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一

﹁
猫
﹂
が
今
か
ら
数
年
前
に
お
け
る
先
生
に
最
も
手
近
な
周
囲
を

描
い
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
三
四
郎
﹂
は
昨
今
の
周
囲
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
︒﹁
三
四
郎
﹂
が
面
白
い
の
は
主
と
し
て
こ
こ
に

あ
る
の
だ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
﹁
猫
﹂
と
﹁
三
四
郎
﹂
と
は
材
料
の

取
扱
の
上
に
多
少
の
相
違
は
あ
る
︒
形
式
の
上
か
ら
い
っ
て
も
︑

﹁
三
四
郎
﹂
は
﹁
猫
﹂
ほ
ど
無
責
任
に
は
で
き
て
い
な
い
︒
し
た
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が
っ
て
損
益
す
る
と
こ
ろ
は
有
る
だ
ろ
う
が
︑
先
生
に
親
炙
す
る

し
ん
し
ゃ

方
面
の
観
察
か
ら
成
っ
た
も
の
と
し
て
は
︑
数
あ
る
先
生
の
作
物

の
中
で
も
︑﹁
猫
﹂
と
﹁
三
四
郎
﹂
と
の
二
つ
を
挙
げ
ざ
る
を
得

な
い
︒

﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
の
猫
の
役
を
勤
め
る
も
の
は
︑﹁
三
四
郎
﹂

に
お
い
て
は
︑
福
岡
県
京
都
郡
真
崎
村
小
川
三
四
郎
と
い
う
︑
今

み
や
こ

年
熊
本
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
︑
東
京
の
文
科
大
学
へ
行
く
青

年
で
あ
る
︒
た
だ
し
三
四
郎
は
人
間
だ
か
ら
猫
ほ
ど
そ
の
存
在
を

無
視
せ
ら
れ
な
い
︒
三
四
郎
を
中
心
と
し
て
︑
も
し
く
は
だ
し
に

、
、

使
っ
て
︑
そ
の
周
囲
を
描
く
と
い
う
よ
り
は
︑
は
じ
め
て
東
京
と
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い
う
新
し
い
雰
囲
気
の
中
に
投
じ
ら
れ
た
三
四
郎
が
︑
そ
の
周
囲

ふ
ん
い

き

の
影
響
に
よ
っ
て
い
か
に
生
い
立
つ
か
を
描
い
た
も
の
と
い
う
ほ

お

う
が
可
い
︒

よ

﹁
三
四
郎
﹂
は
そ
の
中
へ
出
て
く
る
人
物
が
皆
三
人
称
で
書
か
れ

て
あ
る
︒
し
か
し
三
四
郎
の
出
な
い
幕
は
な
い
︒
三
四
郎
の
目
に

触
れ
耳
に
入
る
と
こ
ろ
だ
け
し
か
︑
こ
の
小
説
の
中
に
は
出
て
来

な
い
︒
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
一
人
称
で
書
か
れ
た
物
と
同
じ
よ
う

で
あ
る
が
︑作
者
は
あ
く
ま
で
三
四
郎
を
視
て
書
い
て
い
る
︑視
下

み

み
く
だ

し
て
書
い
て
い
る
︒三
四
郎
に
成
っ
て
書
い
て
い
る
の
で
は
無
い
︑

三
四
郎
の
心
持
も
書
い
て
は
あ
る
が
︑
そ
れ
は
三
四
郎
自
身
の
心
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持
と
し
て
出
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
三
四
郎
よ
り
は
ぐ
っ
と
偉
い

人
が
三
四
郎
の
心
持
ち
を
書
い
て
遺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
か

、
、
、
、
、
、

ら
三
四
郎
の
心
持
は
一
た
び
作
者
の
批
評
を
経
た
上
で
︑
間
接
に

読
者
の
頭
へ
映
ず
る
︒
こ
ん
な
場
合
に
は
︑
読
者
は
作
中
の
人
物

に
同
情
し
て
そ
れ
と
い
っ
し
ょ
に
成
ろ
う
と
す
る
よ
り
は
︑
む
し

ろ
作
者
と
い
っ
し
ょ
に
成
り
た
が
る
︒
ま
た
い
っ
し
ょ
に
成
り
た

が
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
極
端
に
言
え
ば
︑
読
者
は
作
者
と
い
っ
し

ょ
に
成
っ
て
︑
主
人
公
た
る
三
四
郎
を
愚
に
し
な
け
れ
ば
︑
こ
の

小
説
の
面
白
味
は
解
ら
な
い
と
言
っ
て
も
可
い
︒
例
え
ば
三
四
郎

わ
か

が
汽
車
の
中
で
広
田
先
生
に
出
逢
う
︒
広
田
さ
ん
が
三
四
郎
に
桃

で

あ
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を
喰
わ
せ
て
︑
桃
は
果
物
の
中
で
一
番
仙
人
め
い
て
る
と
言
う
︒

三
四
郎
は
は
じ
め
て
聞
く
説
だ
が
︑
随
分
詰
ら
な
い
事
を
言
う
人

だ
と
思
っ
た
と
あ
る
︒
こ
こ
で
も
し
読
者
が
三
四
郎
と
い
っ
し
ょ

に
成
っ
て
︑
真
実
に
広
田
先
生
を
詰
ら
な
い
と
思
う
よ
う
じ
ゃ
︑

︵
そ
ん
な
人
も
無
か
ろ
う
が
︶
こ
の
小
説
は
面
白
く
な
い
︒
詰
ら

な
い
と
い
う
三
四
郎
が
か
え
っ
て
詰
ら
な
く
見
え
る
く
ら
い
で
な

け
り
ゃ
い
け
な
い
︒
そ
の
少
し
後
の
と
こ
ろ
で
︑
広
田
さ
ん
が
﹁
お

互
い
に
憐
れ
だ
な
あ
﹂
と
日
本
人
を
貶
す
の
を
聞
い
て
︑
三
四
郎

け
な

と
い
っ
し
ょ
に
﹁
ど
う
も
日
本
人
じ
ゃ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
﹂

よ
う
じ
ゃ
︑
や
っ
ぱ
り
こ
の
小
説
は
面
白
く
な
い
︒
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二

こ
れ
で
見
れ
ば
︑﹁
三
四
郎
﹂
は
ど
う
し
て
も
悲
劇
に
成
り
よ

う
は
ず
は
な
い
︒
悲
劇
は
見
物
人
が
我
を
忘
れ
て
︑
全
く
主
人
公

の
中
へ
没
了
し
て
泣
い
た
り
︑
笑
っ
た
り
し
て
気
を
揉
む
よ
う
で

も

無
け
り
ゃ
成
ら
ぬ
︒
こ
う
し
て
上
か
ら
見
下
し
て
書
く
の
は
喜
劇

の
行
方
だ
ろ
う
が
︑
ま
さ
か
三
四
郎
は
喜
劇
じ
ゃ
な
い
︒﹁
猫
﹂

い
き
か
た

で
も
そ
の
材
料
を
純
粋
に
知
的
に
ば
か
り
取
扱
っ
た
も
の
じ
ゃ
無

い
︑
よ
ほ
ど
感
情
の
分
子
が
加
わ
っ
て
い
た
︒
一
面
か
ら
見
れ
ば
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滑
稽
で
も
︑
一
面
か
ら
見
れ
ば
真
面
目
に
考
え
さ
せ
た
︑
ユ
ー
モ

ま

じ

め

ア
の
作
品
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
﹁
三
四
郎
﹂
で
は
さ
ら
に
感
情
の

要
素
が
強
く
成
っ
た
も
の
と
思
え
ば
可
い
︒
今
一
歩
で
情
緒
小
説

の
領
分
へ
は
い
る
べ
き
の
を
︑
だ
い
ぶ
湿
っ
ぽ
く
成
り
掛
け
た
と

こ
ろ
で
踏
み
止
ま
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
﹁
猫
﹂

の
行
方
で
︑
だ
ん
だ
ん
悲
劇
に
近
付
い
て
︑
行
き
得
る
極
限
ま
で

行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
上
か
ら
見
下
す
と
言
っ
て
も
︑
彼あ

あ

言
っ
た
見
下
ろ
し
方
な
ら
︑
見
下
ろ
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
べ
つ
だ
ん

苦
に
は
成
ら
な
い
︑
腹
も
立
た
な
い
︑
時
に
は
ち
ょ
っ
と
三
四
郎

に
成
っ
て
み
て
も
か
ま
わ
な
い
︒
い
や
︑
始
終
三
四
郎
に
成
っ
て
︑
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周
囲
か
ら
軽
く
弄
ば
れ
て
い
な
が
ら
︑
そ
こ
に
な
ん
と
も
言
わ

も
て
あ
そ

れ
な
い
暖
か
い
感
じ
が
有
っ
て
︑
そ
こ
に
ま
た
こ
の
小
説
の
面
白

味
が
有
る
の
で
あ
る
︒前
と
ま
る
で
反
対
な
事
を
言
う
よ
う
だ
が
︑

視
方
を
変
え
た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
︒
前
の
は
嘘
で
︑
今
言
う

し
か
た

の
が
真
実
で
あ
る
︒

軽
く
弄
ば
れ
る
の
だ
か
ら
︑
刺
激
も
弱
い
︒
打
撃
も
あ
ま
り
恐

ろ
し
く
な
い
︒
好
い
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
代
り
に
︑
悪
い
こ

と
も
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
︒
盃
の
滓
を
乾
か
さ
ぬ
代
り
に
︑
そ
れ

さ
か
ず
き

か
す

が
毒
で
有
っ
て
も
︑
命
ま
で
失
う
気
遣
い
は
な
い
︒
刺
激
の
強
い

も
の
ば
か
り
こ
て
こ
て
並
べ
る
の
も
容
易
で
は
な
い
が
︑
刺
激
が
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あ
ま
り
強
く
な
く
︑
し
か
も
平
凡
で
な
い
材
料
を
こ
れ
だ
け
集
め

る
の
は
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
材
料
を
布
置
按
排
し

て
︑
読
者
を
倦
ま
し
め
な
い
よ
う
な
結
構
を
組
み
立
て
る
の
は
い

う

っ
そ
う
の
困
難
で
あ
る
︒た
と
え
ば
︑故
国
か
ら
送
っ
て
来
た
金
子

か

ね

を
受
取
り
が
て
ら
お
談
義
を
聞
き
に
行
く
三
四
郎
と
︑
お
嫁
に
行

か
ぬ
か
と
い
う
相
談
を
受
け
に
行
く
よ
し
子
と
が
︑
野
々
宮
さ
ん

の
下
宿
へ
落
合
っ
て
︑
よ
し
子
の
口
か
ら
兄
へ
︑
美
禰
子
が
文
芸

協
会
の
演
芸
会
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
と
言
っ
た
︑
そ
の
言
伝
を

こ
と
づ
て

伝
え
る
の
を
︑
傍
で
聞
か
さ
れ
た
三
四
郎
の
地
位
は
面
白
い
︒
よ

そ
ば

し
子
が
兄
に
馬
鹿
だ
と
言
わ
れ
て
︑﹁
馬
鹿
じ
ゃ
な
い
わ
︒
ね
え
︑
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小
川
さ
ん
﹂
と
訴
え
る
の
を
︑
三
四
郎
は
ま
た
笑
っ
て
い
た
︒
腹

の
中
で
は
も
う
笑
う
の
が
厭
に
な
っ
た
と
あ
る
︒
ユ
ー
モ
ア
と
い

い
や

う
も
の
も
こ
こ
が
極
致
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
三
四
郎
は
周
囲
か
ら

弄
ば
れ
て
い
る
の
が
強
く
は
迫
ら
な
い
︒
感
じ
は
暖
か
い
︒
そ
れ

で
い
て
︑
一
味
の
悲
哀
が
あ
る
︒
能
く
ま
あ
こ
ん
な
刺
激
の
軽
い

よ

事
柄
ば
か
り
寄
せ
て
︑
こ
ん
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
作
ら
れ
た

も
の
だ
と
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
︒

こ
れ
は
一
場
の
場
面
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
全
体
の
結
構
か
ら
言

っ
て
も
︑
整
然
と
し
て
一
糸
乱
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
に
あ
る
人
に

は
不
自
然
だ
と
い
う
感
を
抱
か
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
形
式
が
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気
持
ち
よ
く
整
っ
て
い
る
の
で
埋
合
わ
せ
を
す
る
か
ら
︑
差
引
同

じ
こ
と
だ
ろ
う
︒そ
こ
で
こ
の
小
説
の
骨
子
と
成
っ
て
る
も
の
は
︑

前
に
も
言
っ
た
と
お
り
田
舎
者
の
三
四
郎
が
都
会
の
風
に
触
れ

い
な
か
も
の

て
︑
だ
ん
だ
ん
そ
の
世
界
を
拡
め
て
行
く
具
合
で
あ
る
︒
美
禰
子

ぐ
あ
い

と
三
四
郎
と
の
間
に
生
じ
た
不
即
不
離
の
関
係
の
ご
と
き
も
︑
一

見
こ
の
小
説
の
骨
子
の
よ
う
に
は
見
え
る
が
︑
実
は
三
四
郎
が
そ

の
世
界
を
拡
め
て
行
く
一
階
段
︑
一
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
こ

で
三
四
郎
の
活
動
の
情
的
方
面
た
る
美
禰
子
と
の
関
係
は
︑
ま
す

ま
す
序
を
遂
う
て
︑場
面
を
重
ね
る
毎
に
接
近
し
て
行
く
具
合
が
︑

お

最
も
自
然
に
か
つ
明
白
に
描
か
れ
て
い
る
︒
美
禰
子
ば
か
り
で
は
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な
い
︑
広
田
先
生
︑
野
々
宮
さ
ん
︑
与
次
郎
な
ぞ
と
親
し
く
成
っ

て
行
く
経
路
に
も
申
分
が
な
い
︒し
か
る
に
そ
の
知
的
方
面
た
る
︑

三
四
郎
が
見
聞
を
拡
め
︑修
養
を
積
ん
で
行
く
ほ
う
か
ら
言
え
ば
︑

だ
い
ぶ
ギ
ャ
ッ
プ
も
あ
り
︑
矛
盾
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
汽

車
の
中
の
三
四
郎
と
そ
の
後
の
三
四
郎
と
較
べ
る
と
︑
逢
う
毎
に

く
ら

ま
る
で
別
人
の
よ
う
に
偉
く
成
っ
て
い
る
︒

三

い
く
ら
文
科
大
学
に
席
を
置
い
て
︑
広
田
先
生
の
許
へ
出
入
り
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し
た
か
ら
と
て
︑
そ
う
旨
く
は
ゆ
く
は
ず
が
な
い
︒
汽
車
の
中
で

う
ま

は
レ
オ
ナ
ル
ド
ー
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
名
に
辟
易
し
た
三
四
郎
が

へ
き
え
き

一
か
月
経
つ
か
経
た
な
い
間
に
︑与
次
郎
と
イ
プ
セ
ン
を
上
下
し
︑

ま

美
禰
子
の
家
の
応
接
間
で
バ
イ
オ
リ
ン
の
遠
音
を
聞
い
て
は
︑
カ

ソ
リ
ッ
ク
の
連
想
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
︑
高
襟
な
こ
と
を
考
え

ハ
イ
カ
ラ

て
い
る
︒も
っ
と
も
イ
プ
セ
ン
は
近
ご
ろ
人
口
に
膾
炙
し
た
か
ら
︑

か
い
し
ゃ

熊
本
の
高
等
学
校
で
も
読
ま
ぬ
と
は
い
え
な
い
が
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ

の
名
を
知
ら
な
い
で
︑
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
連
想
は
少
し
訝
し
い
︒
も

お
か

っ
と
も
こ
の
三
四
郎
︑
趣
味
は
な
か
な
か
侮
り
難
い
男
で
あ
る
︒

あ
な
ど

自
然
に
対
し
て
も
︑
ま
た
女
に
対
し
て
も
︑
趣
味
の
判
断
は
高
尚
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で
し
か
も
リ
フ
ァ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
い
て
︑
美

禰
子
と
一
緒
に
丹
青
会
へ
行
く
と
︑
彼
の
と
お
り
の
朴
念
仁
で
な

あ

ぼ
く
ね
ん
じ
ん

ん
と
も
言
え
な
い
ん
だ
か
ら
歯
痒
い
よ
う
で
も
あ
る
︒
他
人
を
批

は

が

評
す
る
場
合
に
も
︑
三
四
郎
は
広
田
先
生
を
評
し
て
︑﹁
つ
ま
り

危
な
い

く
と
言
い
得
る
ほ
ど
に
︑
自
分
は
危
な
く
な
い
地
位
に

立
っ
て
い
れ
ば
︑
あ
ん
な
男
に
も
成
れ
る
だ
ろ
う
︒
世
の
中
に
い

て
世
の
中
を
傍
観
し
て
い
る
人
は
こ
こ
に
面
白
味
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
﹂
と
言
っ
て
︑
こ
れ
を
批
評
家
と
名
付
け
て
い
る
︒
こ
れ

ほ
ど
達
観
し
た
三
四
郎
が
次
の
次
の
頁
で
は
︑
野
々
宮
さ
ん
が

ペ
ー
ジ

轢
死
人
に
対
し
て
︑
割
合
冷
淡
な
の
に
驚
い
て
︑﹁
光
線
の
圧
力

れ
き
し
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を
試
験
す
る
人
の
性
癖
が
︑
こ
う
い
う
場
合
に
も
︑
同
じ
態
度
で

あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
だ
と
は
丸
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
︒
年
が
若

、
、
、

い
か
ら
だ
ろ
う
﹂
と
は
︑
ど
う
し
て
も
受
け
取
れ
な
い
︒
ま
た
世
辞

、
、
、
、
、
、

せ

じ

の
上
か
ら
言
っ
て
も

︱
ま
︑こ
の
く
ら
い
に
し
て
止
め
て
置
く
︒

も
ち
ろ
ん
順
次
的
の
発
展
を
描
く
の
は
︑
情
の
ほ
う
が
肝
要
で
も

あ
り
︑
ま
た
困
難
で
も
あ
る
か
ら
︑
大
い
に
手
腕
を
要
す
る
︒
そ

れ
が
そ
の
ほ
う
で
は
遺
漏
な
く
行
っ
て
い
な
が
ら
︑
ち
ょ
っ
と
注

意
さ
え
す
れ
ば
︑
作
家
を
俟
た
ず
し
て
︑
誰
に
も
で
き
そ
う
な
知

ま

の
ほ
う
で
こ
ん
な
破
綻
の
あ
る
の
は
︑
ま
っ
た
く
こ
の
ほ
う
を
ネ

は
た
ん

グ
レ
ク
ト
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
と
も
先
生
の
よ
う
に
な
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ん
で
も
物
を
識
り
す
ぎ
た
人
が
知
ら
な
い
者
の
こ
と
を
書
く
と
︑

ど
の
く
ら
い
知
ら
な
い
か
ち
ょ
っ
と
見
当
が
付
か
な
い
の
で
︑
こ

ん
な
後
や
先
を
生
ず
る
の
で
は
有
る
ま
い
か
︒
も
し
そ
う
だ
と
す

る
と
︑
面
白
い
︒

三
四
郎
の
素
養
に
は
こ
ん
な
矛
盾
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

性
格
は
一
貫
し
て
は
っ
き
り
出
て
い
る
︒﹁
電
車
に
乗
る
が
い
い
﹂

、
、
、
、

と
与
次
郎
に
言
わ
れ
て
︑
何
か
寓
意
で
も
あ
る
こ
と
と
思
っ
て
し

ば
ら
く
考
え
て
み
た
が
︑
別
に
こ
れ
と
い
う
思
案
も
浮
か
ば
な
い

の
で
﹁
本
当
の
電
車
か
﹂
と
聞
直
す
辺
は
︑
あ
る
意
味
に
お
い

あ
た
り

て
人
生
に
触
れ
て
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
ま
た
広
田
先
生
の
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書
冊
を
見
て
︑﹁
先
生
こ
れ
だ
け
み
ん
な
お
読
み
に
成
っ
た
の
で

す
か
﹂
と
最
後
に
三
四
郎
が
聞
い
た
︒
三
四
郎
は
実
際
参
考
の
た

、
、
、

め
こ
の
事
実
を
確
か
め
て
お
く
必
要
が
有
っ
た
と
み
え
る
な
ぞ

も
︑
そ
れ
で
有
る
︒
こ
れ
ら
は
皆
観
察
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
争
わ
れ
な
い
︒
ま
た
﹁
三
四
郎
は
本
来
か
ら
こ
ん
な
男
で
あ

る
︒
用
談
が
あ
っ
て
人
と
会
見
の
約
束
な
ど
す
る
時
に
は
︑
先
方

が
ど
う
出
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
ば
か
り
想
像
す
る
︒
自
分
が
こ

ん
な
顔
を
し
て
︑
こ
ん
な
事
を
︑
こ
ん
な
声
で
言
っ
て
遣
ろ
う
な

や

ど
と
は
決
し
て
考
え
な
い
︒
し
か
も
会
見
が
済
む
と
後
か
ら
き
っ

と
そ
の
ほ
う
を
考
え
る
︒
そ
う
し
て
後
悔
す
る
﹂
こ
の
辺
を
読
ん
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で
︑
自
分
の
心
の
中
を
見
抜
か
れ
た
よ
う
な
心
持
の
す
る
読
者
は

少
な
く
有
る
ま
い
︒

四

与
次
郎
の
性
格
は
観
察
か
ら
来
た
も
の
を
捩
じ
曲
げ
て
誇
大
し

ね

た
も
の
で
あ
る
︒
野
々
宮
さ
ん
も
や
や
そ
れ
に
近
い
︒
よ
し
子
は

あ
の
種
の
女
に
対
す
る
理
想
か
ら
来
た
も
の
で
︑
あ
れ
に
似
た
女

が
実
際
す
る
わ
け
で
は
無
い
ら
し
い
︒
ま
っ
た
く
創
造
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
美
禰
子
は
知
ら
ぬ
︒
唯
︑
外
の
人
物
は
皆
こ
の
小
説

ほ
か
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の
中
の
雰
囲
気
に
似
合
っ
た
性
格
で
︑
特
別
な
運
命
に
支
配
さ
れ

な
い
限
り
は
︑
こ
の
作
の
中
で
生
ま
れ
て
︑
こ
の
作
の
中
で
死
ぬ

人
間
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
美
禰
子
だ
け
は
打
捨
っ
て
置
い
て

う
っ
ち
ゃ

も
温
和
し
く
こ
の
作
の
中
で
終
始
す
る
女
と
は
思
え
な
い
︒
最
も

お
と
な

列
し
い
舞
台
を
別
に
持
っ
て
い
る
女
で
あ
る
︒
そ
れ
を
こ
の
作
の

は
げ中

で
片
が
付
く
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
は
︑
形
式
を
重
ん
ず
る
作

家
の
用
意
に
外
な
ら
ぬ
︒
末
尾
に
至
っ
て
︑
ゆ
え
も
な
く
美
禰
子

を
奪
っ
て
行
く
妙
な
男
が
あ
る
が
︑
実
際
彼
何
者
ぞ
や
で
あ
る
︒

あ
の
男
は
た
だ
小
説
の
結
末
を
つ
け
る
た
め
に
︑
不
意
に
追
剥
の

お
い
は
ぎ

ご
と
く
顕
わ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
実
際
の
世
の
中
で
は
彼
様
し

あ

あ
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た
終
局
を
見
る
こ
と
が
間
間
あ
っ
て
︑
あ
の
ほ
う
が
自
然
か
も
し

れ
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
作
品
の
中
で
は
不
自
然
だ
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
︒
こ
れ
が
ど
う
し
て
も
読
者
の
腹
へ
落
ち
な
い
か
ら
︑

せ
っ
か
く
広
田
先
生
の
夢
語
り
も
︑
夢
そ
の
も
の
と
し
て
は
面
白

い
が
︑
な
ん
だ
か
メ
ー
ク
シ
フ
ト
の
よ
う
な
気
が
し
て
成
ら
ぬ
︒

し
か
し
形
式
の
上
か
ら
言
え
ば
︑
こ
の
小
説
の
中
で
起
っ
た
出
来

事
が
皆
片
付
い
て
︑
で
き
上
が
っ
た
美
禰
子
の
肖
像
の
前
に
︑
こ

の
小
説
に
関
係
の
有
っ
た
人
間
が
皆
集
ま
っ
て
幕
を
閉
じ
る
の
だ

か
ら
︑
ほ
と
ん
ど
思
い
残
す
と
こ
ろ
は
無
い
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ

で
い
て
ど
こ
か
物
足
ら
な
い
︒
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﹁
三
四
郎
﹂
ば
か
り
で
は
無
い
︒
先
生
の
作
を
読
む
毎
に
︑
い
つ

も
結
末
が
物
足
ら
ぬ
︒﹁
虞
美
人
草
﹂
然
り
で
あ
る
︒﹁
草
枕
﹂

し
か

然
り
で
あ
る
︒﹁
野
分
﹂
も
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
ほ
か
た
い
て
い

そ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
あ
る
︒
あ
ま
り
形
式
の
上
で

手
際
よ
く
纏
め
て
あ
る
の
も
︑
そ
ん
な
感
じ
の
す
る
一
つ
の
原
因

ま
と

で
あ
ろ
う
が
︑一
つ
は
作
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
来
る
の
で
あ
る
︒

何
し
ろ
結
末
を
円
満
に
︑
さ
な
く
も
あ
ま
り
悲
惨
で
な
い
よ
う
に

納
め
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
︑
悲
劇
の
キ
ャ
ス
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
な

ぞ
と
い
う
こ
と
に
は
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
仕
方
が
な

い
︒
文
学
論
の
中
を
見
て
も
︑
悲
劇
な
ぞ
に
興
味
を
持
つ
輩
は

や
か
ら
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根
も
な
き
苦
痛
を
弄
ぶ
贅
沢
屋
だ
と
書
い
て
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
こ

ん
な
粗
末
な
議
論
で
は
な
い
が
︑
と
も
か
く
余
り
好
意
を
持
っ
ち

ゃ
書
い
て
な
い
︒
苦
痛
を
苦
痛
と
し
て
斥
け
︑
不
知
の
世
界
を

し
り
ぞ

不
知
と
し
て
切
捨
て
る
こ
と
は
先
生
の
思
索
に
特
有
な
る
傾
向
で

あ
る
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
悲
劇
は
ま
ず
作
中
の
主
人
公
を
同
化
し
て
し

ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
先
生
の
作
で
は
そ
れ
が
で
き
な
い
︒
始

終
作
品
の
後
に

︱
作
品
の
上
に
と
言
っ
た
ほ
う
が
可
い

︱
作

家
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒
し
か
し

て
作
家
は
そ
の
人
格
に
お
い
て
も
︑
そ
の
学
殖
に
お
い
て
も
作
品
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以
上
だ
と
い
う
よ
う
な
心
持
が
離
れ
な
い
︒
も
っ
と
も
こ
れ
は
わ

れ
わ
れ
が
先
生
を
知
っ
て
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
︑
誰
に
し
て

も
幾
分
か
そ
う
い
う
心
地
が
起
る
だ
ろ
う
と
思
う
︒
こ
れ
に
反
し

て
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
作
な
ぞ
を
見
る
と
︑
こ
れ
は
ま
る
で
作
家
を
知

ら
ん
の
だ
か
ら
な
ん
と
も
い
え
な
い
が
︑
ど
う
も
そ
の
人
格
な
り

学
殖
な
り
が
あ
の
作
品
以
上
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
そ
こ
へ
ゆ
く

と
︑ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
な
ぞ
は
作
家
と
作
品
と
が
し
っ
く
り
合
っ
て
︑

作
品
以
上
だ
と
も
以
下
だ
と
も
思
わ
な
い
︑
読
ん
で
る
間
は
︑
作

家
を
忘
れ
︑
そ
の
作
品
の
へ
没
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

作
中
の
人
物
を
上
か
ら
見
下
し
て
︑
知
的
に
取
扱
う
こ
と
は
︑
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喜
劇
の
遣
方
で
も
あ
る
が
︑
ま
た
近
代
的
作
物
に
も
こ
れ
に
似
た

と
こ
ろ
が
あ
る
︑
だ
か
ら
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
︑
近
代
の
作
物
は

喜
劇
的
傾
向
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
︒
こ
の
意
味
に
お
い
て
︑
先

生
の
作
物
は
大
い
に
近
代
的
で
あ
る
︒
近
代
的
と
い
う
こ
と
を
科

学
的
と
い
う
意
味
に
取
れ
ば
︑
先
生
の
作
ほ
ど
近
代
的
な
も
の
は

有
る
ま
い
︒
た
だ
︑
先
生
の
作
に
は
不
安
が
な
い
︑
動
揺
が
な
い
︑

暗
い
と
こ
ろ
が
な
い
︒
科
学
の
光
に
会
っ
て
︑
い
っ
そ
う
暗
く
︑

い
っ
そ
う
神
秘
的
に
成
っ
た
不
知
の
影
に
対
す
る
恐
怖
が
な
い
︒

こ
う
い
う
も
の
を
近
代
的
だ
と
す
れ
ば
︑
先
生
の
作
は
近
代
的
じ

ゃ
な
い
︒
だ
か
ら
先
生
の
作
は
近
代
人
の
作
と
い
う
よ
り
も
︑
む
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し
ろ
ユ
ー
モ
リ
ス
ト
の
作
と
い
っ
た
ほ
う
が
可
い
︑﹁
猫
﹂
は
い

い

う
ま
で
も
無
か
っ
た
が
︑
こ
の
﹁
三
四
郎
﹂
や
﹁
文
学
評
論
﹂
の

中
で
時
々
見
当
る
ユ
ー
モ
ア
の
断
片
が
︑
こ
と
ご
と
く
海
の
底
の

じ

じ

宝
玉
の
よ
う
に
天
工
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
時
は
毎
も
先
生
を
日
本

い
つ

な
ぞ
に
置
く
の
が
惜
し
い
と
お
も
う
︒

し
か
し
な
が
ら
専
門
の
サ
チ
リ
ス
ト
と
し
て
は
︑
先
生
は
あ
ま

り
に
温
情
に
富
ん
で
い
る
︒
ま
た
あ
ま
り
に
他
の
方
面
に
も
長
所

が
あ
る
︒﹁
猫
﹂
は
一
方
に
偏
し
て
︑
他
の
長
所
が
顕
わ
れ
な
か

っ
た
︒
ま
た
作
の
性
質
と
し
て
︑
ど
こ
か
故
と
ら
し
い
と
こ
ろ
が

わ
ざ

有
っ
た
︒﹁
三
四
郎
﹂
に
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
な
い
︒
い
ち
ば
ん
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先
生
の
日
常
の
生
活
に
近
い
も
の
で
︑
先
生
が
人
生
に
対
す
る
態

度
と
︑
あ
の
リ
フ
ァ
イ
ン
し
た
感
能
上
の
趣
味
と
を
十
分
に
窺

う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
︒
三
四
郎
が
途
上
で
出
逢
っ
た
子
供
の
柩
の

ひ
つ
ぎ

五
色
の
風
車
が
く
る
く
る
と
回
る
さ
ま
は
︑
永
く
読
者
の
目
に
残

る
だ
ろ
う
︒
こ
ん
な
ふ
う
に
美
し
い
光
景
は
ま
た
他
に
い
く
ら
も

あ
る
︒
そ
れ
で
﹁
虞
美
人
草
﹂
の
よ
う
に
偏
し
た
堅
い
も
の
じ
ゃ

な
い
︒
楽
に
書
け
て
る
︒﹁
三
四
郎
﹂
は
先
生
の
作
の
中
で
︑
最

も
優
れ
た
作
だ
と
い
わ
な
い
ま
で
も
︑
最
も
完
全
な
作
だ
と
い
わ

す
ぐ

れ
よ
う
︒

︵
明
治
四
二
・
六
・
一
〇
︱
一
二
﹁
国
民
新
聞
﹂︶
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