー
フ
の
一

つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
こ
の
作
品
に
も
、
必
要
以

上
に
他
の
生
命
を
奪
う
行
為
（
特
に
「
蜘
蛛
の
章
」）
や
、
悪
辣

に
他
を
あ
ざ
む
い
て
生
命
を
奪
う
行
為
（
特
に
「
ま
ね
く
ぢ
」

と
「
狸
」
の
章
）
が
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
述
べ
、
生
き
物
の
自
ら
の
命
を
長
ら
え
る
た
め
の
捕
食
の
営
み
を

「
生
存
罪
」
と
呼
び
、
宮
澤
賢
治
の
初
期
の
童
話
作
品
群
は
、
こ
の

「
生
存
罪
と
そ
の
超
克
」
を
テ
ー
マ
に
書
か
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
生
存
罪
」
を
強
く
意
識
し
、
悲
し
ん
で
い
る
の
が
『
よ

だ
か
の
星
』
の
「
よ
だ
か
」
で
あ
る
。
作
中
「
よ
だ
か
」
は
自
分
が

生
き
長
ら
え
る
た
め
に
、
何
の
罪
や
落
ち
度
の
な
い
「
羽
虫
」
を
食

べ
る
こ
と
に
罪
悪
感
を
持
ち
、「
何
も
食
べ
な
い
」
で
い
よ
う
と
考
え

る
場
面
が
あ
る
。
そ
う
考
え
て
い
る
最
中
に
、
口
の
中
に
入
っ
て
き

た
「
甲
虫
」
を
食
べ
悲
し
ん
で
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
や
ま
な
し
」
を
「
生
存
罪
を
超
克
し
た
存
在
」
と
し
、「
五
月
」
を

「
生
存
罪
の
世
界
」
と
位
置
づ
け
、「
十
二
月
」
を
「
生
存
罪
を
超
克

し
た
世
界
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

論
者
も
童
話
『
や
ま
な
し
』
を
「
蟹
の
親
子
を
始
め
と
す
る
川
の

中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
『
生
の
営
み
』
と
、
そ
れ
は
無
関
係
に
存
在

し
、
静
か
に
生
を
全
う
す
る
『
や
ま
な
し
』
を
描
い
た
作
品
」
と
し
、

作
品
の
主
題
を
「
理
想
の
生
」
と
考
え
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
や
ま

な
し
」
の
実
は
熟
し
て
落
ち
て
き
た
が
、「
や
ま
な
し
」
の
木
（
本

体
）
は
、
山
の
上
で
川
の
辺
に
存
在
し
、
今
な
お
生
き
て
お
り
、「
や

ま
な
し
」
の
木
自
身
に
は
何
の
変
化
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、



─　　─24

最
後
の
場
面
で
、
そ
の
実
を
木
か
ら
川
へ
落
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
従
来
の
解
釈
の
中
に
あ
っ
た
「
自
己
犠
牲
」
で
は
な
く
、
生
物
学

的
に
見
れ
ば
、「
種
の
保
存
」
の
た
め
の
行
動
で
あ
り
、「
自
己
の
保

全
」
の
た
め
の
営
み
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
犠
牲
」
と
い
う
の
は
、

「
何
ら
か
の
意
志
で
他
者
を
助
け
る
た
め
に
、
そ
の
身
を
犠
牲
に
す
る

行
為
」
の
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
自
分
自

身
の
意
志
」
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
「
自
己
犠
牲
」
で
あ
る
し
、「
自

分
の
意
志
で
は
な
い
他
者
」
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま

「
犠
牲
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
田
中
瑩
一
は
、『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
と
『
や
ま

な
し
』
を
対
比
し
な
が
ら
、

　
「
待
て
待
て
、
も
う
二
日
ば
か
り
待
つ
と
ね
、
こ
い
つ
は
下
へ

沈
ん
で
来
る
、」
と
「
父
蟹
」
が
言
う
。
こ
の
一
節
は
「
な
め
と

こ
山
の
熊
」
に
お
い
て 

〝
し
残
し
た
仕
事
が
あ
る
か
ら
二
年

待
っ
て
く
れ
、
二
年
待
っ
た
ら
お
ま
へ
の
家
の
前
で
死
ん
で
ゐ

て
や
る
、
毛
皮
も
胃
袋
も
や
る
か
ら
〞
と
約
束
す
る
熊
の
姿
に

つ
な
が
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
や
ま
な
し
」
が

沈
ん
で
来
た
ら
食
べ
る
か
と
い
う
と
ま
だ
食
べ
な
い
。

　
「
そ
れ
か
ら
ひ
と
り
で
に
お
い
し
い
お
酒
が
で
き
る
か
ら
、
さ

あ
、
も
う
帰
つ
て
寝
や
う
、
お
い
で
。」

と
言
う
。「
ひ
と
り
で
に
お
い
し
い
お
酒
が
で
き
る
」
ま
で
待
つ

と
い
う
、
即
ち
生
命
を
貰
う
相
手
が
完
全
に
充
足
し
、
完
全
に

燃
焼
す
る
ま
で
待
っ
て
相
手
が
満
ち
足
り
て
そ
の
生
命
を
こ
ち

ら
に
渡
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
、
し
か
る
の
ち
そ
の
生
を
貰

う
、
こ
う
い
う
関
係
に
な
っ
た
と
き
「
生
存
罪
」
は
超
克
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

と
、「
生
存
罪
」
の
「
超
克
」
に
は
、
生
を
貰
う
相
手
の
完
全
燃
焼
に

よ
る
充
足
と
同
意
が
不
可
欠
と
し
て
い
る
。
確
か
に
『
な
め
と
こ
山

の
熊
』
に
お
い
て
は
、
命
を
貰
う
相
手
の
充
足
と
同
意
を
得
て
い
る

が
、「
や
ま
な
し
」
の
場
合
も
同
じ
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
意
思

を
持
っ
た
動
物
と
意
識
さ
え
な
い
植
物
の
木
の
実
で
は
、
少
し
異
な

る
と
思
う
。
た
だ
、
賢
治
の
童
話
の
中
に
は
、『
な
め
と
こ
山
の
熊
』

や
『
気
の
い
い
火
山
弾
』
な
ど
の
よ
う
に
、
話
が
で
き
る
動
物
や
植

物
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
生
き
物
で
は
な
い
川
や
石
な
ど
の
自
然
物
で

さ
え
、
意
思
を
持
っ
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
出
て
く
る
。『
気

の
い
い
火
山
弾
』
で
は
、
登
場
し
て
く
る
人
間
は
そ
の
こ
と
に
は
一

切
気
付
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
童
話
『
や
ま
な
し
』
の
無
自
覚
な

「
や
ま
な
し
」
で
は
、
受
け
手
側
の
認
識
、
心
の
有
り
様
に
よ
っ
て
捉

え
方
が
違
っ
て
く
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
与
え
る
も

の
と
与
え
ら
れ
る
も
の
と
い
う
、
双
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
、
相
互
関
係

は
存
在
せ
ず
、
蟹
の
親
子
か
ら
見
れ
ば
、「
喜
び
」
や
「
幸
い
」
を
も

た
ら
す
有
難
い
存
在
で
、「
や
ま
な
し
」
か
ら
見
れ
ば
、
自
然
な
営
み

で
し
か
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、「
や
ま
な
し
」
の
行
為
、
ま

た
は
そ
の
現
象
は
、
日
常
の
「
生
の
営
み
」、
通
常
こ
と
な
の
で
あ
り
、
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結
果
的
に
「
や
ま
な
し
」
の
落
と
し
た
実
が
、
蟹
の
親
子
を
始
め
と

す
る
「
他
者
」
に
「
喜
び
」
や
「
幸
い
」
を
も
た
ら
し
た
に
過
ぎ
ず
、

恣
意
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
来
年
も
再
来
年
も
「
や
ま
な
し
」

の
木
が
枯
れ
な
い
限
り
、
花
を
咲
か
せ
、
実
を
付
け
る
こ
と
を
繰
り

返
し
、
蟹
の
親
子
を
始
め
、
周
り
の
生
き
物
に
喜
び
を
与
え
、
た
と

え
枯
れ
た
と
し
て
も
、
ま
た
別
の
「
や
ま
な
し
」
が
他
者
に
「
喜
び
」

や
「
幸
い
」
を
与
え
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
重
要
に
な
る
こ
と
は
、「
生
の
営
み
」
の
違
い
で
あ
る
。
こ

の
作
品
の
中
に
登
場
し
て
く
る
「
か
わ
せ
み
」
も
「
や
ま
な
し
」
も

突
然
、
天
井
か
ら
落
ち
て
き
て
、「
蟹
の
子
供
ら
」
を
驚
か
せ
る
と
こ

ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
「
恐
怖
」
を
残
す
「
か
わ

せ
み
」
と
、「
喜
び
」
を
も
た
ら
す
「
や
ま
な
し
」
は
、
全
く
違
う
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
存
在
の
ど
ち
ら
を
作
者

宮
澤
賢
治
が
重
要
視
し
た
か
は
、
題
名
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
、「
や
ま

な
し
」
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
違
い
は
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
、「
か
わ
せ
み
」
は
、
自
ら
が
生
き
な
が
ら
え
る
た
め
に
食
料
と
な

る
「
魚
」
を
捕
食
し
、
そ
の
光
景
を
見
た
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
に

恐
怖
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
一
方
、「
や
ま
な
し
」
は
、
五
月
頃
に
誰

に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
花
を
咲
か
せ
、
や
が
て
、
実
を
付
け
、
十

二
月
に
川
へ
実
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
落
ち
た
実
も
や

が
て
「
お
酒
」
に
な
り
、
蟹
の
親
子
を
含
め
た
周
り
の
者
に
「
喜
び
」

や
「
幸
い
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
や
ま
な
し
」
は
、
そ

の
花
を
咲
か
せ
、
結
実
し
、
実
を
落
と
す
ま
で
の
中
で
、
自
ら
が
生

き
長
ら
え
る
た
め
に
他
者
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
だ
け

の
力
で
生
を
全
う
し
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
や
ま
な
し
」
の

「
生
」
は
、
他
者
に
一
切
頼
る
こ
と
の
な
く
自
分
自
身
の
力
だ
け
で

「
生
」
を
全
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、「
自
己
で
完
結
し
て

い
る
生
」（
自
己
完
結
の
生
）
と
い
え
よ
う
。
こ
の
生
き
方
は
、
他
の

登
場
人
物
で
あ
る
「
魚
」
や
「
か
わ
せ
み
」
の
よ
う
に
、
他
者
を
犠

牲
に
す
る
こ
と
で
自
ら
が
生
き
長
ら
え
る
「
業
」
を
背
負
う
生
き
方

と
は
、
全
く
違
う
生
き
方
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
田
中
瑩
一
は
「
生

存
罪
」
を
負
う
た
生
き
方
と
捉
え
て
い
る
。

　

一
方
、「
か
わ
せ
み
」
は
、「
幸
い
」
や
「
喜
び
」
を
も
た
ら
す
ど

こ
ろ
か
、「
魚
」
の
命
を
奪
い
、「
蟹
の
子
供
ら
」
に
恐
怖
を
与
え
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
生
き
方
は
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
者

の
多
く
が
す
る
生
き
方
で
、「
か
わ
せ
み
」
の
よ
う
に
、
他
者
を
犠
牲

に
し
て
自
ら
の
生
を
長
ら
え
る
「
自
分
だ
け
で
は
完
結
で
き
な
い
生
」

を
営
ん
で
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
童
話
『
や
ま
な
し
』
は
、
他
の
賢
治
作
品
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
、
み
ん
な
の
幸
せ
の
た
め
に
自
分
の
命
を
差
し
出
す

「
自
己
犠
牲
」
で
は
な
く
、「
や
ま
な
し
」
自
身
だ
け
で
「
自
己
完
結

す
る
生
」、「
至
高
の
生
」
の
有
り
様
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、「
や
ま
な
し
」
に
意
識
や
自
我
と

い
っ
た
も
の
が
な
い
の
だ
か
ら
、「
自
己
犠
牲
」
自
体
が
成
立
し
て
い

な
い
。
つ
ま
り
、「
や
ま
な
し
」
は
、「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
や
「
魚
」
の
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よ
う
に
自
己
を
犠
牲
に
し
た
り
、「
魚
」
や
「
か
わ
せ
み
」
の
よ
う
に

他
者
を
犠
牲
に
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
自
身
の
力
だ
け
で

生
を
営
み
、
自
己
の
保
全
の
た
め
に
行
っ
た
無
自
覚
な
行
為
が
、
結

果
的
に
周
り
の
者
に
「
喜
び
」
や
「
幸
い
」
を
結
果
的
に
も
た
ら
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
自
覚
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
体
で
あ

り
、
そ
の
無
理
の
な
い
生
の
営
み
こ
そ
、
賢
治
の
求
め
て
い
た
理
想

の
生
き
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
賢
治
の
理
想
と
す
る
生
き
方
か
ら
見
た
「
無
意
識
」「
無
自

覚
」
の
行
為
に
つ
い
て
、
賢
治
が
花
巻
農
学
校
在
職
時
の
一
九
二
六

年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
岩
手
県
が
農
学
校
を
利
用
し
て
開
設

し
た
岩
手
国
民
高
等
学
校
（
常
設
の
学
校
で
は
な
く
、
農
村
指
導
者

を
養
成
す
る
た
め
の
集
合
講
座
）
の
講
師
を
務
め
た
折
に
行
っ
た
講

義
用
に
作
成
し
た
文
章
と
さ
れ
る
『
農
民
芸
術
概
論
綱
要
』
の
「
農

民
芸
術
の
創
作
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
い
か
に
着
手
し
い
か
に
進
ん
で
行
っ
た
ら
い
い
か
…
…

　

世
界
に
対
す
る
大
な
る
希
願
を
ま
づ
起
せ

　

強
く
正
し
く
生
活
せ
よ　

苦
難
を
避
け
ず
直
進
せ
よ

　

感
受
の
後
に
模
倣
理
想
化
冷
く
鋭
き
解
析
と
熱
あ
り
力
あ
る

綜
合
と

　

諸
作
無
意
識
中
に
潜
入
す
る
ほ
ど
美
的
の
深
と
創
造
力
は

〔
加
〕
は
る

　

機
に
よ
り
興
会
し
胚
胎
す
れ
ば
製
作
心
象
中
に
あ
り

　

練
意
了
っ
て
表
現
し　

定
案
成
れ
ば
完
成
せ
ら
る

　

無
意
識
〔
部
〕
か
ら
溢
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
多
く
無
力
か

詐
偽
で
あ
る

　

こ
こ
で
賢
治
は
、
受
講
者
で
あ
る
農
業
青
年
達
に
対
し
、「
無
意
識

〔
部
〕
か
ら
溢
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
多
く
無
力
か
詐
偽
で
あ
る
」
と
、

作
為
的
な
行
為
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、「
や
ま
な

し
」
の
不
作
為
の
行
為
に
込
め
ら
れ
た
賢
治
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
か
ら
、
最
後
に
「
や
ま
な
し
」
の
こ
の
よ
う
な
生
の
営
み
、
存

在
の
大
き
さ
や
尊
さ
を
強
調
す
る
よ
う
に
、「
波
は
い
よ
い
よ
青
じ
ろ

い
焔
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
あ
げ
ま
し
た
、
そ
れ
は
又
金
剛
石
の
粉
を
は
い

て
ゐ
る
や
う
で
し
た
。」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
も
賢

治
の
「
や
ま
な
し
」
の
生
き
方
や
存
在
に
対
す
る
特
別
な
思
い
、
聖

な
も
の
に
対
す
る
崇
拝
や
畏
敬
の
念
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
や
ま
な
し
」
の
「
自
己
完
結
す
る
生
」
こ
そ

が
、
賢
治
が
探
し
求
め
て
い
た
理
想
と
す
る
生
き
方
に
近
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
や
ま
な
し
」
が
題
名
に

な
っ
て
い
る
童
話
『
や
ま
な
し
』
が
、「
生
の
在
り
方
」
や
「
生
の
営

み
」
を
モ
チ
ー
フ
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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五
、「
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
中
葉
」
に
捧
ぐ
『
や
ま
な
し
』

　

で
は
、
最
後
に
、
賢
治
が
読
ん
で
も
ら
お
う
と
し
た
読
者
に
対
す

る
賢
治
の
思
い
か
ら
、『
や
ま
な
し
』
を
も
う
一
度
検
証
し
て
み
る
こ

と
に
す
る
。
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
賢
治
は
、『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話　

注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
広
告
文
の
中
で
、「
少
年
少
女
期
の
終
り
頃

か
ら
、
ア
ド
レ
ツ
セ
ン
ス
中
葉
に
對
す
る
一
つ
の
文
学
」
と
述
べ
、

読
者
を
子
供
期
を
終
え
る
こ
ろ
か
ら
思
春
期
を
経
た
青
年
期
中
頃
の

人
物
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
賢
治
が
稗
貫
郡
立
稗
貫
農
学
校

（
翌
年
に
岩
手
県
立
花
巻
農
学
校
へ
改
称
）
で
教
師
と
し
て
生
徒
に
教

え
よ
う
と
し
た
こ
と
、
教
師
を
辞
め
て
「
本
当
の
百
姓
」
に
な
っ
て

一
緒
に
貧
し
い
農
家
を
救
お
う
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
羅
須
地
人
協

会
を
設
立
し
、
農
家
の
若
者
た
ち
を
集
め
て
科
学
的
農
業
や
娯
楽
な

ど
を
教
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
対
象
設
定
に
賢
治
の
思

い
や
願
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

人
は
子
供
時
代
か
ら
思
春
期
・
青
年
期
を
経
て
大
人
へ
と
成
長
す

る
が
、
そ
の
中
で
自
分
の
夢
や
希
望
に
向
か
っ
て
突
き
進
も
う
と
す

る
と
き
に
、
多
少
の
差
は
あ
る
も
の
の
誰
も
が
人
生
の
荒
波
に
揉
ま

れ
た
り
、
厚
い
壁
に
遮
ら
れ
た
り
し
て
、
悩
ん
だ
り
苦
し
ん
だ
り
す

る
は
ず
で
あ
る
。
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
掲
載
童
話
で

は
な
い
が
、
同
時
期
に
成
立
し
た
『
や
ま
な
し
』
の
「
蟹
の
子
供
ら
」

も
、「
五
月
」
幼
少
期
の
純
粋
で
素
直
な
心
で
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
語

り
、
生
存
競
争
を
す
る
「
魚
」
や
「
か
わ
せ
み
」
に
対
し
て
、
単
純

に
恐
怖
心
を
懐
く
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
成
長
し
た
「
十
二
月
」
で
は
、

大
人
の
言
葉
を
使
い
、
希
望
に
満
ち
た
明
日
に
胸
を
弾
ま
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
大
人
に
な
る
と
見
え
て
く
る
現
実
世
界
で
は
、
子
供
の
頃

だ
と
恐
怖
心
を
懐
く
だ
け
で
後
は
父
親
に
守
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、

助
け
て
く
れ
る
も
の
も
な
く
、
自
分
の
力
だ
け
で
乗
り
越
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
五
月
」
の
魚
や
か
わ
せ
み
も
、
乗
り
越
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
で
あ
り
、
試
練
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
「
十
二
月
」
の
月
の
光
の
下
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
を
見

る
と
き
、「
蟹
の
子
供
ら
は
、
あ
ん
ま
り
月
が
明
る
く
水
が
き
れ
い
な

の
で
睡
む
ら
な
い
で
外
に
出
て
、
し
ば
ら
く
だ
ま
つ
て
泡
を
は
い
て

天
井
の
方
を
見
て
ゐ
ま
し
た
。」（『【
新
】
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
第

十
二
巻
本
編
』
一
二
八
頁　

筑
摩
書
房
）
と
い
う
様
子
も
、「
イ
サ

ド
」
へ
の
出
発
を
心
待
ち
に
し
て
眠
れ
ず
に
い
る
蟹
の
兄
弟
が
、
力

比
べ
を
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
こ
の
前
夜
こ
そ
、
見
方

を
変
え
る
と
、
閉
ざ
さ
れ
た
幼
児
期
の
世
界
か
ら
外
界
で
あ
る
大
人

の
世
界
へ
の
旅
立
ち
の
前
夜
で
あ
り
、「
イ
サ
ド
へ
の
父
親
の
誘い

ざ
な

い
」

は
、
大
人
の
世
界
へ
の
誘
い
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
そ
こ
へ
の
「
や
ま
な
し
」
の
突
然
の
登
場
で
あ
る
。「
や
ま
な

し
」
を
知
ら
な
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
に
は
、「
か
わ
せ
み
」（
恐
怖
）

に
思
え
た
が
、
父
親
の
助
言
で
「
や
ま
な
し
」（
喜
び
・
至
福
）
と
知

る
。
そ
し
て
、「
三
疋
」
で
追
い
か
け
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

立
派
に
成
長
し
、
大
人
の
社
会
へ
大
き
な
一
歩
を
進
め
よ
う
と
す
る

「
蟹
の
子
供
ら
」
に
対
す
る
「
天
か
ら
の
贈
り
物
」
と
考
え
ら
れ
な
い
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だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
月
明
か
り
の
水
の
中
」
を
、「
そ
の
い
い
に

お
い
で
い
つ
ぱ
い
」
に
し
た
「
や
ま
な
し
」
が
、「
二
日
」
経
て
ば

「
お
酒
」
に
な
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
大
人
へ
の
成
長
を
祝
う
「
祝
い

酒
」
か
、「
餞
の
お
酒
」
が
、
天
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。

　

こ
う
考
え
る
と
、
こ
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
と
同
じ
よ
う
な
「
少
年

少
女
期
の
終
り
頃
か
ら
、
ア
ド
レ
ツ
セ
ン
ス
中
葉
」
の
読
者
に
対
し

て
、「
五
月
」
の
幼
い
「
蟹
の
子
供
ら
」
か
ら
見
た
世
界
と
、
そ
れ
と

は
全
く
異
な
る
「
十
二
月
」
の
「
蟹
の
子
供
ら
」
を
取
り
巻
く
世
界
、

そ
し
て
、
彼
ら
を
優
し
く
導
く
蟹
の
父
親
を
示
す
こ
と
で
、
子
供
期

を
終
え
、
思
春
期
を
経
て
大
人
社
会
に
船
出
し
よ
う
と
す
る
者
や
大

人
社
会
の
障
害
で
試
練
を
味
わ
っ
て
い
る
者
達
へ
の
作
者
賢
治
か
ら

の
贈
り
物
（
指
針
を
示
し
た
も
の
）
が
、『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話　

注
文

の
多
い
料
理
店
』
で
あ
り
、『
や
ま
な
し
』
で
あ
っ
た
と
思
え
て
な
ら

な
い
。六

、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
意
味
の
分
か
ら
な
い
造
語
の
代
表
で
あ
る
「
ク
ラ
ム

ボ
ン
」
や
「
や
ま
な
し
」
の
本
質
的
な
意
味
の
探
究
を
端
緒
に
、
童

話
『
や
ま
な
し
』
に
込
め
ら
れ
た
作
者
、
宮
澤
賢
治
の
思
い
や
願
い

を
紐
解
こ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結
果
、「
や
ま
な
し
」
自
体
の
生
き
方

が
、
自
分
の
意
志
で
我
が
身
を
犠
牲
に
し
、
他
者
を
助
け
る
「
自
己

犠
牲
」
の
象
徴
で
は
な
く
、
自
然
体
で
自
己
の
生
の
営
み
を
行
う
も

の
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
中
で
他
者
を
傷
つ
け
た
り
、
命
を
奪
っ
た

り
す
る
こ
と
な
く
、
花
を
付
け
実
を
落
と
し
、
そ
の
実
も
た
だ
朽
ち

果
て
る
の
で
は
な
く
、
川
に
落
ち
た
後
も
「
お
酒
」
と
な
っ
て
、
最

後
の
最
後
ま
で
他
者
に
「
喜
び
」
や
「
幸
い
」
を
も
た
ら
す
、「
自
己

完
結
す
る
生
」
と
言
え
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
自
己

完
結
し
、
他
者
に
喜
び
や
幸
い
を
も
た
ら
す
生
の
営
み
こ
そ
、
宮
澤

賢
治
が
理
想
と
し
た
生
き
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
や
ま
な

し
」
は
、
立
派
に
成
長
し
大
人
社
会
に
出
向
い
て
い
く
蟹
の
子
供
ら

（
少
年
少
女
期
の
終
り
頃
か
ら
、
ア
ド
レ
ツ
セ
ン
ス
中
葉
）
に
対
す
る

「
天
か
ら
の
贈
り
物
」
で
あ
り
、「
祝
い
酒
」「
餞
の
お
酒
」
で
も
あ
っ

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
宮
澤
賢
治
は
、
川
の
底
の
世

界
を
映
し
出
し
た
二
つ
の
幻
灯
と
し
て
、
私
た
ち
に
見
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

な
お
、
宮
澤
賢
治
の
作
品
や
資
料
の
引
用
は
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治

全
集
』（
筑
摩
書
房
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
ル
ビ
は
割
愛
し
て
い
る
。

注
1　

大
修
館
書
店
二
〇
一
九
。

注
2　

横
山
信
幸
「
教
材
『
や
ま
な
し
』（
宮
沢
賢
治
）
の
意
義
を
問
う
」

（『
日
本
文
学
』
65
巻
1
号
二
〇
一
六
）
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
教
材
研

究
や
授
業
実
践
の
歩
み
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
授
業

の
メ
イ
ン
で
は
な
い
も
の
の
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
の
解
釈
は
多
く
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、「
や
ま
な
し
の
正
体
」
と
共
に
確
定
し
た
も
の
は
な



─　　─29

い
。
そ
れ
故
、
多
く
の
授
業
者
や
学
習
者
か
ら
「
難
し
い
」「
分
か
ら

な
い
」
作
品
だ
と
さ
れ
て
き
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
有
名
な
実
践
と

し
て
は
、
白
石
範
孝
の
『
白
石
範
孝
集
大
成
の
授
業
「
や
ま
な
し
」

全
時
間
・
全
板
書
』（
東
洋
館
出
版
二
〇
一
六
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た

『
や
ま
な
し
』 
の
「
わ
か
ら
な
さ
」
を
軸
に
討
議
を
展
開
し
た
も
の
に

『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』（
一
九
八
六
・
五
）
の
「〈
共
同
討

議
〉
賢
治
童
話
を
読
む
」
が
あ
る
。

注
3　
『
論
究
日
本
文
学
』
18
号
一
九
六
二
・
六
。
こ
の
中
で
、
文
学
活
動

期
を
四
期
に
分
け
、
こ
の
頃
は
「
⑶　

大
正
十
年
九
月
―
十
四
年
」

の
三
期
、「
帰
宅
後
、
生
地
花
巻
の
農
学
校
に
奉
職
。」
の
時
代
と
し
、

農
学
校
の
生
徒
ら
を
想
定
し
て
精
力
的
に
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
る
、

時
代
と
し
て
い
る
。

注
4　

黎
明
書
房
二
〇
〇
七
。

注
5　
『
國
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
八
二
・
二
。

注
6　
『
賢
治
学
』
第
7
輯
二
〇
二
〇
。

注
7　
『
海
保
大
研
究
報
告
』
65
巻
1
号
1
二
〇
二
〇
・
一
二
。

注
8　
「
沢
蟹
が
泡
を
ふ
く
の
は
、
陸
に
上
が
っ
て
え
ら
の
水
分
を
保
つ
た

め
に
粘
性
の
泡
を
出
し
て
呼
吸
を
し
て
い
る
姿
で
あ
り
、
水
中
で
は

泡
は
吐
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」（
注
6
田
中
論
文
）。

注
9　
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）』
15
巻
一
九
八
一
。

（
廿
日
市
市
立
廿
日
市
中
学
校
教
諭
）


