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無
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
は

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か

―
明
治
大
正
期
作
家
の
用
例
と
、
そ
の
読
解
―

中
村

幸
弘

キ
ー
ワ
ー
ド
：
複
合
辞
「（
よ
）
う
と
す
る
」、
無
意
志
主
体
、
到
達

点
・
終
着
点
に
向
け
て
の
漸
移
、究
極
の
到
達
点「
死
」

に
向
け
て
の
漸
移
、
受
身
状
態
に
向
け
て
の
抵
抗
で

き
な
い
ま
ま
の
漸
移

一
「（
よ
）
う
と
す
る
」
に
つ
い
て
の
大
方
の
認
識

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
初
版
（
一
九
七
二
年
完
成
）
を

見
た
と
き
、
刊
行
年
の
早
い
巻
に
収
め
ら
れ
る
助
動
詞
「
う
」
の
項

で
「
う
と
す
る
」
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
五
十
音
順

が
後
に
な
る
助
動
詞
「
よ
う
」
の
項
に
は
、
そ
の
ブ
ラ
ン
チ
③
と
し

て
「
よ
う
と
す
る
」
が
取
り
立
て
ら
れ
た
。
第
二
版
（
二
〇
〇
二
年

完
成
）
の
「
う
」
の
項
に
は
ブ
ラ
ン
チ
⑦
と
し
て
「
う
と
す
る
」
が

収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、「
う
と
す
る
」「
よ
う
と
す
る
」
と
も

に
〈
直
前
の
状
態
を
表
す
〉
意
が
吾
人
に
認
識
さ
れ
た
。

こ
の
間
に
、
そ
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
を
複
合
辞
と
認
め
て
取
り

扱
っ
て
い
る
著
作
に
、
森
田
良
行
・
松
本
正
恵
著
『
日
本
語
表
現
文

型
』（
株
式
会
社
ア
ル
ク
・
一
九
八
九
年
）
が
存
在
す
る
。
一
般
に
い

う
連
語
助
詞
や
連
語
助
動
詞
を
複
合
辞
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
で
、

そ
の
「
助
動
詞
と
同
様
の
働
き
を
す
る
表
現
」
の
五
に
「
意
志
・
超

意
志
を
示
す
」
と
あ
り
、
そ
の
１
に
「
意
志
・
決
意
」
と
あ
っ
て
、

そ
こ
に
「（
よ
）
う
と
す
る
」
が
立
項
さ
れ
て
い
て
、「（
よ
）
う
と
す

る
」
が
〈
意
志
・
決
意
を
表
す
〉
意
と
認
識
さ
れ
た
。
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二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
新
刊
と
し
て
登
場
し
た
北
原
保
雄

編
『
明
鏡
国
語
辞
典
』（
大
修
館
書
店
・
二
〇
一
〇
年
）
に
は
、
助
動

詞
「
う
」
に
も
助
動
詞
「
よ
う
」
に
も
、
と
も
に
ブ
ラ
ン
チ
④
と
し

て
㋐
〈
実
現
す
る
直
前
で
あ
る
〉
意
と
㋑
〈
実
現
の
た
め
に
努
力
す

る
〉
意
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
㋑
の
各
用
例
「
思
い
出
そ
う

と
し
て
も
思
い
出
せ
な
い
」「
起
き
よ
う
と
し
て
も
起
き
ら
れ
な
い
」

は
、
共
通
す
る
構
文
で
あ
っ
た
。

以
上
か
ら
は
、「（
よ
）
う
と
す
る
」
の
「（
よ
）
う
」
が
意
志
の
意

を
担
っ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
よ
う
。
続
く
「
と

す
る
」
に
、
直
前
の
状
態
や
努
力
の
姿
勢
が
担
わ
れ
て
い
る
、
と
解

せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
さ
き
ご
ろ
、
鈴
木
薫
「
中
古
中
世
に
お
け
る
「
む
と
す
」

と
「
む
ず
」」（
國
學
院
大
學
国
語
研
究
会
「
国
語
研
究
」
第
八
十
三

号
）
を
介
し
て
、『
中
上
級
を
教
え
る
人
の
た
め
の
日
本
語
文
法
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
』（
二
〇
〇
一
年
）
に
載
る
現
代
語
「（
よ
）
う
と
す
る
」

の
文
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
鈴
木
論
文
に
は
、
日
本
語
教
育
に

お
い
て
注
目
す
る
四
文
例
に
加
え
て
鈴
木
が
加
え
た
一
文
例
の
計
五

文
例
が
引
か
れ
て
い
る
。

⑴
彼
は
子
ど
も
た
ち
を
医
者
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

⑵
お
金
を
払
お
う
と
し
た
ら
、
財
布
が
な
か
っ
た
。

⑶
真
っ
赤
な
夕
日
が
水
平
線
に
沈
も
う
と
し
て
い
る
。

⑷
長
か
っ
た
冬
が
終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

⑸
両
親
が
病
気
で
死
の
う
と
し
て
い
る
と
き
、
も
う
だ
め
だ
と
思
っ

て
も
、
看
病
の
か
ぎ
り
を
つ
く
す
で
は
な
い
か
。

鈴
木
は
、
引
用
書
の
解
説
を
受
け
と
め
た
う
え
で
、
⑵
を
自
身
の

意
向
、
⑴
を
他
者
の
意
向
と
呼
び
、
⑶
・
⑷
・
⑸
を
実
現
へ
の
推
移

と
呼
ん
で
、三
つ
の
意
味
に
再
整
理
し
て
い
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、

⑴
・
⑵
を
意
志
的
行
為
、
⑶
・
⑷
・
⑸
を
無
意
志
的
な
成
り
行
き
と

も
い
っ
て
い
る
。

⑶
・
⑷
・
⑸
の
文
例
は
、
そ
こ
に
見
る
よ
う
に
確
か
に
存
在
す
る
。

た
だ
、
改
め
て
調
査
な
ど
し
な
く
て
も
、
そ
の
用
例
頻
数
が
高
く
な

い
こ
と
は
、
感
覚
的
に
で
は
あ
る
が
、
感
得
で
き
る
。『
日
本
国
語
大

辞
典
』
に
つ
い
て
は
不
備
と
も
い
え
よ
う
が
、
森
田
・
松
本
著
書
や

『
明
鏡
』
に
つ
い
て
は
、
意
志
的
行
為
を
い
う
「（
よ
）
う
と
す
る
」

に
と
ど
め
た
と
も
見
え
て
く
る
。
一
方
、
そ
の
『
中
上
級
を
教
え
る

人
の
た
め
の
日
本
語
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
に
つ
い
て
は
、
⑶
・
⑷

と
の
出
会
い
が
限
ら
れ
る
と
い
う
教
授
資
料
が
期
待
さ
れ
て
も
こ
よ

う
か
。
鈴
木
論
文
が
加
え
た
「
死
の
う
と
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
か
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ね
て
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
が
、
令
和
二

年
三
月
末
ま
で
の
筆
者
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
に
つ
い
て
の
認
識
で

あ
る
。
た
だ
、
以
上
は
、
術
語
な
ど
を
用
い
る
こ
と
な
く
説
明
す
る

と
い
う
の
で
あ
っ
た
ら
、
日
本
語
使
用
者
の
大
方
が
、
そ
う
理
解
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

二

無
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
の
背
景

「（
よ
）
う
と
す
る
」
が
直
ち
に
古
典
語
「
む
と
す
」
の
近
現
代
語

と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
殊
に
、
意
志
人
物
主
体
「
む
と
す
」

は
「
む
と
思
ふ
」
と
ど
う
相
違
す
る
か
も
、
そ
の
後
の
「
ん
と
す
」

と
「
ん
と
欲
す
」
と
が
ど
う
相
違
す
る
か
も
、
筆
者
は
理
解
で
き
て

い
な
い
。
近
現
代
に
至
っ
て
か
ら
も
、「（
よ
）
う
と
す
る
」
の
一
方

に
「（
よ
）
う
と
思
う
」「（
よ
）
う
と
決
意
す
る
」
も
存
在
す
る
。

仮
に
「
む
と
す
」
が
「
む
」
の
「
う
・
よ
う
」
化
と
「
す
」
の
「
す

る
」
化
に
よ
っ
て
「（
よ
）
う
と
す
る
」
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
有
意

志
人
称
主
体
と
し
て
整
理
し
た
と
き
、「
む
」「（
よ
）
う
」
は
一
人
称

主
体
に
し
か
応
じ
な
い
の
に
、「
む
と
す
」
も
「（
よ
）
う
と
す
る
」

も
、
一
人
称
主
体
は
も
と
よ
り
、
二
人
称
主
体
に
も
三
人
称
主
体
に

も
応
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
を
人
称
の
転
換
と
見
た
の
が
、
旧

稿
「「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読
解
と
問
題
点
―
主
体
の
人
称
と
意

志
の
有
無
と
に
注
目
し
て
―
」（「
國
學
院
雑
誌
」
一
一
九
―
六
・
平

成
三
十
年
六
月
）
／
「
第
三
人
称
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読

解
―
そ
の
「
む
」
の
多
く
を
意
志
と
認
識
す
る
の
は
共
同
幻
想
か
―
」

（「
國
學
院
雑
誌
」
一
二
〇
―
三
・
平
成
三
十
一
年
三
月
）
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
し
て
、
無
意
志
主
体
の
「〈
…
〉
と
す
」
は
、
素
直
に
表

現
さ
れ
て
い
て
、
読
解
も
容
易
で
あ
っ
た
。

〇
こ
れ
と
聞
き
て
、
か
ぐ
や
姫
い
ふ
、「
…
。
…
〈
か
の
国
の
人
来

ば
、〔
塗
籠
ノ
戸
〕
み
な
あ
き
な
む
〉
と
す
。
…
。」

（
竹
取
・
帝
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
を
は
ば
も
う
と
兵
を
出
す
）

〇
夜
ふ
く
る
ま
で
酒
飲
み
、
物
語
も
の
が
た
り

し
て
あ
る
じ
の
親
王
酔ゑ

ひ
て

入
り
た
ま
ひ
な
む
と
す
。〈〔
十
一
日
ノ
月
モ
〕
か
く
れ
な
む
〉

と
す
れ
ば
、
か
の
馬む
ま

の
頭か
み

の
よ
め
る
。

（
伊
勢
・
八
十
二
・
渚
の
院
）

『
竹
取
物
語
』
の
、
そ
の
用
例
は
、
か
ぐ
や
姫
が
「〈
月
の
世
界
の

人
が
来
た
な
ら
、
み
ん
な
〔
塗
籠
の
戸
も
〕
開
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
〉

と
思
わ
れ
る
。」
と
言
っ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
、

そ
の
用
例
は
、
惟こ

れ

喬た
か

の
親み

王こ

が
鷹
狩
の
後
、
水
無
瀬
の
離
宮
で
宴
会

が
続
き
、
そ
の
ま
ま
寝
所
に
お
入
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
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場
面
に
あ
る
。「〈〔
十
一
日
の
月
も
〕
隠
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
〉
と

思
わ
れ
る
の
で
、」
あ
の
馬
の
頭
が
一
首
詠
ん
だ
、
と
い
う
場
面
に
見

る
用
例
で
あ
る
。

そ
の
詳
細
は
、
さ
き
の
旧
稿
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
「〈
…
む
〉
と
す
」
の
「
む
」
は
推
量
の
意
を
担
っ
て
お
り
、

「
す
」
は
自
動
詞
の
「
す
」
で
あ
っ
て
、〈
思
わ
れ
る
〉
意
に
読
み
取

れ
る
「
す
」
で
あ
る
。
現
代
語
で
も
、「
物
音
が
す
る
」
や
「
レ
モ
ン

の
味
が
す
る
」
な
ど
の
「
す
る
」
に
残
る
〈
感
じ
ら
れ
る
〉
意
と
通

う
〈
思
わ
れ
る
〉
意
の
「
す
」
で
あ
る
。

無
意
志
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
も
、
現
代
語
の
無
意
志
物
主
体

「（
よ
）
う
と
す
る
」
同
様
、
用
例
頻
数
は
高
く
な
い
。
そ
の
僅
少
用

例
の
な
か
に
、
幸
い
な
こ
と
に
、
あ
の
『
古
事
記
』
歌
謡
の
用
例
が

含
ま
れ
て
い
た
。

〇
狭さ

井ゐ

河が
は

よ

雲
立
ち
渡
り

畝う
ね

火び

山や
ま

木こ

の
葉は

さ
や
ぎ
ぬ

風

吹
か
む
と
す
（
歌
謡
二
〇
）

「
風
吹
か
む
と
す
」
は
、「〈
風
吹
か
む
〉
と
す
」
で
、「〈
風
が
吹
く

だ
ろ
う
〉
と
思
わ
れ
る
」
と
読
み
解
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
風
が
吹
こ
う
と
し
て
い
る
」と
も
訳
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、そ
れ
は
、

意
志
を
表
す
も
の
で
な
は
い
。
無
意
志
物
主
体
「（
よ
）
う
と
す
る
」

で
あ
る
。
異
な
る
切
り
口
か
ら
の「『
古
事
記
』訓
読
文
の「
む
と
す
」

と
補
読
の
「
た
ま
ふ
」
と
か
ら
―
そ
の
「
む
」
は
、
ど
う
読
み
と
っ

た
ら
よ
い
の
か
―
」（「
國
學
院
雑
誌
」
一
二
一
―
三
・
令
和
二
年
三

月
）
に
お
い
て
、
前
二
稿
を
受
け
て
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
む
」
が
意
志
で
も
推
量
で
も
あ
る
「〈
…
む
〉
と
す
」
に
つ
い
て

は
旧
三
稿
で
見
て
き
て
い
る
が
、時
代
は
い
つ
か
、意
志
だ
け
の「
む

と
す
」
を
存
在
さ
せ
て
い
た
。
中
世
末
か
近
世
か
、
漢
文
訓
読
に
残

る
「
将ま

さ

に
…
（
せ
）
ん
と
す
」
な
ど
の
「
ん
と
す
」
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
近
代
文
語
文
に
頻
用
さ
れ
る
。「（
よ
）
う
と
す
る
」
に
は
、
そ

の
近
代
文
語
文
の
口
語
体
評
論
文
と
な
っ
た
過
程
が
見
え
て
く
る
。

中
古
和
文
の
「
む
と
す
」
は
、
そ
の
ま
ま
、
意
志
も
推
量
も
、〈（
よ
）

う
と
す
る
〉
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
。
確
か
、
英
文
の
現
在
進
行
形
の

あ
る
用
法
も
、〈（
よ
）
う
と
す
る
〉
と
和
訳
さ
れ
て
い
た
。
辞
典
類

の
子
見
出
し
を
経
て
、
い
ま
、
よ
う
や
く
、
複
合
辞
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
た
り
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
の
無
意
志
主
体
の
用
例
は
、
既

に
見
て
き
て
い
る
よ
う
に
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。『
中

上
級
を
教
え
る
人
の
た
め
の
日
本
語
文
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
が
文
例

⑶
・
⑷
を
掲
げ
た
意
図
は
奈
辺
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
⑶
の「
真
っ
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赤
な
夕
日
が
水
平
線
に
沈
も
う
と
し
て
い
る
。」
は
、
文
学
作
品
の
情

景
描
写
で
あ
る
。
ま
さ
に
上
級
日
本
語
文
で
あ
る
。
⑷
は
、「
告
げ

よ
う
と
し
て
い
る
」
と
あ
っ
て
も
、
意
志
人
物
主
体
の
擬
人
法
な
ど

と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。「
終
わ
り
を
告
げ
る
」を
自
動
詞〈
終
わ
る
〉

と
読
み
取
っ
て
英
訳
な
ど
さ
せ
る
学
習
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
⑸
は
鈴

木
論
文
筆
者
の
取
り
立
て
た
「
死
の
う
と
す
る
」
で
あ
る
。
自
動
詞

「
死
ぬ
」
を
素
直
に
用
い
た
結
果
の
表
現
で
あ
る
。

こ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
て
、
い
つ
か
、
負
担
な
く
読
め
る
よ

う
現
代
仮
名
遣
い
に
し
て
く
れ
て
あ
る
新
潮
日
本
文
学
の
１
か
ら
10

ま
で
の
明
治
・
大
正
期
作
家
（
森
鷗
外
・
島
崎
藤
村
・
夏
目
漱
石
・

徳
田
秋
声
・
永
井
荷
風
・
谷
崎
潤
一
郎
・
武
者
小
路
実
篤
・
志
賀
直

哉
・
有
島
武
郎
・
芥
川
龍
之
介
）の
作
品
か
ら
、無
意
志
物
主
体「（
よ
）

う
と
す
る
」
を
選
別
、
検
出
し
て
い
た
。「（
よ
）
う
と
す
る
」
の
使

用
そ
の
も
の
に
既
に
個
人
差
が
顕
著
で
、
殊
に
徳
田
秋
声
は
用
例
が

限
ら
れ
、
無
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
は
全
く
見
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
小
稿
は
、
そ
の
時
期
の
作
家
た
ち
の
用
例
と
、
若

干
の
読
解
の
試
み
で
あ
る
。

三

物
理
的
な
一
定
の
到
達
点
に
向
け
て
物
理
的
に
漸
移
・

推
移
し
て
い
く
状
況
を
述
べ
る
「（
よ
）
う
と
す
る
」（
Ａ
群
）

ⅰ
空
間
的
に
ど
の
よ
う
に
延
長
し
て
い
る
か
が
見
え
て
く
る
表
現

を
構
成
し
て
い
る
。

Ａ
⑴

お
種
や
三
吉
の
生
れ
た
小
泉
の
家
は
、
橋
本
家
と
は
十
里
ほ

ど
離
れ
て
、丁
度
こ
の
の
尽
き
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
在
っ
た
。

（
藤
村
『
家
』

下
）

259

Ａ
⑵

そ
こ
は
美み

濃の

路じ

の
方
へ
下
り
よ
う
と
す
る
山
の
頂
に
あ
っ

た
。

（
藤
村
『
家
』

下
）

486

Ａ
⑶

日
頃
顔
を
見
知
っ
た
八や

百お

屋や

夫
婦
も
、
本
町
か
ら
市
町
の
方

へ
曲
ろ
う
と
す
る
角
の
あ
た
り
に
陣
取
っ
て
青
い
顔
の
亭
主
と

肥
っ
た
内か
み

儀さ
ん

と
が
互
い
に
片か
た

肌は
だ

抜ぬ
ぎ

で
、
稲い
な

荷り

鮨ず
し

を
漬
け
た
り
、

海の

苔り

巻ま
き

を
作
っ
た
り
し
た
。

（
藤
村
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

下
）

518

Ａ
⑷

古
本
屋
の
店
は
、
山さ

ん

谷や

堀ぼ
り

の
流
れ
が
地
下
の
暗あ
ん

渠き
ょ

に
接
続
す

る
あ
た
り
か
ら
大お
お

門も
ん

前
日
本
堤
橋
の
た
も
と
へ
出
よ
う
と
す
る

薄
暗
い
裏
通
り
に
あ
る
。

（
荷
風
『
濹
東
綺
譚
』

上
）

108

右
の
⑴
・
⑵
・
⑶
・
⑷
は
、
地
形
や
道
路
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
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こ
と
に
な
る
。

Ａ
⑸

日
の
色
は
も
う
う
す
れ
切
っ
て
植
込
み
の
竹
の
か
げ
か
ら

は
、
早
く
も
黄た

そ

昏が
れ

が
ひ
ろ
が
ろ
う
と
す
る
ら
し
い
。

（
芥
川
『
或
日
の
大
石
内
蔵
助
』

下
）

85

Ａ
⑹

し
か
し
汽
車
が
今
将ま
さ

に
隧
道
の
口
へ
さ
し
か
か
ろ
う
と
し
て

い
る
事
は
、暮
色
の
中
に
枯
草
ば
か
り
明
る
い
両
側
の
山
腹
が
、

間
近
く
窓
側
に
迫
っ
て
来
た
の
で
も
、
す
ぐ
に
合
点
の
行
く
事

で
あ
っ
た
。

（
芥
川
『
蜜
柑
』

下
）

218

⑸
・
⑹
は
、
移
動
す
る
黄
昏
や
汽
車
が
空
間
に
そ
の
よ
う
な
転
移

を
見
せ
て
い
る
こ
と
で
共
通
す
る
。
次
の
⑺
も
、
こ
ぼ
れ
た
酒
が
移

動
す
る
こ
と
で
、そ
の
よ
う
に
漸
移
し
て
い
く
こ
と
と
も
な
る
の
で
、

こ
れ
ま
た
共
通
す
る
こ
と
に
な
る
。
文
語
文
で
あ
る
、
あ
の
『
古
事

記
』
歌
謡
の
「
風
吹
か
む
と
す
」
な
ど
と
同
じ
「
む
と
す
」
と
見
え

る
と
こ
ろ
か
ら
、〈
流
れ
寄
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
〉
と
解
し

た
い
。

Ａ
⑺

こ
の
騒
ぎ
に
少
女
の
前
な
り
し
酒
は
覆く

つ
が

へ
り
て
、
裳も
す
そ

を
浸

し
、
卓
の
上
に
こ
ぼ
れ
た
る
は
、
蛇
の
如
く
這
ひ
て
、
人
々
の

前
へ
流
れ
よ
ら
む
と
す
。
（
鷗
外
『
う
た
か
た
の
記
』

上
）

146

十
分
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
捉
え
て
は
い
な
い
が
、
空
間
に

見
え
る
漸
移
を
述
べ
る
こ
と
に
関
わ
る
「（
よ
）
う
と
す
る
」
と
し
て

整
理
し
て
お
く
。

ⅱ
時
間
的
に
ど
の
よ
う
に
経
過
し
て
い
る
か
が
見
え
て
く
る
表
現

を
構
成
し
て
い
る
。

Ａ
⑻

そ
の
白
い
羽
根
が
或
る
瞬
間
に
は
明
る
く
、
或
る
瞬
間
に
は

暗
く
見
え
出
す
と
、
長
い
北
国
の
夜
も
よ
う
や
く
明
け
離
れ
て

行
こ
う
と
す
る
の
だ
。
（
有
島
『
生
れ
い
づ
る
悩
み
』

下
）

427

Ａ
⑼

十
一
月
も
そ
ろ
そ
ろ
末
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
或
る
晩
、
成

瀬
と
二
人
で
帝
劇
の
フ
ィ
ル
・
ハ
ア
モ
ニ
イ
会
を
聞
き
に
行
っ

た
。

（
芥
川
『
あ
の
頃
の
自
分
の
事
』

下
）

186

Ａ
⑽

と
こ
ろ
が
残
暑
が
初
秋
へ
振
り
変
ろ
う
と
す
る
時
分
、
夫
は

或
る
日
会
社
の
出
が
け
に
、
汗
じ
み
た
襟え
り

を
取
変
え
よ
う
と
し

た
。

（
芥
川
『
秋
』

上
）

242

右
の
⑻
・
⑼
・
⑽
は
、
時
間
の
推
移
を
い
っ
て
い
る
点
で
共
通
す

る
が
、
殊
に
⑼
・
⑽
は
、
季
節
の
変
化
を
い
っ
て
い
る
点
で
、
い
っ

そ
う
近
い
関
係
に
あ
る
。
⑻
に
つ
い
て
は
、『
中
上
級
を
教
え
る
人

の
た
め
の
日
本
語
文
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
の
文
例
⑶
と
の
関
係
が
見

え
て
く
る
。
夕
日
が
沈
む
の
も
朝
日
が
昇
る
の
も
、
そ
し
て
夜
が
明
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け
る
の
も
、
そ
の
推
移
を
描
写
す
る
表
現
と
し
て
、「（
よ
）
う
と
す

る
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

Ａ
⑾

そ
の
時
の
君
は
早
や
中
学
を
卒お

え
よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
立
派

な
青
年
で
あ
っ
た
。
（
藤
村
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

上
）

503

Ａ
⑿

捨
吉
の
二
十
一
と
い
う
歳
も
二
週
間
ば
か
り
の
う
ち
に
尽
き

よ
う
と
す
る
頃
で
あ
っ
た
。

（
藤
村
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』

上
）

671

Ａ
⒀

…
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
神
と
い
う
も
の
を
恋
し
か
け
た
十
二

三
歳
頃
の
葉
子
に
、
学
校
は
祈
禱
と
、
節
慾
と
、
殺
情
と
を
強

制
的
に
た
た
き
こ
も
う
と
し
た
。
十
四
の
夏
が
秋
に
移
ろ
う
と

し
た
頃
、
葉
子
は
不
図
思
い
立
っ
て
、
美
し
い
四
寸
幅
程
の
角

帯
の
よ
う
な
も
の
を
絹
糸
で
編
み
は
じ
め
た
。

（
有
島
『
或
る
女
』

下
）

40

右
の
⑾
・
⑿
・
⒀
は
、
年
齢
を
い
っ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
⒀

は
、
そ
こ
に
限
っ
て
読
め
ば
季
節
の
変
化
を
い
っ
て
い
る
が
、
大
き

く
読
む
と
、
年
齢
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ

ろ
う
。

Ａ
⒁

…
、
夜
は
明
け
ん
と
す
、
客
人
の
目
疾

め
や
み

せ
ら
れ
ぬ
用
心
に
、

涼ひ

傘が
さ

さ
さ
せ
申
さ
ん
と
、
…
。
（
鷗
外
『
即
興
詩
人
』

下
）

529

右
の
⒁
は
、〈（
夜
は
）
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
〉
と
現
代
語
訳
さ

れ
て
、
⑻
と
同
じ
で
、
時
間
の
推
移
を
い
っ
て
い
る
。

以
上
の
ⅰ
・
ⅱ
併
せ
て
、
視
覚
・
聴
覚
で
捉
え
ら
れ
る
物
理
的
な

動
き
を
捉
え
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
⑴
と
⑿
と
は
、
同
じ
「
尽
き

よ
う
と
す
る
」
だ
が
、
空
間
を
も
時
間
を
も
表
現
し
て
い
る
。

四

自
然
現
象
と
し
て
至
当
な
終
着
点
に
向
け
て
変
化
し
て

い
く
状
況
を
述
べ
る
「（
よ
）
う
と
す
る
」（
Ｂ
群
）

ⅰ
物
理
現
象
と
し
て
当
然
そ
う
な
る
変
化
を
捉
え
る
表
現
を
構
成

し
て
い
る
。

Ｂ
⒂

其
処
に
は
丁
度
赤
と
青
と
の
花
火
が
、
蜘く

蛛も

手で

に
闇
を
弾は
じ

き

な
が
ら
、
将ま
さ

に
消
え
よ
う
と
す
る
所
で
あ
っ
た
。

（
芥
川
『
舞
踏
会
』

下
）

238

実
は
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
用
例
は
、
こ
の
⒂
だ
け
で
あ
る
。
三

の
ⅰ
に
収
め
よ
う
か
と
も
思
っ
た
が
、
そ
の
変
化
の
方
向
が
消
滅
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
終
着
点
に
向
け
て
の
動
き
と
し
て
捉
え
た
の
で

あ
る
。

ⅱ
心
理
現
象
と
し
て
抵
抗
で
き
な
い
ま
ま
そ
う
な
る
変
化
を
捉
え

る
表
現
を
構
成
し
て
い
る
。
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Ｂ
⒃

君
の
心
は
た
だ
一
途ず

に
、
眠
り
足
り
な
い
人
が
思
わ
ず
瞼
ま
ぶ
た

を
ふ
さ
ぐ
よ
う
に
、
崖
の
底
を
目
が
け
て
ま
ろ
び
落
ち
よ
う
と

す
る
。

（
有
島
『
生
れ
い
づ
る
悩
み
』

上
）

454

Ｂ
⒄

重
錘
お
も
り

を
か
け
て
深
い
井
戸
に
投
げ
込
ま
れ
た
燈
明
の
よ
う

に
、
深
み
に
行
く
程
、
君
の
心
は
光
を
増
し
な
が
ら
、
感
じ
を

強
め
な
が
ら
、
最
後
に
は
死
と
い
う
己
の
冷
た
い
水
の
表
面
に

消
え
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

（
有
島
『
生
れ
い
づ
る
悩
み
』

上
）

454

右
の
⒃
・
⒄
は
、
同
じ
作
品
の
同
一
ペ
ー
ジ
に
あ
る
用
例
で
、
現

れ
る
順
序
は
⒄
が
先
で
⒃
が
後
で
あ
る
が
、
物
理
現
象
を
比
喩
と
し

て
用
い
て
、
心
理
現
象
を
述
べ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。

Ｂ
⒅

葉
子
の
胸
は
言
葉
通
り
に
張
り
裂
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

（
有
島
『
或
る
女
』

上
）

165

Ｂ
⒆

葉
子
は
精
も
根
も
尽
き
果
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
感
じ

た
。

（
有
島
『
或
る
女
』

上
）

306

Ｂ
⒇

そ
の
中
で
君
の
心
だ
け
が
張
り
つ
め
て
死
の
方
へ
と
じ
り
じ

り
深
ま
っ
て
行
こ
う
と
し
た
。

（
有
島
『
生
れ
い
づ
る
悩
み
』

上
）

454

右
の
⒅
・
⒆
・
⒇
と
も
、
苦
悩
の
極
限
に
向
け
て
の
心
の
動
き
を

描
写
し
て
い
る
。

Ｂ
21

最
後
に
武
右
衛
門
君
の
心
い
き
を
一
寸
紹
介
す
る
。
君
は
心

配
の
権
化

ご
ん
げ

で
あ
る
。
か
の
偉
大
な
る
頭
脳
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
そ

れ
が
功
名
心
を
以
て
充
満
せ
る
が
如
く
、
正
に
心
配
を
以
て
は

ち
き
れ
ん
と
し
て
い
る
。（

漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

下
）

231

Ｂ
22

今
や
わ
が
心
霊
界
は
徐お
も
む

ろ
に
薄
暮
に
沈
ま
ん
と
す
。

（
芥
川
『
河
童
』

下
）

500

右
の
21
・
22
と
も
、
文
語
表
現
の
「
ん
と
す
」
で
あ
る
が
、
21
は

口
語
表
現
の
な
か
に
残
っ
た
文
語
的
言
い
回
し
で
あ
り
、
22
は
文
語

体
そ
の
も
の
に
見
る
用
例
で
あ
る
。
22
は
、
自
然
界
の
空
間
に
見
る

自
然
現
象
を
借
り
て
、
心
霊
界
に
あ
っ
た
意
識
が
消
え
て
い
く
状
況

を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ⅲ
精
神
状
態
が
許
容
で
き
な
い
限
界
に
到
達
す
る
状
況
を
捉
え
る

表
現
を
構
成
し
て
い
る
。

Ｂ
23

彼
は
比
較
的
遠
い
距
離
に
立
っ
て
細
君
の
父
を
眺
め
た
。
然

し
彼
の
眼
に
漂
う
色
は
冷
静
で
も
無
頓
着

む
と
ん
じ
ゃ
く

で
も
な
か
っ
た
。
寧

ろ
黒
い
瞳
か
ら
閃ひ

ら
め

こ
う
と
す
る
反
感
の
稲
妻
で
あ
っ
た
。

（
漱
石
『
道
草
』

上
）

992
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右
の
23
は
、
方
向
性
が
消
滅
に
向
か
う
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
か

ら
、
別
項
と
し
て
み
た
が
、
そ
の
傾
向
を
捉
え
き
れ
て
は
い
な
い
。

前
項
に
収
め
た
⒄
の
「（
胸
が
）
張
り
裂
け
よ
う
と
す
る
」
も
、
こ
の

項
に
相
当
し
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

ⅳ
生
活
が
逼
迫
し
て
困
窮
の
限
界
に
到
達
す
る
状
況
を
捉
え
る
表

現
を
構
成
す
る
。

Ｂ
24

鼻
筋
は
痩や

せ
細
っ
て
精
神
的
な
敏
感
さ
を
際
立
た
し
て
い

た
。
頬
の
痛い
た

々い
た

し
く
こ
け
た
為
に
葉
子
の
顔
に
云
う
べ
か
ら
ざ

る
暖
か
み
を
つ
く
る
笑
窪
え
く
ぼ

を
失
お
う
と
し
て
は
い
た
が
、
そ
の

代
り
に
そ
こ
に
は
悩
ま
し
く
物
思
わ
し
い
張
り
を
加
え
て
い

た
。

（
有
島
『
或
る
女
』

下
）

215

右
の
24
は
、
消
滅
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
展
開
を
見
せ

る
表
現
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
精
神
面
の
限
界
状
態
が
肉
体
と
し
て

の
瞳
や
笑
窪
の
変
化
に
現
れ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
用
例
で
あ
る
。

Ｂ
25

そ
し
て
又
落
ち
込
も
う
と
す
る
窮
境
の
中
か
ら
血
の
出
る
よ

う
な
金
を
欠
か
さ
ず
に
送
っ
て
よ
こ
す
。

（
有
島
『
或
る
女
』

下
）

253

こ
の
項
は
、
こ
の
25
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
う
状
況
の
描
写
は

類
例
も
あ
ろ
う
か
と
思
え
て
く
る
。

以
上
、
な
お
雑
多
な
印
象
が
残
る
不
十
分
な
整
理
で
あ
る
が
、
終

着
点
に
向
け
て
変
化
し
て
い
く
状
況
を
述
べ
る
「（
よ
）
う
と
す
る
」

と
し
て
括
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
章
の

極
端
な
場
合
が
次
章
と
な
る
の
で
あ
る
。

五

究
極
の
到
達
点
で
あ
る
「
死
」
に
向
け
て
漸
移
す
る
状

況
を
述
べ
る
「（
よ
）
う
と
す
る
」（
Ｃ
群
）

Ｃ
26

二
人
に
共
通
な
父
、そ
の
父
の
死
の
う
と
し
て
い
る
枕
元
で
、

兄
と
私
は
握
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。（

漱
石
『
こ
こ
ろ
』

上
）

803

Ｃ
27

彼
は
死
の
う
と
し
て
い
る
そ
の
人
の
姿
を
、
同
情
の
眼
を
開

い
て
遠
く
に
眺
め
た
。

（
漱
石
『
道
草
』

上
）

972

Ｃ
28

水
に
溺お
ぼ

れ
て
死
の
う
と
す
る
人
が
、世
界
の
何
処
か
の
隅
で
、

小
さ
な
幸
福
を
得
た
人
の
あ
る
の
を
想
像
し
て
、
そ
れ
に
祝
福

を
送
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
と
て
も
あ
り
得
な
い
と
同
様

に
、
…
。

（
有
島
『
惜
し
み
な
く
愛
は
奪
う
』

下
）

354

右
の
26
・
27
・
28
の
「
死
の
う
と
す
る
」
は
、
い
ず
れ
も
が
、
他

者
が
〈
死
に
そ
う
に
な
っ
て
い
る
〉
意
を
述
べ
て
い
る
用
例
で
あ
っ

て
、
自
身
が
み
ず
か
ら
「
死
の
う
と
す
る
」
こ
と
を
い
っ
て
い
る
も

― 9―
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の
で
は
な
い
。
無
意
志
三
人
称
主
体
の
「
死
の
う
と
す
る
」
で
あ
る
。

26
の
主
体
は
二
人
の
父
で
あ
り
、
27
の
主
体
は
「
そ
の
人
」
で
、
金

の
無
心
を
続
け
た
、
あ
の
養
女
だ
っ
た
人
で
あ
る
。
28
の
主
体
は
、

想
定
さ
れ
た
一
般
の
人
で
あ
る
。

Ｃ
29

見
る
人
の
想
像
力
は
彫
刻
の
外
へ
一
歩
も
踏
み
出
す
事
が
出

来
な
い
。
唯
ラ
オ
コ
オ
ン
の
呻し

ん

吟ぎ
ん

す
る
の
を
聞
き
、
既
に
死
な

ん
と
す
る
の
を
見
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

（
谷
崎
『
金
色
の
死
』

下
）

987

Ｃ
30

牛
は
目
を
廻
し
、
足
を
バ
タ
バ
タ
さ
せ
て
、
鼻
息
も
白
く
幽か

す

か
な
呻う
め

き
声
を
残
し
て
置
い
て
気い

息き

も
絶
え
ん
と
し
た
。

（
藤
村
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

下
）

554

Ｃ
31

溺お
ぼ

れ
ん
と
す
る
者
が
選
ま
ず
物
を
摑つ
か

む
よ
う
に
―
―
或
い
は

も
っ
と
本
統
に
愛
情
を
感
じ
た
か
、そ
れ
は
よ
く
分
ら
な
い
が
、

其
処
に
出
て
来
た
一
人
の
男
に
栄
花
は
直
ぐ
身
も
心
も
任
せ
て

了
っ
た
。

（
志
賀
『
暗
夜
行
路
』

上
）

118

右
の
29
・
30
・
31
も
ま
た
、
そ
の
、
自
然
と
〈
死
に
そ
う
に
な
っ

て
い
る
〉
状
況
を
述
べ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
29
は
「
死
の
う

と
す
る
」
の
文
語
的
言
い
回
し
「
死
な
ん
と
す
る
」
を
残
し
た

用
例
で
あ
る
。
30
・
31
は
、
と
も
に
結
果
的
に
は
「
死
の
う
と

す
る
」
と
読
み
取
っ
て
も
よ
い
用
例
で
、
い
ず
れ
も
、
文
語
的

言
い
回
し
を
残
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
代
に
あ
っ
て
は
、
自
死
を
指
し
て
い
う
「
死
の
う

と
す
る
」
が
存
在
す
る
が
、
当
代
の
こ
の
作
家
た
ち
の
こ
れ
ら

作
品
の
な
か
に
は
そ
の
用
例
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
相
当
す
る
表
現
と
し
て
、
次
の
用
例
が
拾
い
出
せ
た
。

〇
「
…
、
死
の
う
と
思
っ
た
ッ
て
時
が
来
な
け
れ
ば
容
易
に
死
ね
る

訳
の
も
の
で
は
無
い
ね
…
」

（
藤
村
『
家
』

上
）

272

さ
て
、
同
じ
よ
う
に
「
死
に
直
面
す
る
」
と
い
っ
て
も
、
病
死
を

い
う
の
で
は
な
く
、
危
険
が
身
に
及
ん
で
く
る
場
合
が
あ
る
。
次
例

は
、
川
で
の
舟
漕
ぐ
遊
び
で
の
「
死
の
う
と
す
る
」
場
面
で
あ
る
。

Ｃ
32
「
こ
こ
ち
よ
の
此
遊
や
。
む
か
し
我
命
喪う

し
な

は
む
と
せ
し
も
此

湖
の
中
な
り
。
…
。」

（
鷗
外
『
う
た
か
た
の
記
』

下
）

151

「
喪
お
う
と
す
る
」
と
現
代
語
訳
で
き
る
文
語
の
「
喪
は
む
と
す
」

で
あ
る
。
そ
の
現
代
語
「
喪
お
う
と
す
る
」
は
、
前
章
の
24
に
見
た

「
失
お
う
と
す
る
」
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
消
滅
に
向
け
て
近
づ
く

動
き
で
あ
る
。
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六

受
身
の
助
動
詞
が
直
上
に
あ
っ
て
、
そ
の
受
身
の
状
態

に
向
け
て
抵
抗
で
き
な
い
ま
ま
漸
移
し
て
い
く
状
況
を
述
べ

る
「（
よ
）
う
と
す
る
」（
Ｄ
類
）

Ｄ
33

吾
輩
が
最
後
に
つ
ま
み
出
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
こ
の

家う
ち

の
主
人
が
騒
々
し
い
何
だ
と
い
い
な
が
ら
出
て
来
た
。

（
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
６
上
）

Ｄ
34

…
、
や
が
て
そ
の
人
が
車
に
乗
せ
ら
れ
て
連
れ
て
行
か
れ

よ
う
と
す
る
け
は
い
に
、
又
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
で
、
…
。

（
谷
崎
『
少
将
滋
幹
の
母
』

下
）

825

Ｄ
35
「
…
。
神
と
一
緒
に
い
る
時
は
、
神
を
忘
れ
て
い
る
。
少
な

く
と
も
神
に
は
な
れ
て
い
る
時
、
神
の
も
と
に
帰
る
許
し
を
得

た
い
時
、
一
番
祈
り
た
い
気
持
が
す
る
。
そ
れ
か
ら
神
か
ら
見

す
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
す
が
り
つ
く
時
に
。
…
」

（
武
者
小
路
『
幸
福
者
』

上
）

123

Ｄ
36

…
、
段
々
と
世
間
か
ら
埋
も
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う

な
境
遇
に
押
し
込
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
運
命
。

（
有
島
『
或
る
女
』

下
）

57

Ｄ
37

全
く
実
用
の
た
め
に
の
み
造
ら
れ
た
真
四
角
な
建
築
物
一
つ

に
も
そ
こ
に
個
性
の
表
現
が
全
然
な
い
と
い
う
こ
と
は
出
来
な

い
。
然
し
な
が
ら
そ
の
中
か
ら
個
性
を
、
即
ち
愛
を
捜
し
出
す

と
い
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
だ
。
個
性
は
無
意
味
な
用

材
の
為
に
遺
憾
な
く
押
し
ひ
し
が
れ
て
、
お
ま
け
に
用
材
と
の

有
機
的
な
関
係
か
ら
危
く
断
た
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
有
島
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
う
』

上
）

388

右
の
33
・
34
・
35
・
36
・
37
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
受
身
の
状
態

に
陥
り
そ
う
に
な
っ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。

Ｄ
38

…
、
右
手
に
大
杯
を
傾
け
な
が
ら
、
今
し
も
庭
前
に
刑
せ
ら

れ
ん
と
す
る
犠い
け

牲に
え

の
男
を
眺
め
て
い
る
妃
の
風
情
ふ
ぜ
い

と
云
い
、…
、

妃
の
前
に
頭
を
う
な
だ
れ
、
眼
を
閉
じ
た
男
の
顔
色
と
云
い
、

物
凄
い
ま
で
に
巧
み
に
描
か
れ
て
い
た
。

（
谷
崎
『
刺
青
』

下
）

901

右
の
38
は
、「
刑
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
」
の
文
語
形
で
、
そ
の
場
面

の
物
凄
さ
を
表
す
た
め
に
意
識
的
に
採
用
し
た
文
語
形
の
よ
う
に
見

え
て
く
る
用
例
で
あ
る
。
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七

読
解
の
試
み
Ⅰ
―
―
同
一
動
詞
に
付
い
た
「（
よ
）
う
と

す
る
」
が
、
有
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
と
も
無
意

志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」（
Ｏ
群
）
と
も
な
る
用
例
の

読
み
分
け
の
手
掛
か
り

第
五
章
に
お
い
て
Ａ
⑶
と
し
て
引
い
た
、
そ
の
用
例
は
、「
曲
ろ
う

と
す
る
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
曲
ろ
う
と
す
る
」
は
、
空
間
の
広
が

り
の
な
か
に
延
長
し
て
占
め
て
い
る
物
理
的
な
位
置
を
捉
え
た
表
現

に
採
用
さ
れ
て
い
る
用
例
で
あ
っ
た
。
い
ま
、
Ａ
⑶
に
Ｏ
群
と
し
て

の
用
例
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
用
例
だ
け
、
Ａ
・
Ｏ
⑶
と
す
る
こ
と

と
す
る
。

Ａ
・
Ｏ
⑶

日
頃
顔
を
見
知
っ
た
八や

百お

屋や

夫
婦
も
、
本
町
か
ら
市
町

の
方
へ
曲
ろ
う
と
す
る
角○

あ○

た○

り○

に○

陣
取
っ
て
青
い
顔
の
亭
主

と
肥
っ
た
内か
み

儀さ
ん

と
が
互
い
に
片か
た

肌は
だ

抜ぬ
ぎ

で
、稲い
な

荷り

鮨ず
し

を
漬
け
た
り
、

海の

苔り

巻ま
き

を
作
っ
た
り
し
た
。

（
藤
村
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』

下
）

518

そ
の
「
曲
ろ
う
と
す
る
」
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
有
意
志
主

体
の
用
例
を
見
る
の
で
あ
る
。

〇
三
四
郎
は
立
っ
た
ま
ま
、
女
の
後
姿
を
見
守
っ
て
い
る
。
女
は

角
へ
来
た
。
曲
ろ
う
と
す
る
途○

端○

に○

振
り
返
っ
た
。
三
四
郎
は

赤
面
す
る
ば
か
り
に
狼ろ
う

狽ば
い

し
た
。
（
漱
石
『
三
四
郎
』

下
）

465

〇
そ
し
て
門
を
出
て
左
へ
曲
ろ
う
と
し
て
不○

図○

道み
ち

傍ば
た

の
捨
石
に
け

つ
ま
ず
い
て
、
は﹅

っ﹅

と
眼
が
覚
め
た
よ
う
に
あ
た
り
を
見
廻
し

た
。

（
有
島
『
或
る
女
』

下
）

34

右
の
二
例
の
「
曲
ろ
う
と
す
る
」
は
、
三
四
郎
や
葉
子
が
そ
れ
ぞ

れ
の
意
志
を
も
っ
て
そ
う
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
を
い
っ
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
「
曲
ろ
う
と
す
る
」
の
直
後
の
「
途
端
に
」
や
「
不
図
」

か
ら
も
、そ
の
時
間
的
な
瞬
間
を
い
っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
取
れ
る
。

併
せ
て
、
動
作
主
が
明
確
に
存
在
す
る
用
例
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
対

し
て
、
Ａ
Ｏ
⑶
の
「
曲
ろ
う
と
す
る
」
は
、
そ
の
被
修
飾
語
「
角
あ

た
り
に
」
か
ら
も
、
地
理
的
な
位
置
を
い
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

そ
こ
で
、以
下
に
文
章
の
展
開
に
よ
っ
て
は
有
意
志
主
体
の「（
よ
）

う
と
す
る
」
と
も
な
る
、
無
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
の
用

例
を
拾
い
上
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

×

×

×

Ｏ
39

Ｋ
子
は
姉
達
が
嫁
入
り
の
時
、
残
し
て
行
っ
た
古
着
を
直
し

て
着
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
今
は
姉
よ
り
も
大
き
く
な
ろ
う
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と
し
て
い
る
し
、
元
々
古
着
も
姉
達
が
未
だ
小
さ
か
っ
た
時
の

物
が
多
か
っ
た
か
ら
、
今
の
よ
う
に
大
き
く
な
ら
な
い
内
で
も

そ
の
ま
ま
、
着
ら
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

（
志
賀
『
末
っ
児
』

下
）

506

右
の
39
の
「
大
き
く
な
ろ
う
と
す
る
」
は
、
Ｋ
子
の
背
丈
が
姉
た

ち
よ
り
大
き
く
な
り
そ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て
い
て
、
Ｋ

子
が
そ
の
意
志
と
し
て
姉
た
ち
よ
り
大
き
く
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
無
意
志
主
体
と
し
て
の
Ｋ
子
の
背
丈
が
意
志
主
体
の

Ｋ
子
の
意
志
に
関
係
な
く
、
姉
た
ち
の
背
丈
よ
り
も
大
き
く
な
り
そ

う
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
「
大
き
く
な
ろ
う
と
す
る
」
は
、
一
般
的
に
は
、
有
意
志
主

体
の
用
例
の
ほ
う
を
多
く
見
せ
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。「
次

郎
は
、兄
の
太
郎
よ
り
大
き
く
な
ろ
う
と
し
て
、バ
ス
ケ
ッ
ト
・
ボ
ー

ル
部
に
入
部
し
た
。」「
健
夫
く
ん
の
ほ
う
が
、
雅
彦
く
ん
よ
り
、
人

間
的
に
大
き
く
な
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。」
な
ど
で
あ
る
。

そ
れ
ら
用
例
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
主
で
あ
る
次
郎

や
健
夫
の
存
在
が
最
も
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
併
せ
て
、
具
体

的
な
動
作
に
関
連
す
る
表
現
に
手
掛
か
り
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
無
意
志
主
体
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
表
現
さ
れ

て
い
な
い
部
分
も
多
く
、
捉
え
に
く
い
。
Ｏ
39
に
つ
い
て
い
う
と
、

そ
の
本
文
に
い
う
無
意
志
主
体
は
、
文
頭
の
「
そ
れ
が
」
で
あ
る
。

そ
の
「
そ
れ
が
」
の
「
そ
れ
」
の
指
示
内
容
は
、
こ
の
本
文
に
は
表

出
さ
れ
て
い
な
い
。
前
文
か
ら
、
姉
た
ち
の
古
着
を
直
し
て
着
せ
ら

れ
て
い
た
Ｋ
子
を
捉
え
た
う
え
で
、「
Ｋ
子
の
背
丈
」
を
想
定
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

×

×

×

Ｏ
40

突
然
一
個
の
球
が
流
星
の
ご
と
く
、
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
来
る

わ
れ
わ
れ
の
足
元
に
小
砂
利
を
轢き

し

っ
て
転
が
っ
て
来
た
。
そ
れ

を
捕
え
よ
う
と
し
て
、
制
服
の
上
衣
う
わ
ぎ

を
脱
い
で
シ
ャ
ツ
一
ツ
に

な
っ
た
中
学
生
が
向
う
見
ず
に
駈
け
て
来
て
、
危
く
先
生
に
突

き
当
ろ
う
と
し
て
、
驚
い
て
身
を
よ
け
よ
う
と
し
た
拍
子
に
、

中
心
を
失
っ
て
激
し
く
前
へ
の
め
っ
た
。

（
荷
風
『
歓
楽
』

上
）

215

こ
こ
で
注
目
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
突
き
当
ろ
う
と
す
る
」
の
前

後
に
も
、「
捕
え
よ
う
と
す
る
」と「
よ
け
よ
う
と
す
る
」と
い
う「（
よ
）

う
と
す
る
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
有
意
志
主
体
の

「（
よ
）
う
と
す
る
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
突
き
当
ろ
う
と

す
る
」
は
、
無
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
で
あ
る
。
初
夏
の
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運
動
場
を
先
生
と
私
と
が
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
来
て
い
た
と
き
の
こ
と

で
あ
る
。
制
服
の
上
衣
を
脱
い
で
シ
ャ
ツ
一
枚
に
な
っ
た
中
学
生
が

向
こ
う
見
ず
に
駈
け
て
き
て
、先
生
に
突
き
当
た
り
そ
う
に
な
っ
て
、

そ
の
中
学
生
が
身
を
よ
け
よ
う
と
し
た
瞬
間
、
中
心
を
失
っ
て
前
の

め
り
に
転
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
向
う
見
ず
に
駈
け
て
来
て
、」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
中
学
生

は
、
突
き
当
た
ろ
う
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
「
突
き
当
た
ろ
う
と
し

て
、」と
い
う
の
で
は
な
い
。
無
意
志
主
体
の「
突
き
当
ろ
う
と
す
る
」

で
あ
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。

一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
「
突
き
当
た
ろ
う
と
す
る
」
は
、
多
く
が

有
意
志
主
体
の「
突
き
当
た
ろ
う
と
す
る
」で
あ
ろ
う
。「
あ
の
車
は
、

私
の
車
に
突
き
当
た
ろ
う
と
し
て
運
転
し
て
き
た
。」「
敵
の
フ
ォ

ワ
ー
ド
の
Ａ
選
手
に
突
き
当
た
ろ
う
と
し
て
、
激
し
く
攻
撃
し
た
。」

な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
Ｏ
40
の
「
突
き
当
ろ
う
と
す
る
」

は
、
た
ま
た
ま
そ
う
い
う
成
り
行
き
と
な
っ
た
結
果
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

八

読
解
の
試
み
Ⅱ
―
―
悩
ま
せ
る
「（
よ
）
う
と
す
る
」
／

感
覚
で
読
む
よ
り
ほ
か
な
い
「（
よ
）
う
と
す
る
」（
Ｐ
群
）

／
修
正
し
た
い
「（
よ
）
う
と
す
る
」「
ん
と
す
」（
Ｑ
群
）
な

ど

小
稿
第
六
章
に
お
い
て
、
受
身
の
助
動
詞
が
直
上
に
あ
る
「（
よ
）

う
と
す
る
」
に
つ
い
て
取
り
立
て
て
き
た
。
共
通
す
る
用
例
を
六
例

見
て
き
て
い
て
、
一
定
の
定
着
し
た
傾
向
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と

認
識
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
例
も
、
そ
の
一
例
と
見
て
よ
い
か
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

〇
葉
子
は
自
分
が
船
客
達
か
ら
激
し
い
好
奇
の
眼
で
見
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
。

（
有
島
『
或
る
女
』

下
）

56

そ
こ
で
、
こ
の
「
見
ら
れ
よ
う
と
す
る
」
は
、
葉
子
が
船
客
た
ち

か
ら
好
奇
の
眼
で
見
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
、
葉
子
が
船
客
た
ち
か
ら
好
奇
の
眼
で
見
て
も
ら
お
う
と
い

う
意
志
を
も
っ
て
そ
れ
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
者
は

一
般
的
で
は
な
い
が
、
葉
子
と
い
う
人
物
か
ら
は
、
そ
う
も
考
え
ら

れ
な
く
は
な
い
。
そ
れ
に
、
受
身
の
助
動
詞
に
付
く
「
よ
う
と
す
る
」
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で
、
有
意
志
主
体
の
用
例
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〇
軟
派
の
連
中
は
女
性
に
好
か
れ
よ
う
と
す
る
。

（
鷗
外
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』

上
）

26

し
た
が
っ
て
、
拗す

ね
者
は
、「
嫌
わ
れ
よ
う
と
す
る
」
振
る
舞
い
ま

で
す
る
こ
と
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
或
る
女
』
の
「
好
奇

の
眼
で
見
ら
れ
よ
う
と
す
る
」
が
有
意
志
主
体
で
あ
る
と
、
そ
の
一

文
だ
け
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
一
文
に
続
い
て
、
有
島
は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〇
立た

て

役や
く

や
幕
明
き
か
ら
舞
台
に
出
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
観
客

が
待
ち
に
待
っ
て
、
待
ち
草
臥
く
た
び

れ
そ
う
に
な
っ
た
時
分
に
、
し

ず
し
ず
と
乗
り
出
し
て
、
舞
台
の
空
気
を
思
う
さ
ま
動
か
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
葉
子
の
胸
の
中
に
は
こ
ん
な
狡
獪

ず
る
が
し
こ

い
い
た

ず
ら
な
心
も
潜
ん
で
い
た
の
だ
。
（
有
島
『
或
る
女
』

下
）

56

も
は
や
、
そ
の
「
激
し
い
好
奇
の
眼
で
見
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」

が
有
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
と
見
え
て
き
た
で
あ
ろ
う
。

葉
子
の
意
志
が
船
客
た
ち
か
ら
激
し
い
好
奇
の
眼
で
見
ら
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
末
の
「
知
っ
て
い
た
。」
は
、
そ
う

い
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
葉
子
自
身
の
こ
と
を
葉
子
は
知
っ
て
い

た
、
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

×

×

×

当
方
は
動
く
こ
と
な
く
、
そ
の
場
に
い
て
、
先
方
が
こ
ち
ら
に
接

近
し
て
く
る
の
を
待
つ
の
が
動
詞
「
迎
え
る
」
で
あ
る
。
動
く
の
は

先
方
だ
け
で
、
そ
の
先
方
が
季
節
や
行
事
で
あ
る
場
合
、「
春
を
迎
え

る
」
と
か
「
新
学
期
を
迎
え
る
」
と
か
い
う
こ
と
に
な
る
。
改
め
て

そ
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
は
、「（
よ
）
う
と
す
る
」
の
次
の
用
例
に

出
会
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
を
意

識
し
す
ぎ
る
と
、「
迎
え
る
」
を
〈
待
つ
〉
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

Ｐ
41

旧
暦
で
正
月
を
迎
え
よ
う
と
す
る
村
々
を
通
過
ぎ
た
時
は
、

途
中
で
復ま

た
煤す
す

掃は
き

の
音
を
聞
い
た
。

（
藤
村
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』

上
）

677

右
の
41
を
読
ん
で
、
直
ち
に
感
じ
取
っ
た
「
正
月
を
迎
え
よ
う
と

す
る
」
は
、
無
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
一
定
の
手
順
を
踏
ん
で
考
え
た
結
果
と
し
て
も
、
筆
者
の
感
覚

と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

捨
吉
は
東
京
を
逃
れ
て
東
海
道
を
下
り
、
鎌
倉
か
ら
興
津
あ
た
り

ま
で
歩
い
て
い
っ
て
、
そ
の
途
次
、
そ
の
よ
う
な
村
を
通
り
過
ぎ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
た
ま
た
ま
通
り
過
ぎ
た
村
々
で
あ
っ
て
、
捨
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吉
は
、
何
を
手
掛
か
り
に
そ
う
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が

ら
、
前
段
落
に
「
正
月
ら
し
く
映あ
た

っ
て
来
て
い
る
日
の
光
」
と
あ
る

だ
け
で
あ
る
。
当
代
、
そ
の
地
域
に
松
飾
り
の
風
習
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
な
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

そ
の
「
旧
暦
で
正
月
を
迎
え
」
る
が
、〈
旧
暦
の
ま
ま
で
正
月
を
迎
え

る
〉
と
読
め
て
き
て
、
さ
っ
き
も
聞
い
た
が
、
ま
た
煤
掃
き
の
音
を

聞
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
読
め
て
い
た
よ
う
に
内
省
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
再
読
し
て
、
そ
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
を
、
先
に
触

れ
た
よ
う
に
強
く
意
識
す
る
と
、
村
々
の
人
々
が
、
新
暦
を
強
制
す

る
時
代
の
風
潮
に
逆
ら
っ
て
、
意
志
を
も
っ
て
旧
暦
で
正
月
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
る
と
も
読
め
な
く
は
な
い
と
も
思
え
て
き
た
の
で
あ

る
。
現
代
人
の
多
く
は
、
そ
う
読
む
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
て
き

た
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
も
、
無
意
志
主
体
の
「（
よ
）

う
と
す
る
」
で
あ
ろ
う
と
感
じ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
、
感

覚
で
は
受
け
と
め
ら
れ
て
も
、
そ
う
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

え
る
何
か
が
、
な
お
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
動
詞
「
迎
え
る
」

の
語
義
を
ど
う
意
識
し
て
い
る
か
と
も
関
係
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

か
。

×

×

×

Ｑ
42

人
が
溺
れ
か
か
っ
た
り
、
又
は
絶
壁
か
ら
落
ち
よ
う
と
す
る

間
際
に
、
よ
く
自
分
の
過
去
全
体
を
一
瞬
間
の
記
憶
と
し
て
、

そ
の
頭
に
描
き
出
す
事
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
、
こ
の
哲
学
者

は
一
種
の
解
釈
を
下
し
た
の
で
あ
る
。（

漱
石
『
道
草
』

上
）

949

右
の
Ｑ
42
の
「
落
ち
よ
う
と
す
る
」
が
無
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う

と
す
る
」
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
「
絶
壁
か
ら
落
ち
よ
う
と
す
る
」
は
、「
又
は
」
を
介
し

て
、「
溺
れ
か
か
っ
た
り
」
と
並
立
の
関
係
に
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

文
頭
の
「
人
が
」
は
、
そ
の
並
立
の
関
係
と
な
る
両
語
句
の
主
語
で

あ
ろ
う
と
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
両
語
句
は
、
ど
の
よ
う
に

整
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
並
立
助
詞
「
た
り
」
は
、
そ
の
助

詞
の
種
類
名
ど
お
り
並
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え

で
、
補
助
動
詞
「
す
る
」
の
未
然
形
「
し
」
の
力
を
借
り
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
「
し
」
は
、「
溺
れ
か
か
っ
」
と
「
落
ち
か
か
っ
」
と
の

代
行
を
し
て
い
る
補
助
動
詞
と
し
て
の
「
す
る
」
の
未
然
形
で
あ
る
。

早
速
、「
溺
れ
」
に
付
い
て
い
る
複
合
動
詞
後
項
型
補
助
動
詞
「
か
か

る
」
を
「
落
ち
」
の
下
に
も
付
け
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
た
い
。
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〇
人
が
溺
れ
か
か
っ
た
り
、
又
は
絶
壁
か
ら
落
ち
か
か
っ
た
り
し

よ
う
と
す
る
間
際
に
、
…
。

右
の
表
現
が
、
漱
石
『
道
草
』

上
に
あ
る
Ｑ
42
文
の
修
正
表
現

949

で
あ
る
。
そ
の
「
し
よ
う
と
す
る
」
の
「
し
」
が
「
溺
れ
か
か
っ
」

と
「
落
ち
か
か
っ
」
と
の
代
行
を
す
る
補
助
動
詞
「
す
る
」
の
未
然

形
「
し
」
で
あ
る
こ
と
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
よ
う
と
す
る
」
は
、
補
助
動
詞
「
す
る
」

の
未
然
形
に
付
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
実
質
的
に
は
、「
溺
れ
か

か
っ
」
と
「
落
ち
か
か
っ
」
と
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、「
溺
れ
か
か
ろ
う
と
す
る
」
か
、
又
は
、「
落
ち
か
か
ろ
う
と
す

る
」
間
際
に
、
と
読
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
読
解
作
業
か
ら
、「
…
か
か
っ
た
り
…
か
か
っ
た
り
し
よ

う
と
す
る
」
が
、
並
立
の
関
係
の
無
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」

の
表
現
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

後

記

有
意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
が
圧
倒
的
に
多
い
な
か
の
無

意
志
主
体
の
「（
よ
）
う
と
す
る
」
で
あ
る
。
そ
の
無
意
志
主
体
の

「（
よ
）
う
と
す
る
」
は
現
代
語
に
向
け
て
漸
減
し
て
き
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
用
法
を
限
っ
て
の
衰
退
や
消
滅
な
の
か
、
そ

の
整
理
が
今
後
に
期
待
さ
れ
る
。
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