
変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

│
│
岩
野
泡
鳴
『
耽
溺
』
論
│
│

福

岡

弘

彬

岩
野
泡
鳴
の
代
表
作
『
耽
溺
』（「
新
小
説
」
一
九
〇
九
・
二
）
は
、「
真
実
」
が
あ
け
す
け
に
記
さ
れ
た
「
自
然
主
義
」
的
小
説
と
し
て

読
ま
れ
て
き
た
。
例
え
ば
片
岡
良
一
は
、「
あ
る
が
ま
ゝ
の
人
間
本
来
の
す
が
た
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
う
し
て
生
き
ら
れ
た
本

来
の
す
が
た
を
憚
る
と
こ
ろ
な
く
直
写
す
る
と
い
う
」「
自
然
主
義
」
の
特
徴
を
『
耽
溺
』
か
ら
抽
出
し
て
い
る
⑴
。
ま
た
、「
私
小
説
」

を
め
ぐ
る
歴
史
観
の
形
成
に
大
き
く
関
わ
っ
た
一
人
で
あ
る
平
野
謙
も
、
作
品
か
ら
「
率
直
な
告
白
」
を
読
解
し
て
い
る
⑵
。
後
に
概
観

す
る
が
、『
耽
溺
』
は
発
表
当
時
か
ら
現
在
ま
で
、
片
岡
や
平
野
の
よ
う
な
評
価
の
反
復
│

変
奏
に
よ
っ
て
、「
自
然
主
義
」
小
説
の
代
表

的
作
品
と
し
て
文
学
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

本
稿
は
、
如
上
の
評
価
を
問
題
化
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
そ
れ
は
、
現
在
ま
で
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
、『
耽
溺
』
に
お
け
る
「
デ
カ
ダ
ン
」＝

「
耽
溺
⑶
」
を
読
解
す
る
こ
と
に
関
わ
る
。『
耽
溺
』
で
表
現
さ
れ
た
「
僕
」
は
、
そ
の
言
葉
の

奥
底
に
「
真
実
」
を
見
出
す
視
点
│

近
代
的
認
識
論
か
ら
は
捉
え
難
く
、
物
語
の
中
に
在
る
。「
刹
那
主
義
」
を
体
現
す
る
彼
は
、
自
ら
が

「
デ
カ
ダ
ン
」
で
あ
る
こ
と
を
内
面
化
し
、
そ
の
徴
候
を
自
覚
す
る
が
故
に
、〈
主
体
〉
の
統
合
原
理
を
攪
乱
す
る
。
作
品
の
「
デ
カ
ダ

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

一



ン
」＝

「
耽
溺
」
が
現
在
ま
で
充
分
に
対
象
化
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
は
、
物
語
に
お
い
て
変
成
し
て
い
く
「
僕
」
の
存
在
様
式
が
、〈
反

近
代
〉
的
な
諸
相
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
に
大
き
く
起
因
し
て
い
る
。
評
価
史
の
上
で
こ
ぼ
れ
落
ち
て
き
た
作
品
の
│
│
時
に
ノ
イ
ジ
ー

な
│
│
要
素
を
、
積
極
的
に
拾
い
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
こ
の
こ
と
を
明
ら
め
た
い
。

た
だ
し
、
急
い
で
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
稿
は
「
僕
」
の
〈
反
近
代
〉
を
、
い
た
ず
ら
に
称
揚
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、「
僕
」
が
女
性
た
ち
に
差
し
向
け
る
あ
ま
り
に
身
勝
手
で
独
善
的
な
言
動
が
、
露
骨
な
ま
で
に
性
差
別

的
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
⑷
の
だ
が
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
、『
耽
溺
』
に
お
け
る
「
僕
」
の
〈
反
近
代
〉
的
身
振
り
が
、
あ
く

ま
で
近
代
│

消
費
社
会
の
内
側
に
留
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
作
品
は
、「
デ
カ
ダ
ン
」＝

「
耽
溺
」
と
い
う
営
為
が
消

費
行
為
と
見
紛
う
よ
う
な
側
面
を
持
ち
、
実
の
と
こ
ろ
消
費
社
会
と
の
蜜
月
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、〈
反
近

代
〉
的
な
身
振
り
を
支
え
る
こ
の
よ
う
な
機
制
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
重
要
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
後
の
日

本
近
代
文
学
史
に
お
い
て
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
と
称
さ
れ
る
様
々
な
作
品
群
が
、『
耽
溺
』
と
同
じ
問
題
系
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
耽
溺
』
を
読
む
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
本
稿
は
、
こ
の
事
実
を
導
出
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
に
ま
つ
わ
る
一
つ
の
文

学
史
的
見
取
り
図
を
提
示
す
る
こ
と
へ
と
至
る
。

以
上
よ
り
、
同
時
代
的
な
、
あ
る
い
は
広
く
〈
近
代
〉
に
関
わ
る
評
価
軸
と
作
品
を
交
差
さ
せ
つ
つ
、
ま
ず
は
『
耽
溺
』
を
読
解
し
た

い
。
具
体
的
に
は
、
作
品
評
価
史
に
お
け
る
前
提
の
問
題
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
「
僕
」
の
「
刹
那
主
義
」
的
動
態
を
観
測

す
る
。
さ
ら
に
、「
僕
」
の
変
成
を
支
え
る
井
筒
屋
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
抽
出
し
な
が
ら
、「
過
敏
」
な
「
神
経
」
と
「
デ
カ
ダ
ン
」
の
関
係

性
が
作
品
に
ど
の
よ
う
に
表
出
す
る
か
を
分
析
す
る
。
そ
こ
で
は
、
自
他
の
輪
郭
を
融
解
し
な
が
ら
、
自
ら
を
「
病
的
」
に
変
化
さ
せ
て

い
く
「
僕
」
の
姿
が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
耽
溺
」＝

「
デ
カ
ダ
ン
」
が
「
僕
」
の
変
成
を
い
か
に
遂
行
す
る
の
か
を
明
ら
め
た
上
で
、

彼
の
流
動
性
の
限
界
│
│
「
耽
溺
」＝

「
デ
カ
ダ
ン
」
が
い
か
な
る
圏
域
に
留
ま
る
の
か
│
│
を
指
摘
し
た
い
。
作
品
が
最
後
の
局
面
で
示

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

二



す
そ
の
リ
ミ
ッ
ト
は
、
同
時
代
的
な
「
デ
カ
ダ
ン
」
像
を
な
ぞ
る
と
と
も
に
、「
病
的
」
な
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
の
系
譜
を
明
ら
め
る
も
の

と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
、
作
品
に
「
真
実
」
を
見
る
評
に
潜
む
認
識
論
の
陥
穽
を
確
認
す
る
。

一
、「
目
障
り
」
な
「
僕
」

「
人
性
の
奥
が
か
く
す
と
こ
ろ
な
く
描
か
れ
て
居
る
。」（
無
署
名
「
評
論
の
評
論
」、「
文
章
世
界
」
一
九
〇
九
・
二
）
と
い
う
言
葉
が
端
的
に

示
す
よ
う
に
、『
耽
溺
』
は
、
発
表
当
時
か
ら
そ
の
赤
裸
々
な
表
現
が
評
価
さ
れ
て
き
た
。
泡
鳴
と
近
し
い
作
家
、
正
宗
白
鳥
も
「
机
上
」

（「
読
売
新
聞
」
一
九
一
〇
・
五
・
一
五
）
で
、
単
行
本
『
耽
溺
』（
一
九
一
〇
・
五
、
易
風
社
）
全
編
に
対
し
て
で
は
あ
る
が
、「
皮
一
枚
引
剝
い

だ
人
生
の
底
に
流
れ
て
ゐ
る
獣
力
を
見
詰
め
て
、
そ
れ
を
無
遠
慮
に
描
い
て
ゐ
る
」
こ
と
を
賞
賛
し
て
い
る
。『
耽
溺
』
は
、「
人
性
の

奥
」
や
「
人
生
の
底
」
と
い
っ
た
、
謂
わ
ば
〈
深
層
〉
が
表
さ
れ
た
小
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
評
価
コ
ー
ド
は
、
安
倍
能
成

「
二
月
の
評
論
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
一
九
一
〇
・
三
）
の
、「
氏
﹇
岩
野
泡
鳴
﹈
の
現
実
暴
露
だ
と
思
つ
た
。」
と
い
う
、
普
通
顕
在
化
さ
れ
な

い
「
現
実
」
が
「
暴
露
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
る
評
と
も
響
き
合
っ
て
い
る
。

先
に
触
れ
た
平
野
謙
の
論
⑸
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
の
評
価
軸
の
延
長
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。「「
耽
溺
」
の
主
人
公
」
に
「
真

率
、
放
胆
、
爽
快
」
や
「
無
垢
」、「
正
直
な
人
柄
」
を
見
出
し
、「
僕
」
の
言
葉
か
ら
「
率
直
な
告
白
」
を
感
得
す
る
平
野
は
、「
主
人
公

な
ら
び
に
こ
の
作
者
」
か
ら
「
真
率
な
詩
魂
」
を
抽
出
し
て
い
る
。
平
野
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、『
耽
溺
』
に
記
さ
れ
る
主
人
公
の

心
情
が
、
一
般
に
は
隠
蔽
さ
れ
る
類
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
け
す
け
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
上
記
の
よ
う
な
評
価
が
導

出
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、『
耽
溺
』
は
人
間
の
〈
深
層
〉＝

〈
真
相
〉
が
〈
表
層
〉
化
し
た
小
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。変

成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

三



『
耽
溺
』
を
精
緻
に
読
み
込
ん
だ
高
橋
敏
夫
「
泡
鳴
「
耽
溺
」
序
論
│
│
〈
僕
〉
の
転
移
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（「
国
文
学
研
究
」
一
九
七

八
・
一
〇
）
は
、「
作
品
を
つ
ら
ぬ
」
く
「〈
厭
〉
の
モ
チ
ー
フ
」
を
指
摘
し
て
い
る
。『
耽
溺
』
の
「
僕
」
は
、
一
篇
を
通
し
て
〈
厭
〉
と

い
う
情
動
を
頻
繁
に
読
者
に
表
し
な
が
ら
、
し
か
し
作
品
内
で
は
そ
の
感
情
を
抑
制
し
、「
受
動
的
な
が
ら
も
と
も
か
く
場
面
を
つ
な
い

で
い
く
」〈
仮
装
〉
的
な
行
為
に
よ
っ
て
物
語
を
渡
っ
て
行
く
。「
僕
」
に
お
け
る
〈
厭
／
仮
装
〉
の
分
裂
と
い
う
高
橋
の
分
析
を
底
流
す

る
の
も
、
先
の
〈
深
層
／
表
層
〉
と
い
う
読
解
コ
ー
ド
で
あ
ろ
う
⑹
。
さ
ら
に
有
田
和
臣
「
岩
野
泡
鳴
『
耽
溺
』
の
行
方
│
│
「
耽
溺
」

の
身
振
り
の
裏
に
あ
る
も
の
│
│
」（「
文
学
部
論
集
」
二
〇
〇
〇
・
三
）
は
高
橋
の
論
を
反
転
さ
せ
、「「
厭
」
と
す
る
記
述
が
、
帰
京
後
の
、

執
筆
時
点
の
「
僕
」
に
よ
る
真
の
仮
装
」
で
あ
り
、
高
橋
が
〈
仮
装
〉
と
し
た
、「
吉
弥
を
は
じ
め
と
し
て
国
府
津
に
関
係
す
る
対
象
に

執
着
を
示
す
記
述
」
を
、「
物
語
進
行
当
時
の
、「
僕
」
の
本
心
」
と
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
執
着
」＝

「
本
心
」／「
厭
」＝

「
仮
装
」

は
、
そ
の
ま
ま
〈
深
層
／
表
層
〉
の
構
造
に
ス
ラ
イ
ド
し
得
る
図
式
で
あ
る
。
同
時
代
か
ら
後
年
に
至
る
ま
で
、〈
深
層
／
表
層
〉
と
い

う
読
解
は
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
、『
耽
溺
』
か
ら
「
僕
」
の
「
真
率
な
告
白
」
を
聞
き
、「
本
心
」
を
読
み
と
る
規
範
は
強
化
さ
れ
て
き

た
。こ

の
よ
う
な
読
解
は
、
柄
谷
行
人
「
告
白
と
い
う
制
度
」（『
定
本

日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
二
〇
〇
八
・
一
〇
、
岩
波
書
店
）
が
謂
う
と
こ

ろ
の
「
近
代
」
的
遠
近
法
に
支
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
柄
谷
は
「
近
代
」
に
お
い
て
、「
内
面
」
と
は
転
倒
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
し
、「
告
白
と
い
う
形
式
、
あ
る
い
は
告
白
と
い
う
制
度
が
、
告
白
さ
る
べ
き
内
面
、
あ
る
い
は
「
真
の
自
己
」
な
る
も
の
を
産

出
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
言
に
則
る
な
ら
ば
、「
奥
」
や
「
底
」
や
「
真
率
」
や
「
本
心
」
を
『
耽
溺
』
に
発
見
す
る
者

た
ち
は
、
作
品
の
露
骨
な
表
現
に
「
僕
」
の
、
あ
る
い
は
作
家
・
泡
鳴
の
「
告
白
」
を
見
出
し
て
い
る
。『
耽
溺
』＝

「
内
面
」
が
表
出
し

た
小
説
、
と
い
う
前
提
が
、
作
品
の
言
葉
か
ら
〈
表
層
〉
を
選
り
分
け
、〈
深
層
〉
へ
至
る
回
路
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
『
耽
溺
』
は
、
こ
の
よ
う
な
遠
近
法
に
よ
っ
て
は
十
分
に
理
解
で
き
な
い
小
説
な
の
で
は
な
い
か
。
記
さ
れ
た
言
葉
を
〈
深
層
／

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

四



表
層
〉
と
い
う
空
間
的
な
認
識
枠
組
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
前
者
に
「
真
の
自
己
」
を
見
る
よ
う
な
視
座
か
ら
は
、
同
作
品
は
読
み
切
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
本
文
を
改
め
て
読
解
し
な
が
ら
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
耽
溺
』
は
、「
僕
」＝

田
村
義
雄
と
、
芸
者
吉
弥
の
関
係
を
中
心
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
物
語
の
前
半
、「
僕
」
は
吉
弥
に
対
す
る

執
着
を
見
せ
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
感
情
は
錯
綜
し
、
入
り
組
ん
で
い
る
。
次
は
、
吉
弥
と
の
初
め
て
の
情
事
を
、
翌
日
に
な
っ
て

「
僕
」
が
回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。

翌
朝
、
食
事
を
す
ま
し
て
か
ら
、
僕
は
机
に
向
つ
て
ゆ
ふ
べ
の
こ
と
を
考
へ
た
。
吉
弥
が
電
灯
の
球
に
『
や
ま
と
』
の
あ
き
袋
を
か
ぶ
せ
、
段
ば

し
ご
の
方
に
耳
を
そ
ば
立
て
た
時
の
様
子
を
見
て
、
も
ろ
い
奴
、
見
ず
転
の
骨
頂
だ
と
い
ふ
嫌
気
が
し
た
が
、
然
し
自
分
の
自
由
に
な
る
物
は
、
犬

猫
を
飼
つ
て
も
さ
う
だ
ら
う
が
、
そ
れ
が
人
間
で
あ
れ
ば
、
如
何
な
お
多
福
で
も
、
一
層
可
愛
く
な
る
の
が
人
情
だ
。
国
府
津
に
ゐ
る
間
は
可
愛
が

つ
て
や
ら
う
、
東
京
に
つ
れ
て
帰
れ
ば
面
白
か
ら
う
な
ど
と
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
空
想
を
め
ぐ
ら
し
て
ゐ
た
。（
初
出
よ
り
引
用
、（
四
）。
以
下
、

節
番
号
の
み
記
す
）

は
じ
め
「
僕
」
は
「
見
ず
転
」
芸
者
の
手
慣
れ
た
技
術
に
「
嫌
気
」
を
覚
え
る
が
、
す
ぐ
に
征
服
欲
に
よ
っ
て
吉
弥
に
見
出
し
た
「
可

愛
」
さ
を
、「
人
情
」
と
し
て
正
当
化
す
る
。
吉
弥
に
対
す
る
暴
力
的
な
視
線
を
維
持
し
た
ま
ま
、
情
動
が
一
文
の
内
に
急
激
に
移
り
変

わ
り
、
果
て
に
「
面
白
」
さ
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
降
、
こ
の
「
嫌
気
」
と
「
面
白
」
さ
は
ど
ち
ら
か
に
固
着
す
る
こ
と
な
く
、

物
語
は
進
行
し
て
い
く
。
続
く
同
節
で
は
、
吉
弥
の
声
が
階
下
か
ら
聞
こ
え
、「
ま
ん
ざ
ら
厭
な
気
も
」
せ
ず
、
出
会
え
ば
「
僕
は
そ
の

頸
を
い
だ
い
て
口
づ
け
を
し
て
や
ら
う
と
」
す
る
も
、
吉
弥
は
「
わ
ざ
と
か
ほ
を
そ
む
け
て
」
会
話
に
転
じ
る
。
そ
の
際
吉
弥
が
自
分
を

「
商
売
人
と
見
た
」
こ
と
に
「
ま
た
厭
気
」
を
覚
え
る
も
、「
他
日
わ
が
国
を
風
靡
す
る
大
文
学
者
だ
な
ど
と
意
張
つ
た
と
こ
ろ
で
、
か
の

女
の
分
ら
う
筈
も
な
い
」
と
思
い
直
し
…
…
と
、
め
ま
ぐ
る
し
く
感
情
が
二
転
三
転
し
、
一
所
に
落
ち
着
く
こ
と
が
な
い
。
さ
ら
に
会
話

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）
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の
中
で
、
吉
弥
が
「
踊
り
が
好
き
」
と
述
べ
る
と
、「『
ぢ
や
ァ
、
踊
つ
て
見
る
が
い
い
』
と
は
云
つ
た
も
の
の
、
ふ
と
顔
を
見
合
は
し
た

ら
、
抱
き
付
い
て
や
り
た
い
様
な
気
が
し
た
」
と
、
衝
動
的
な
欲
望
が
突
如
現
出
す
る
。

「
僕
」
の
吉
弥
に
対
す
る
恋
着
と
嫌
悪
、
相
反
す
る
二
つ
の
思
い
を
抱
え
た
ま
ま
、
物
語
は
終
盤
ま
で
進
行
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に

忙
し
な
く
揺
れ
動
き
続
け
る
「
僕
」
か
ら
は
、
先
に
見
た
〈
深
層
／
表
層
〉
と
い
う
枠
組
に
よ
っ
て
は
人
物
像
を
捉
ま
え
難
い
。
む
し
ろ

象
ら
れ
て
い
る
の
は
、
時
間
的
な
認
識
に
よ
っ
て
そ
の
速
度
・
瞬
発
力
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
、
瞬
間
瞬
間
に
極
端
に
感
情
が
移
り
変
わ

る
よ
う
な
│
│
泡
鳴
の
評
論
の
言
葉
で
謂
う
な
ら
ば
「
刹
那
主
義
⑺
」
的
な
│
│
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
快
楽
／
不
快
に
ま
つ
わ
る

思
念
が
、
統
合
や
解
決
の
な
い
ま
ま
間
断
な
く
飛
び
交
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ど
れ
が
「
真
の
自
己
」
の
思
い
か
、
と
い
う
判
断
は
決

定
不
可
能
と
な
る
。
刹
那
刹
那
の
変
化
が
論
理
的
に
均
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
僕
」
の
情
念
の
矛
盾
は
そ
の
ま
ま
に
、
作
品
は
展
開
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
離
反
す
る
感
覚
の
混
在
は
、
吉
弥
と
の
直
接
的
な
交
渉
の
場
に
の
み
表
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
普
通
な
ら
そ
こ
に
「
真

実
」
が
秘
匿
さ
れ
て
い
そ
う
な
「
僕
」
の
「
心
」
に
お
い
て
、
同
様
の
事
態
が
生
じ
て
い
る
。『
耽
溺
』
で
印
象
的
な
の
は
、「
僕
」
の

「
心
」
か
ら
様
々
な
声
が
発
せ
ら
れ
る
描
写
で
あ
る
が
、（
一
一
）
で
は
、「
ど
う
せ
見
込
み
の
な
い
女
だ
と
は
思
つ
て
ゐ
て
も
、
ど
こ
か

心
の
一
隅
か
ら
吉
弥
を
可
愛
が
つ
て
や
れ
と
い
ふ
命
令
が
下
だ
る
様
だ
。」
と
、
吉
弥
へ
の
求
心
的
な
「
命
令
」
が
感
知
さ
れ
て
い
る
。

一
方
（
一
九
）
で
は
、
吉
弥
と
の
「
関
係
を
断
つ
方
が
僕
の
為
め
だ
と
い
ふ
」
先
輩
か
ら
の
「
忠
告
」
を
、「
僕
の
心
の
奥
が
絶
え
ず
語

つ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
と
寸
分
も
違
は
な
い
。」
と
し
、
先
の
叙
述
と
は
食
い
違
っ
た
「
心
の
奥
」
の
声
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
以
降
も
（
二

〇
）
で
一
時
的
に
帰
京
し
た
「
僕
」
は
、「
心
の
奥
か
ら
、
国
府
津
に
送
る
金
は
ど
う
す
る
」
と
い
う
吉
弥
の
身
請
に
か
か
る
費
用
の
捻

出
を
せ
き
立
て
る
よ
う
な
「
尋
問
」
を
聞
き
、
反
対
に
作
品
終
盤
の
（
二
五
）
で
は
、
吉
弥
の
生
家
に
赴
い
た
際
「『
二
度
と
再
び
来
る

も
ん
か
？
』
か
う
、
僕
の
心
が
胸
の
中
で
叫
ん
だ
。」
と
さ
れ
る
。
場
面
毎
に
、「
心
の
奥
」
か
ら
の
「
声
」
は
、
矛
盾
し
た
吉
弥
へ
の
思

変
成
す
る
「
デ
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ダ
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い
を
そ
の
都
度
告
げ
る
の
で
あ
る
。「
僕
」
が
語
る
自
身
の
深�

部�

は
、
時
に
自
ら
の
以
前
の
言
葉
を
裏
切
り
な
が
ら
│
│
「
心
の
奥
が
絶

え
ず
語
つ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
」
と
異
な
る
内
容
が
頻
出
し
て
い
る
│
│
常�

に�

不�

確�

定�

的�

に�

揺�

ら�

ぎ�

続�

け�

る�

。

重
要
な
の
は
、
瞬
間
的
に
極
端
に
移
り
変
わ
る
「
僕
」
の
思
念
や
、「
心
の
奥
」
か
ら
湧
出
す
る
声
が
、
理
性
的
審
級
に
よ
る
反
省
や

内
省
の
対
象
に
は
な�

ら�

な�

い�

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
に
場
当
た
り
的
に
、「
心
」
の
声
が
「
男
」
ら
し
さ
や
「
責
任
」
と
い
う
、「
僕
」

の
「
躰
面
」
に
関
わ
る
規
範
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
⑻
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
顧
慮
や
訂
正
の
な
い
ま
ま
、
欲
求
が
そ
の
ま

ま
放
り
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
（
一
一
）
の
、
自
ら
の
内
か
ら
「
吉
弥
を
可
愛
が
つ
て
や
れ
と
い
ふ
命
令
」
を
聞
い
た
直
後
の
場
面
。「
僕
」

は
「
ど
う
と
も
な
る
様
に
な
れ
、
自
分
は
、
ど
ん
な
難
局
に
当
つ
て
も
、
消
え
る
こ
と
は
な
く
、
却
つ
て
そ
れ
だ
け
の
経
験
を
積
む
の

だ
」
と
自
己
正
当
化
し
つ
つ
、
そ
の
自
分
を
「
初
め
か
ら
焼
け
気
味
の
あ
る
僕
」
と
し
て
捉
え
返
す
、
批
評
的
な
眼
を
持
ち
合
わ
せ
て
も

い
る
。
し
か
し
そ
の
視
点
が
欲
望
を
抑
制
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、「
僕
」
は
「
焼
け
気
味
」
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
・
追
認
す
る
の
み

で
あ
る
。
差
し
挟
ま
れ
た
文
言
は
自
ら
を
省
み
る
よ
う
な
契
機
と
は
な
ら
ず
、
現
状
に
押
し
留
ま
る
田
村
は
、
理
性
か
ら
引
き
裂
か
れ
た

存
在
と
し
て
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
⑼
。

再
び
同
時
代
の
評
価
に
翻
れ
ば
、
霹
靂
火
「
二
月
の
小
説
界
」（「
国
民
新
聞
」
一
九
〇
九
・
二
・
一
六
）
は
『
耽
溺
』
に
対
し
て
、「
叙
述

や
ら
、
批
判
や
ら
、
説
明
や
ら
、
必
ず
省
か
る
べ
き
些
事
ま
で
が
、
ご
た
�
�
と
無
秩
序
に
入
り
交
つ
て
居
る
。」「
要
す
る
に
作
者
の
当

然
採
る
可
き
、
観
照
と
用
意
が
乏
し
か
つ
た
。」
と
し
、
三
人
会
「
合
評
記
」（「
新
潮
」
一
九
〇
九
・
三
）
に
は
、「
泡
鳴
氏
の
性
格
を
知
る

自
分
は
そ
の
性
格
と
関
連
し
て
面
白
か
つ
た
」
が
、「
作
者
の
小
主
観
が
、
そ
れ
も
御
丁
嚀
な
註
釈
付
で
至
る
と
こ
ろ
に
出
て
居
る
の
は
、

目
障
り
だ
。」
と
い
う
批
判
が
見
ら
れ
る
。
自
然
主
義
隆
盛
の
当
時
に
お
け
る
「
観
照
」
と
い
う
評
価
コ
ー
ド
⑽
か
ら
す
れ
ば
、「
僕
」
は

「
目
障
り
」
で
し
か
な
く
、
作
品
は
あ
ま
り
に
も
ノ
イ
ジ
ー
な
情
報
を
氾
濫
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ご
た
�
�
と
無
秩
序
」
に
述
べ
ら

れ
る
「
僕
」
の
思
念
は
、
統
合
原
理
を
欠
い
た
ま
ま
次
か
ら
次
へ
と
並
べ
立
て
ら
れ
る
。

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
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し
か
し
、
そ
の
刹
那
刹
那
に
変
成
す
る
「
僕
」
の
造
型
自
体
が
、
作
者
・
泡
鳴
の
唱
え
る
「
デ
カ
ダ
ン
」
や
「
刹
那
主
義
」
に
、
適
っ

た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
⑾
。
そ
の
度
毎
に
矛
盾
し
た
心
情
を
述
べ
立
て
る
「
僕
」
の
在
り
方
⑿
は
、
反
省
や
内
省
に
よ
っ
て
生
じ

る
〈
あ
り
得
べ
き
自
己
／
そ
れ
ま
で
の
自
己
〉
と
い
っ
た
分
裂
と
は
無
縁
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
理
性
的
審
級
を
介
し
た
自
己
の
成
長

更
新
を
回
避
し
、
自
ら
の
〈
現
在
〉
を
表
し
続
け
る
。
そ
れ
は
、〈
理
想
／
現
実
〉
の
よ
う
な
階
梯
化
し
た
バ
イ
ナ
リ
に
自
己
像
を
嵌
め

ら
れ
る
こ
と
へ
の
、
一
つ
の
抵
抗
の
形
の
よ
う
に
も
見
え
る
⒀
。〈
主
体
〉
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
逃
れ
、「
僕
」
の
思
念
や
生
理
的
感
覚
は

散
乱
し
堆
積
す
る
。
そ
れ
ら
は
、「
僕
」
の
〈
深
層
〉＝

〈
真
相
〉
と
は
言
い
得
な
い
、
常
な
る
変
化
の
足
跡
で
あ
る
。

二
、
交
換
可
能
な
「
僕
等
」

こ
の
よ
う
な
「
僕
」
の
変
成
の
多
く
は
、
吉
弥
と
の
関
係
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
関
係
性
は
、
井
筒
屋
と
い
う
場
所

自
体
の
機
構
に
大
き
く
支
え
ら
れ
て
い
る
。

「
僕
」
と
吉
弥
が
二
度
目
に
出
会
う
（
二
）
の
場
面
。「
僕
」
は
「
け
さ
見
た
素
顔
や
な
り
振
り
と
は
違
つ
て
、
尋
常
な
芸
者
に
出
来
あ

が
つ
」
た
吉
弥
と
井
筒
屋
で
対
面
し
、
彼
女
と
具
体
的
に
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

『
け
さ
ほ
ど
は
失
礼
致
し
ま
し
た
』
と
、
し
と
や
か
な
が
ら
冷
か
す
様
に
手
を
つ
い
た
。
／『
僕
こ
そ
お
礼
を
云
ひ
に
来
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。』／

『
か
も
知
れ
ま
せ
ん
で
は
、
お
礼
に
な
り
ま
す
ま
い
？
』／『
い
や
、
ど
う
も
│
│
そ
れ
で
は
、
あ
り
が
た
う
御
座
り
ま
す
』
と
、
僕
は
わ
ざ
と
ら
し

く
あ
た
ま
を
下
げ
た
。
／『
ま
ア
、
そ
れ
で
、
あ
た
い
気
が
す
ん
だ
、
わ
。』／
と
、
吉
弥
は
お
貞
を
見
て
、
勝
利
が
ほ
に
扇
子
を
使
つ
た
。

吉
弥
に
対
し
て
駆
け
引
き
め
い
た
言
動
を
す
る
「
僕
」
は
、
あ
る
程
度
こ
の
よ
う
な
場
所
に
通
暁
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
料
理
屋
で
あ

り
な
が
ら
芸
者
を
か
か
え
、
売
春
の
斡
旋
も
行
う
、
井
筒
屋
と
い
う
場
⒁
の
定
理
に
則
っ
て
「
僕
」
は
振
る
舞
い
、
吉
弥
も
そ
れ
に
応
え

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
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る
こ
と
で
、
交
渉
は
開
始
さ
れ
る
。

以
前
か
ら
、
井
筒
屋
の
子
ど
も
達
に
英
語
を
教
え
て
い
た
「
僕
」
は
、
吉
弥
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と
で
、
店
自
体
と
も
接
近
し
て
い

く
。「
僕
」
は
や
が
て
「
こ
ゝ
の
家
族
の
云
ひ
な
ら
し
に
従
つ
て
、
お
貞
婆
さ
ん
を
」「
叔
母
さ
ん
」
と
呼
び
始
め
（
六
）、
井
筒
屋
の

人
々
も
「
僕
」
に
気
を
許
し
、
商
売
の
内
状
を
打
ち
明
け
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
井
筒
屋
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
「
お
客
さ
ん
」
で
あ

る
「
僕
」
が
、
そ
の
共
同
体
の
一
員
に
な
り
切
る
こ
と
は
な
い
。
借
金
を
返
さ
な
い
青
木
と
、
外
の
蕎
麦
屋
で
逢
瀬
を
繰
り
返
す
吉
弥
に

対
し
て
、
お
貞
が
苦
言
す
る
際
、
そ
の
外
部
性
は
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
。

『
吉
弥
も
吉
弥
だ
、
あ
ん
な
奴
に
く
ッ
つ
い
て
を
ら
な
く
と
も
、
お
客
さ
ん
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
│
│
あ
ん
な
奴
が
あ
つ
て
、
う
ち
の
商
売
の
邪

魔
を
す
る
の
だ
。』／
さ
う
思
ふ
の
も
実
際
だ
。
僕
が
来
て
か
ら
の
様
子
を
見
て
ゐ
て
も
、
料
理
の
仕
出
し
と
云
つ
て
も
さ
う
あ
る
様
に
は
見
え
な
い

し
、
あ
が
る
お
客
は
な
ほ
更
ら
少
い
。
た
よ
り
と
し
て
ゐ
た
の
は
、
吉
弥
の
独
り
か
せ
ぎ
高
だ
。
毎
日
夕
か
た
に
な
る
と
、
家
族
は
囲
炉
裏
を
取
り

ま
ひ
て
、
吉
弥
の
口
の
か
か
つ
て
来
る
の
を
今
か
�
�
と
待
つ
て
ゐ
る
の
だ
。（
六
）

井
筒
屋
の
商
売
を
背
負
う
の
は
「
独
り
」
吉
弥
で
あ
る
こ
と
を
、「
僕
」
は
知
悉
し
て
い
る
。
そ
し
て
お
貞
が
不
用
意
に
も
口
に
し
た

「
ど
こ
に
で
も
あ
る
」「
お
客
さ
ん
」
と
は
、「
僕
」
の
こ
と
を
も
指
し
示
す
だ
ろ
う
。
井
筒
屋
の
収
益
を
担
う
の
は
、
翻
っ
て
「
僕
」
自

身
で
も
あ
る
の
だ
。
吉
弥
と
の
関
係
に
比
例
し
て
、「
僕
」
は
井
筒
屋
と
の
関
係
を
深
め
、
あ
た
か
も
内
部
に
通
じ
る
素
振
り
を
見
せ
る
。

し
か
し
実
際
は
、
そ
の
商
売
を
外
か
ら
支
え
る
「
お
客
さ
ん
」
で
あ
り
、
井
筒
屋
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、「
僕
」
自
身
は
「
ど
こ
に

で
も
あ
る
」
一
人
で
し
か
な
い
。

興
味
深
い
の
は
、
井
筒
屋
を
起
点
に
田
村
に
生
じ
る
こ
の
代
替
可
能
性
が
、
彼
の
流
動
変
化
を
活
性
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
青

木
と
初
め
て
対
面
し
た
（
九
）
で
は
、「
僕
」
は
青
木
の
表
情
を
見
て
、
吉
弥
が
「
実
は
全
く
青
木
の
物
に
な
つ
て
ゐ
て
、
か
げ
で
は
、

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

九



二
人
し
て
僕
の
こ
と
を
迂
濶
な
奴
、
頓
馬
な
奴
、
助
平
な
奴
な
ど
あ
ざ
笑
つ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
疑
り
、「
非
常
に
不
愉
快
を

感
じ
」
て
い
る
。
こ
の
「
不
愉
快
」
は
む
ろ
ん
、
二
人
が
裏
で
奸
計
を
め
ぐ
ら
せ
て
自
ら
を
嘲
笑
す
る
様
を
、
田
村
が
想
像
す
る
故
に
生

じ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
よ
り
前
、
青
木
に
つ
い
て
口
論
す
る
折
に
、
青
木
が
自
分
と
の
関
係
を
断
ち
切
れ
な
い
だ
ろ
う
と
「
高
を
く
く
」

る
吉
弥
に
対
し
、「
僕
」
は
「
ど
ん
な
に
馬
鹿
だ
つ
て
、
そ
ん
な
の
ろ
ま
な
男
は
な
か
ら
う
よ
。」
と
述
べ
、
拗
ね
た
田
村
に
対
し
て
吉
弥

は
媚
態
を
見
せ
て
い
た
（
七
）。
な
ら
ば
、
こ
の
「
不
愉
快
」
と
は
、
吉
弥
に
と
っ
て
自
分
と
青
木
が
交
換
可
能
な
立
場
の
者
で
あ
る
│
│

「
馬
鹿
」「
の
ろ
ま
」
と
口
に
し
た
言
葉
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
自
ら
へ
と
反
復
さ
れ
得
る
│
│
こ
と
を
、「
僕
」
が
感
知
し
た
こ
と
に
起

因
す
る
情
動
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
吉
弥
は
「
僕
」
と
二
人
き
り
で
取
り
結
ん
だ
と
同
様
に
、
青
木
と
も
密
約
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。
井
筒
屋
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、
吉
弥
に
と
っ
て
も
、
自
分
は
ど
こ
ま
で
も
「
お
客
さ
ん
」
で
あ
る
こ
と
を
、「
僕
」
は
感
じ
取
っ
て

し
ま
う
。

そ
し
て
、
井
筒
屋
に
い
る
限
り
吉
弥
も
実
は
ま
た
、
代
替
可
能
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
先
に
続
く
（
九
）
の
場
面
で
は
、
お
貞
と
井
筒

屋
の
娘
・
お
君
が
、「
僕
」
を
前
に
し
て
以
下
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
し
て
い
る
。

『
吉
弥
も
馬
鹿
で
す
。
男
に
は
の
ろ
い
し
、
金
使
ひ
に
は
し
ま
り
が
な
い
。
あ
ち
ら
に
拾
銭
、
こ
ち
ら
に
一
円
、
う
ち
で
渡
す
物
は
ど
う
す
る
の
か
、

方
々
か
ら
い
つ
も
そ
の
尻
が
う
ち
へ
ま
わ
つ
て
来
ま
す
。』／『
帰
る
も
の
は
帰
る
が
え
え
、
さ
』
と
、
そ
ば
か
ら
お
君
が
く
や
し
さ
う
に
口
を
出
し

た
。
／『
馬
鹿
な
子
ほ
ど
可
愛
い
も
の
だ
と
云
ふ
け
れ
ど
、
ほ
ん
と
う
に
ま
た
あ
の
お
袋
が
可
愛
が
つ
て
を
る
の
で
御
座
り
ま
す
』
と
、
お
貞
は
僕

に
さ
も
憎
さ
う
に
云
つ
た
。『
あ
ん
な
者
で
も
、
を
つ
て
呉
れ
れ
ば
事
が
す
ん
で
行
く
け
れ
ど
、
を
ら
な
く
な
れ
ば
、
ま
た
そ
の
代
り
を
一
苦
労
せ

に
や
な
ら
ん
。
│
│
お
い
、
お
君
、
馬
鹿
ど
も
に
お
銚
子
を
つ
け
て
や
ん
な
。』／
お
君
は
、
あ
ざ
笑
ひ
な
が
ら
、
台
ど
こ
ろ
に
働
い
て
ゐ
る
母
に
お

燗
の
用
意
を
命
じ
た
。
／
僕
は
何
だ
か
吉
弥
も
い
や
に
な
つ
た
、
井
筒
屋
も
い
や
に
な
つ
た
、
ま
た
自
分
自
身
を
も
い
や
に
な
つ
た
。（
九
）

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

一
〇



「
馬
鹿
」
な
吉
弥
は
、
井
筒
屋
を
背
負
い
な
が
ら
も
、
い
つ
か
「
帰
る
も
の
」
で
も
あ
り
、
そ
れ
故
「
代
り
」
の
利
く
存
在
で
し
か
な

い
。
お
貞
や
お
君
は
、
吉
弥
が
商
売
に
必
要
な
商�

品�

で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
こ
と
を
露
骨
に
語
る
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
代
替
可
能
な
吉
弥
に
と
っ
て
、「
僕
」
は
代
替
可
能
な
「
お
客
さ
ん
」
の
内
の
一
人
で
し
か
な
い
。
吉
弥
に
向
け
て
の

悪
口
（「
男
に
は
の
ろ
い
し
、
金
使
ひ
に
は
し
ま
り
が
な
い
。」）
は
、
そ
ん
な
「
お
客
さ
ん
」
で
あ
る
「
僕
」
に
、
そ
の
ま
ま
降
り
か
か
る
も

の
で
も
あ
る
。

「
僕
は
何
だ
か
吉
弥
も
い
や
に
な
つ
た
、
井
筒
屋
も
い
や
に
な
つ
た
、
ま
た
自
分
自
身
を
も
い
や
に
な
つ
た
。」
と
い
う
、
吉
弥
も
井
筒

屋
も
「
僕
」
も
同
列
に
「
い
や
」
の
対
象
と
化
す
叙
述
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
差
し
向
け
ら
れ
た
「
僕
」
か
ら
の
言
葉
に
他
な
ら
な

い
。
井
筒
屋
の
人
々
か
ら
一
括
り
に
蔑
ま
れ
る
「
馬
鹿
ど
も
」
の
中
に
は
、「
僕
」
も
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
、
如

上
の
代
替
可
能
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
ら
ば
「
井
筒
屋
も
い
や
」
と
い
う
言
は
、
現
状
を
招
い
て
い
る
井
筒
屋
の
論
理
を
否
認
す
る
契

機
と
も
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
馬
鹿
ど
も
」
と
同
じ
く
代
替
可
能
な
「
自
分
自
身
」
を
「
い
や
」
の
対
象
と
す
る
と
き
、
視
線
を

内
に
折
り
返
す
こ
と
で
自
ら
を
根
本
的
に
変
革
す
る
よ
う
な
契
機
が
、
こ
の
言
葉
に
は
潜
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。

だ
が
「
僕
」
は
そ
の
場
所
に
留
ま
り
続
け
る
。
一
節
で
概
観
し
た
よ
う
に
、「
い
や
」
と
撞
着
し
た
「
面
白
」
さ
を
吉
弥
と
の
関
係
に

見
出
し
て
い
た
田
村
は
、「
妻
に
は
決
し
て
望
め
な
い
」「
僕
に
最
も
新
ら
し
い
生
命
を
与
へ
る
恋
」
を
そ
こ
に
感
知
し
（
一
七
）、
井
筒

屋
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
⒂
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
彼
は
「
い
や
」
な
「
馬
鹿
ど
も
」
と
の
同
一
化
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

己
が
引
き
裂
か
れ
続
け
る
場
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

代
替
可
能
な
者
と
代
替
可
能
な
者
と
が
反
照
し
合
い
、
他
者
を
蔑
む
視
線
が
錯
綜
す
る
世
界
。
そ
の
中
で
「
僕
」
の
輪
郭
は
、
や
が
て

吉
弥
と
融
解
し
て
い
く
。
妻
と
吉
弥
を
対
比
し
、「
も
う
、
遠
に
、
僕
と
い
ふ
物
は
吉
弥
の
胸
に
融
け
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い

か
？
」「
僕
の
心
は
か
の
女
の
思
ふ
ま
ま
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
疑
問
を
覚
え
る
田
村
は
、「
僕
の
胸
は
い
ち
じ
く
の
果
よ

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）
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り
も
や
わ
ら
か
く
、
僕
の
心
は
い
ち
じ
く
の
葉
よ
り
も
も
ろ
く
な
つ
て
ゐ
た
の
だ
。」
と
叙
す
る
に
至
る
（
一
〇
）。
か
か
る
流
動
的
で
脆

弱
な
「
僕
」
の
位
相
は
、
先
の
論
理
の
延
長
上
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。「
馬
鹿
ど
も
」
と
同
じ
場
所
に
「
新
ら
し
い
生

命
を
与
へ
る
恋
」
の
可
能
性
を
見
る
「
僕
」
は
、
自
己
同
一
性
を
揺
る
が
し
始
め
る
の
だ
。
続
く
描
写
を
見
よ
う
。

そ
れ
﹇
浪
の
音
﹈
に
耳
を
傾
け
る
と
、
そ
の
さ
ッ
と
云
つ
て
暫
く
聴
え
な
く
な
る
間
に
、
僕
は
何
だ
か
た
ま
し
ひ
を
奪
は
れ
て
行
く
様
な
気
が
し

た
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
吉
弥
の
胸
で
は
な
い
か
と
も
思
つ
た
。
／
こ
ん
な
下
ら
な
い
物
思
ひ
に
沈
ん
で
ゐ
る
よ
り
も
、
暫
く
怠
つ
て
ゐ
た
海
水
浴
で

も
し
て
、
す
べ
て
の
考
へ
を
一
新
し
て
し
ま
は
う
か
と
思
ひ
付
き
、
先
づ
、
あ
ぐ
ん
で
ゐ
る
身
躰
を
自
分
で
引
き
立
て
、
さ
ん
�
�
に
肘
を
張
つ
て

見
た
り
、
胸
を
さ
す
つ
て
見
た
り
、
腕
を
な
ぐ
つ
て
見
た
り
し
た
が
、
や
ッ
ぱ
し
気
が
進
ま
な
い
の
で
、
ぐ
ん
に
や
り
し
た
ま
ま
、
机
の
上
に
つ
ッ

ぷ
し
て
し
ま
つ
た
。（
一
〇
）

「
吉
弥
の
胸
」
の
中
に
「
た
ま
し
ひ
を
奪
は
れ
て
行
く
」
様
を
錯
覚
す
る
田
村
は
、
浪
間
に
彼
女
と
の
合
一
感
を
得
て
、
自
他
の
輪
郭

を
溶
融
さ
せ
て
い
る
。
途
中
、
こ
の
よ
う
な
「
物
思
ひ
」
は
「
下
ら
な
い
」
と
自
ら
を
捉
え
返
し
、「
考
へ
を
一
新
」
し
よ
う
と
「
身
躰
」

に
刺
激
を
与
え
る
も
、
結
局
は
「
気
が
進
ま
」
ず
、「
僕
」
は
「
ぐ
ん
に
や
り
」
と
「
つ
ッ
ぷ
し
て
し
ま
」
う
。
現
状
に
お
い
て
、
自
ら

を
内
省
す
る
こ
と
の
意
味
は
失
効
し
て
お
り
、
依
然
、「
僕
」
は
柔
ら
か
に
融
け
、
確
た
る
自
己
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
、
今
後
も
そ
の

状
態
が
継
続
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
病
的
」
な
「
僕
」
の
位
相
は
、
次
節
で
「
神
経
」
の
問
題
系
と
し
て
具
体

的
に
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。

さ
ら
に
、
う
な
ぎ
屋
で
の
田
島
と
吉
弥
の
密
会
の
様
子
を
「
僕
」
が
盗
み
聞
き
す
る
場
面
。
吉
弥
は
「
僕
」
に
田
島
と
の
「
無
関
係
」

を
主
張
し
て
い
た
が
、
田
島
か
ら
同
様
に
「
田
村
先
生
と
は
実
際
関
係
が
な
い
か
？
」
と
詰
問
さ
れ
た
際
、「
ま
た
、
し
つ
ッ
こ
い
！
│
│

あ
つ
た
ら
、
ど
う
す
る
よ
？
」
と
、
返
答
し
て
い
る
（
一
二
）。
自
分
と
の
や
り
取
り
が
田
島
と
の
間
に
も
反
復
さ
れ
た
様
を
耳
に
す
る

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

一
二



こ
と
で
、
こ
こ
で
も
「
僕
」
は
自
ら
の
交
換
可
能
性
を
理
解
し
、
吉
弥
が
「
誰
れ
に
で
も
あ
あ
だ
ら
う
と
思
ふ
」
の
だ
が
、
さ
ら
に
「
今

更
ら
の
様
に
あ
の
粗
い
肌
が
聯
想
さ
れ
、
僕
自
身
の
身
の
毛
も
よ
だ
つ
と
同
時
に
、
自
分
の
心
が
既
に
毛
深
い
畜
生
に
な
つ
て
ゐ
る
の

で
、
そ
の
鋭
い
鼻
が
ま
た
別
な
畜
生
の
尻
を
嚊
い
で
ゐ
た
様
な
気
」
を
起
こ
し
て
い
る
（
同
）。

「
聯
想
」
さ
れ
た
吉
弥
の
「
粗
い
肌
」
が
、
自
ら
の
「
身
の
毛
」
を
「
よ
だ
」
た
せ
る
。
だ
が
こ
の
「
聯
想
」
は
そ
こ
で
終
わ
ら
ず
、

「
毛
」
が
己
の
「
身
」
か
ら
「
心
」
へ
と
横
滑
り
し
、「
自
分
の
心
が
既
に
毛
深
い
畜
生
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
、「
僕
」
自
体
の
変
成

を
触
発
す
る
。「
畜
生
」
に
な
っ
た
「
僕
」
が
「
別
な
畜
生
の
尻
を
」
嗅
ぐ
イ
メ
ー
ジ
│
│
。「
馬
鹿
ど
も
」
の
吉
弥
も
、「
僕
」
も
、
等

し
く
「
畜
生
」
に
成
り
果
て
る
、
か
か
る
暴
力
的
な
ま
で
の
同
一
化
の
力
学
は
、
繰
り
返
す
が
、
如
上
の
代
替
可
能
性
の
論
理
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
世
界
の
中
で
、「
僕
」
は
自
己
流
動
化
を
ま
す
ま
す
ド
ラ
イ
ブ
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（（
下
）
に
続
く
）

注
⑴

片
岡
良
一
「
泡
鳴
の
自
然
主
義
と
耽
溺
」（
岩
野
泡
鳴
『
耽
溺
』
一
九
四
八
・
七
、
岩
波
書
店
）。
た
だ
し
、
片
岡
は
同
論
で
、
泡
鳴
に
は
「
自

然
主
義
」
の
「
も
う
一
つ
の
重
要
な
側
面
」
で
あ
る
、「
人
間
の
す
が
た
を
反
省
的
に
吟
味
す
る
こ
と
と
」「
人
間
の
す
が
た
な
り
人
間
生
活
な

り
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
努
力
」
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
耽
溺
』
が
抗
う
も
の
と
し
て
本
稿
が
位

置
づ
け
る
、
近
代
的
認
識
論
に
関
わ
る
片
岡
の
こ
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
注
⑼
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
。

⑵

平
野
謙
「
解
説
」（
谷
崎
潤
一
郎
他
編
『
日
本
の
文
学

８

田
山
花
袋

岩
野
泡
鳴

近
松
秋
江
』
一
九
七
〇
・
五
、
中
央
公
論
社
）。

⑶

本
稿
で
は
、『
耽
溺
』
と
す
る
際
は
作
品
名
を
、「
耽
溺
」
と
す
る
際
は
作
品
中
の
（
二
四
）
節
や
（
二
五
）
節
に
記
さ
れ
て
い
る
語
お
よ
び
概

念
を
表
す
。
な
お
、
岩
野
泡
鳴
は
「
デ
カ
ダ
ン
」
と
い
う
言
葉
と
「
耽
溺
」
を
同
義
に
用
い
て
い
た
。
泡
鳴
の
「
デ
カ
ダ
ン
」
概
念
に
関
す
る

研
究
状
況
、
お
よ
び
泡
鳴
が
「
デ
カ
ダ
ン
」
と
「
耽
溺
」
を
シ
ノ
ニ
ム
と
す
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
岩
野
泡
鳴
、「
デ
カ
ダ
ン
」
の
尖

シ
ム
ボ
ル

鋭
性
│
│
『
新
自
然
主
義
』・
表
象
・
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
│
│
」（「
日
本
文
学
」
二
〇
一
五
・
一
二
）
を
参
照
。

⑷

た
と
え
ば
渡
部
直
己
「
盲
い
た
る
半
獣
│
│
岩
野
泡
鳴
論
」（「
す
ば
る
」
一
九
八
九
・
八
）
は
、『
耽
溺
』
や
そ
の
後
の
「
泡
鳴
五
部
作
」
の

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

一
三



主
人
公
・
田
村
の
言
動
、
す
な
わ
ち
「
周
囲
に
た
い
す
る
露
骨
な
威
圧
」
や
「
子
供
じ
み
て
身
勝
手
な
」「
猛
々
し
さ
」、
女
性
た
ち
に
対
す
る

「
無
邪
気
な
支
配
欲
」
か
ら
、「
男
根
的
な
欲
望
」
を
看
取
し
て
い
る
。

⑸

注
⑵
に
同
じ
。

⑹

た
だ
し
高
橋
は
、「
仮
に
対
す
る
真
が
不
確
定
で
対
象
即
応
的
な
感
情
」
と
い
う
よ
う
に
、〈
厭
〉
と
い
う
〈
深
層
〉
が
一
義
的
な
「
真
」
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
。

⑺

泡
鳴
は
「
自
我
」
を
常
に
動
態
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
刻
々
と
揺
れ
動
く
世
界
に
お
い
て
把
捉
可
能
な
も
の
を
「
刹
那
」
だ
け
と
す
る
「
刹
那

主
義
」
を
唱
え
て
い
た
。『
耽
溺
』
発
表
の
少
し
前
に
上
梓
さ
れ
た
第
二
評
論
集
『
新
自
然
主
義
』（
一
九
〇
八
・
一
〇
、
日
高
有
倫
堂
）
か
ら

は
、
そ
う
し
た
主
張
が
、「
自
己
」
を
表
現
す
る
方
法
論
（「
刹
那
」
の
連
続
と
い
う
動
態
を
「
表
象
体
現
」
す
る
）
へ
と
結
実
し
て
い
く
過
程

が
見
て
取
れ
る
。
拙
稿
（
注
⑶
に
同
じ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑻

先
に
見
た
、
先
輩
の
「
忠
告
」
と
同
じ
内
容
を
「
僕
の
心
の
奥
が
絶
え
ず
語
つ
て
ゐ
た
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
一
九
）
の
場
面
で
は
、

そ
の
直
後
、「
然
し
、
僕
も
男
だ
、
躰
面
上
、
一
度
約
束
し
た
こ
と
を
破
る
気
は
な
い
。
も
う
、
人
を
頼
ま
ず
、
自
分
が
自
分
で
そ
の
場
に
全

責
任
を
し
よ
ふ
よ
り
外
は
な
い
。」
と
、「
心
の
奥
」
の
声
と
は
裏
腹
に
、
吉
弥
と
の
関
係
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
を
固
く
し
て
い
る
。

⑼

こ
の
よ
う
な
「
僕
」
の
様
態
は
、
や
は
り
近
代
的
認
識
論
と
衝
突
し
て
い
る
。
小
林
洋
介
は
「
脱
近
代
・
反
理
性
と
し
て
の
戦
間
期
モ
ダ
ニ
ズ

ム
」（『〈
狂
気
〉
と
〈
無
意
識
〉
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
│
│
戦
間
期
文
学
の
一
断
面
』
二
〇
一
三
・
二
、
笠
間
書
院
）
で
、「
明
治
初
期
以
来
の
文
学

は
、
主
と
し
て
、
意
識
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
て
い
る
（
と
思
わ
れ
た
）〈
自
己
〉
を
、
理
性
や
知
性
に
よ
っ
て
把
握
し
た
と
こ
ろ
の
人
生
観
を

表
出
し
て
き
た
。〈
私
〉
の
理
性
へ
の
信
頼
を
基
盤
と
し
た
自
己
表
現
は
、
近
代
の
精
神
の
特
徴
で
も
あ
る
。」
と
分
析
し
て
い
る
が
、『
耽
溺
』

に
記
さ
れ
た
田
村
義
雄
の
存
在
に
は
、
小
林
の
謂
う
「
近
代
の
精
神
」
に
対
す
る
否
定
性
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
注
⑴
で
泡
鳴
に
対
し
て

「
反
省
的
」
な
態
度
の
欠
如
を
喝
破
し
た
片
岡
こ
そ
が
、
戦
後
の
「
近
代
的
自
我
史
観
」
の
推
進
力
と
も
な
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
（
笹
沼
俊

暁
「「
近
代
主
義
」
と
戦
時
体
制
│
│
日
本
近
代
文
学
研
究
の
来
歴
と
戦
争
」（『「
国
文
学
」
の
戦
後
空
間
│
│
大
東
亜
共
栄
圏
か
ら
冷
戦
へ
』

二
〇
一
二
・
九
、
学
術
出
版
会
）
参
照
）
を
勘
案
す
れ
ば
、
先
の
〈
深
層
／
表
層
〉
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
併
せ
て
、
近
代
的
認
識
論
の
圏

域
で
称
賛
／
批
判
さ
れ
て
き
た
『
耽
溺
』
評
価
の
来
歴
が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

⑽
「
観
照
」
が
求
め
る
の
は
、
主
観
を
そ
の
ま
ま
表
す
の
で
は
な
く
、
メ
タ
的
に
客
観
視
し
た
上
で
記
述
す
る
態
度
で
あ
る
。
詳
し
く
は
金
子
明

雄
「
文
学
の
争
闘
│
│
二
つ
の
「
耽
溺
」
評
価
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（「
語
文
」
二
〇
一
二
・
三
）
を
参
照
。
な
お
、
こ
う
し
た
客
観
へ
の
要
求

は
、
当
時
の
「
自
然
主
義
」
小
説
を
め
ぐ
る
評
価
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
大
東
和
重
「
読
む
こ
と
の
規
制
│
│
田
山
花
袋
『
蒲
団
』
と
作

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

一
四



者
を
め
ぐ
る
思
考
の
磁
場
」（『
文
学
の
誕
生

藤
村
か
ら
漱
石
へ
』
二
〇
〇
六
・
一
二
、
講
談
社
）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
田
山
花
袋
の
「
蒲

団
」
は
発
表
当
時
、「
自
己
告
白
性
」
と
同
時
に
、
主
人
公
・
時
雄
が
女
弟
子
に
寄
せ
る
「
欲
望
」
を
「
自
意
識
」
に
よ
っ
て
「
抑
制
」
し
た

こ
と
が
評
価
さ
れ
た
。
な
ら
ば
、『
耽
溺
』
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
、
内
省
や
自
省
を
欠
如
さ
せ
た
「
僕
」
か
ら
は
、
同
時
代
的
な
小
説
規
範

を
突
破
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑾
『
新
自
然
主
義
』（
注
⑺
に
同
じ
）
に
お
い
て
泡
鳴
は
、
宗
教
や
道
徳
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
あ
る
べ
き
理
想
と
現
実
を
差
異
化
す
る
二
元
論
を
、

「
デ
カ
ダ
ン
」
の
語
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
泡
鳴
に
と
っ
て
「
デ
カ
ダ
ン
」
と
は
、
到
達
す
べ
き
理
想
や
理
念
や
規
範
を
免
れ
、

「
刹�

那�

」
に�

耽�

り�

溺�

れ�

る�

運�

動�

で
あ
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
（
注
⑶
に
同
じ
）
を
参
照
。

⑿

理
性
が
自
己
を
省
み
る
と
い
う
所
作
を
要
求
す
る
時
、〈
主
体
〉
の
行
動
に
は
不
可
避
に
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
る
。「
僕
」
の
「
刹
那
主
義
」
は
、

こ
の
抑
制
を
解
除
し
た
と
こ
ろ
に
以
て
生
じ
る
ス
ピ
ー
ド
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
内
省
を
通
過
せ
ず
に
発
さ
れ
る
「
ご
た
�
�
と
無
秩
序
に
入

り
交
つ
」
た
言
葉
に
、
読
者
が
目
眩
を
覚
え
る
の
は
、
そ
の
速
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

⒀

古
東
哲
明
『
瞬
間
を
生
き
る
哲
学
〈
今
こ
こ
〉
に
佇
む
技
法
』（
二
〇
一
一
・
三
、
筑
摩
書
房
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
近
代
資
本
主
義
が
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
由
来
す
る
「
欧
米
流
の
禁
欲
思
想
」
と
骨
絡
み
と
な
り
、「
現
在
の
愉
悦
を
代
価
に
し
て
、
明
日
を
夢
見
る
」「
前
望
的

な
生
の
姿
勢
」
を
「
推
奨
」
す
る
（
六
二
頁
）
の
で
あ
れ
ば
、『
耽
溺
』
の
「
僕
」
に
よ
る
〈
理
想
／
現
実
〉
モ
デ
ル
か
ら
の
逃
走
と
は
、
改

め
て
〈
反
近
代
〉
的
な
振
る
舞
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
僕
」
が
「
刹
那
」
に
耽
り
溺
れ
る
運
動
は
、「
不
断
に
〈
今
こ
こ
〉
の
愉
悦
を

見
限
る
」
よ
う
な
「
資
本
主
義
の
基
本
姿
勢
」（
同
）
を
攪
乱
し
よ
う
と
す
る
身
振
り
の
よ
う
に
も
見
え
て
来
る
。
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

義
雄
の
欲
望
の
様
式
は
、
最
終
的
に
は
近
代
消
費
社
会
の
内
に
留
ま
る
も
の
で
も
あ
る
。

⒁

井
上
章
一
「
ソ
バ
屋
の
で
き
ご
と
」（『
愛
の
空
間
』
一
九
九
九
・
八
、
角
川
書
店
）
を
参
照
。

⒂

こ
の
よ
う
な
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
単
に
井
筒
屋
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
吉
弥
と
客
と
の
関
係
を
仲
介
し
て
稼
ぎ
を
得
る
、
作
品
中
の
う
な
ぎ
屋

や
里
見
亭
な
ど
も
、
同
様
の
論
理
を
有
し
て
い
る
。
う
な
ぎ
屋
が
吉
弥
と
田
島
の
関
係
を
取
り
持
っ
た
こ
と
で
、
青
木
が
「
本
陣
」
を
う
な
ぎ

屋
か
ら
里
見
亭
へ
と
移
す
過
程
の
記
さ
れ
た
（
一
六
）
に
詳
し
い
。

【
付
記
】
原
則
と
し
て
漢
字
は
新
字
に
改
め
、
引
用
・
参
考
資
料
の
傍
点
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
引
用
文
中
の
傍
線
、﹇
…
﹈（
省
略
）、
／（
改

行
）、﹇

﹈（
注
記
）
は
稿
者
に
よ
る
。

（
ふ
く
お
か

ひ
ろ
あ
き
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
准
教
授
）

変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
上
）

一
五


