
横
光
利
一
「
烏
」

「
悲
し
み
の
代
価
」
か
ら
「
機
械
」

へ

　
　
　
　
　
一
、
「
鳥
」
の
同
時
代
評

　
昭
和
六
年
四
月
白
水
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
横
光
利
一
の
短
篇
集
『
機
械
』
に

は
「
鳥
」
「
時
間
」
な
ど
八
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
注
目

を
浴
び
続
け
て
き
た
の
は
表
題
作
の
「
機
械
」
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
が
昭
和
五

年
九
月
の
「
改
造
」
に
発
表
さ
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
多
く
の
人
の
関
心
を
集
め

た
が
、
例
え
ば
伊
藤
整
は
当
時
の
興
奮
を
以
下
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

　
　
横
光
利
一
は
昭
和
五
年
突
然
変
化
し
た
。
そ
れ
は
「
改
造
」
の
九
月
号
に
の
つ
た

　
「
機
械
」
で
あ
る
。
「
ユ
リ
シ
イ
ズ
」
の
翻
訳
が
現
れ
る
と
同
時
で
あ
り
、
そ
れ
は
明

　
か
に
「
文
学
」
に
の
っ
た
プ
ル
ウ
ス
ト
の
影
響
で
あ
つ
た
。
（
中
略
）
あ
の
新
感
覚

　
派
流
の
印
象
を
跳
ね
飛
び
な
が
ら
追
ふ
「
上
海
」
ま
で
の
手
法
を
突
然
彼
は
や
め
、
、

　
柔
軟
な
、
谷
川
徹
三
の
所
謂
「
唐
草
模
様
」
的
な
連
想
的
方
法
を
使
ひ
、
文
体
も
切

　
れ
目
な
く
続
い
て
改
行
の
ほ
と
ん
ど
無
い
、
活
字
の
ぎ
っ
し
り
っ
ま
っ
た
形
に
な
っ

　
　
　
¢

　
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
鳥
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
川
　
　
直
　
　
美

　
後
に
平
野
謙
が
「
お
そ
ら
く
伊
藤
整
は
こ
の
と
き
シ
マ
ッ
タ
シ
マ
ッ
タ
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　

っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
書
い
た
よ
う
に
、
「
突
然
変
化
し
た
」
「
突
然
や
め
」

と
繰
り
返
す
彼
の
、
先
を
越
さ
れ
た
と
い
う
思
い
が
率
直
に
表
わ
れ
た
回
想
文

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
突
然
変
化
し
た
」
と
い
う
受
け
取
り
方
は
、
伊
藤
整
ば

か
り
で
な
く
当
時
の
大
多
数
の
読
者
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
同
時
代
評
を
見
渡

し
て
も
、
川
端
康
成
が
「
高
架
線
」
「
鳥
」
「
機
械
」
「
鞭
」
「
寝
園
」
の
五
作
に

よ
っ
て
「
更
生
的
な
冒
険
を
重
ね
な
が
ら
、
新
し
い
文
学
に
希
望
を
与
へ
」
た

　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
た
の
を
は
じ
め
、
蒔
田
廉
は
「
横
光
氏
の
転
機
は
先
年
の
『
鳥
』
『
鞭
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

『
機
械
』
よ
り
し
て
本
年
一
月
改
造
の
『
婦
人
』
と
な
り
。
飛
ん
で
同
誌
四
月

号
の
『
悪
魔
』
と
な
り
、
中
央
公
論
の
『
時
問
』
及
文
芸
春
秋
の
『
父
母
の
真

　
　
　
　
　
　
　
＠

似
』
に
至
つ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
井
上
良
雄
は
、
「
然
し
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
っ
の
転
向
が
来
た
。
横
光
は
『
鳥
』
を
書
き
『
機
械
』
を
書
い
た
」
と
い
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
鳥
」

「
静
か
な
る
羅
列
」
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
田
虫
」
を
書
い
た
の
は
「
過
去
の
横
光
」

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
あ
る
と
言
い
切
っ
た
。

　
彼
ら
の
あ
げ
て
い
る
作
品
が
、
す
べ
て
連
載
中
だ
っ
た
「
上
海
」
の
中
断
時

に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。
だ
が
何
よ
り
こ
れ
ら
の
評
に
共

通
す
る
の
は
、
「
鳥
」
「
機
械
」
な
ど
を
一
連
の
作
品
と
見
な
し
、
こ
れ
ら
が

「
更
生
的
」
「
転
機
」
「
転
向
」
と
い
っ
た
言
葉
で
そ
れ
以
前
の
作
品
か
ら
大
き

な
変
化
を
き
た
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
こ
の
視
点
は
単
行
本
『
機
械
』
が
出
版
さ
れ
る
と
「
横
光
さ
ん
が
『
鳥
』
を

書
い
て
か
ら
、
作
品
の
質
が
変
つ
て
来
た
。
非
常
に
稿
密
な
細
胞
組
織
の
や
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

に
、
緊
張
し
た
作
品
の
系
列
が
、
続
々
現
は
れ
た
」
（
今
日
出
海
）
「
「
鳥
』
か

ら
『
機
械
』
に
至
る
一
連
の
設
計
図
が
殆
ど
無
駄
な
位
、
又
物
体
な
い
位
正
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
机
上
に
引
か
れ
て
ゐ
た
」
（
河
上
徹
太
郎
）
と
い
っ
た
論
に
引
き
っ
が
れ
、

定
着
し
て
い
く
。

　
ま
た
同
時
代
評
で
注
目
し
た
い
の
は
、
昭
和
七
年
十
二
月
に
春
山
行
夫
が

「
意
識
の
流
れ
を
汲
ん
だ
作
品
と
、
上
海
物
と
の
過
程
に
は
ま
る
で
と
は
云
へ

な
く
と
も
、
さ
う
手
軽
に
妥
協
さ
れ
得
な
い
二
人
の
横
光
氏
が
ゐ
る
筈
だ
」
と

す
る
千
葉
亀
雄
の
論
を
引
い
て
、
「
小
説
の
ス
タ
イ
ル
性
」
と
「
小
説
の
ロ
マ

ン
性
」
と
い
う
文
学
的
要
素
の
「
各
々
の
一
方
的
追
求
に
よ
る
不
可
避
的
な
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

裂
と
見
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
。
面
白
い
こ
と
に
、
新
感
覚
派
の
名
付

け
親
と
な
っ
た
既
成
文
壇
を
代
表
す
る
批
評
家
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
文
学
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

先
端
的
紹
介
者
の
二
人
と
も
が
、
「
鳥
」
「
機
械
」
な
ど
の
作
品
を
そ
れ
以
前
の

作
品
と
は
つ
な
が
ら
な
い
、
分
裂
し
た
も
の
と
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
だ
が
、
横
光
利
一
は
本
当
に
「
突
然
変
化
し
た
」
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た

「
鳥
」
は
こ
れ
ら
一
連
の
作
品
の
中
で
最
初
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
「
機
械
」
の
陰
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
単
独
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ

く
、
「
文
章
転
換
の
第
一
の
試
作
」
「
過
渡
期
的
な
」
作
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
は
た
し
て
「
鳥
」
は
た
ま
た
ま
最
初
に
書
か
れ
た
だ
け

な
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
ん
な
中
で
、
「
鳥
」
に
最
も
早
く
注
目
し
た
の
は
恐
ら
く
小
野
松
二
だ
ろ

う
。
「
作
品
」
の
編
集
者
で
あ
り
、
後
に
ジ
ョ
イ
ス
の
『
若
き
日
の
芸
術
家
の

　
＠

肖
像
』
を
翻
訳
す
る
こ
と
に
な
る
彼
は
、
「
機
械
」
の
発
表
に
先
立
つ
昭
和
五

年
六
月
の
「
作
品
」
誌
上
、
「
新
興
芸
術
派
の
た
め
に
」
の
中
で

　
　
横
光
氏
の
「
鳥
」
は
何
故
に
新
し
い
か
。
そ
れ
が
た
め
に
は
新
興
芸
術
派
叢
書
を
一

　
　
冊
買
つ
て
、
そ
の
中
に
あ
る
「
静
か
な
る
羅
列
」
と
「
高
架
線
」
と
「
鳥
」
と
を
こ

　
　
の
順
番
に
読
ん
で
較
べ
て
も
ら
ひ
た
い
。
そ
し
て
横
光
氏
が
如
何
に
感
覚
的
か
ら
思

　
　
想
的
に
な
つ
て
ゐ
る
か
を
、
つ
ま
り
横
光
氏
が
謂
ゆ
る
新
感
覚
派
を
止
揚
し
た
と
こ

　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
ろ
に
ほ
ん
と
う
の
新
し
さ
が
出
て
来
た
の
だ
と
僕
は
考
へ
る
。

　
と
評
価
し
て
い
る
。
彼
は
「
鳥
」
を
先
に
あ
げ
た
諸
評
の
よ
う
に
「
変
化
」

「
分
裂
」
で
は
な
く
「
止
揚
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
、
そ
れ
以
前
の
作

品
と
の
問
に
一
定
の
つ
な
が
り
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。



　
さ
ら
に
彼
は
昭
和
七
年
一
月
、
や
は
り
「
作
晶
」
に
発
表
し
た
「
『
横
光
利

一
史
』
の
種
言
」
で
は

　
　
私
が
「
横
光
利
一
史
」
と
い
ふ
も
の
を
書
か
う
と
思
ひ
立
っ
た
の
は
「
改
造
」

　
一
五
年
二
月
）
で
「
鳥
」
を
読
ん
だ
時
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
一
中
略
一
と
こ
ろ
で
私
が

　
　
「
横
光
利
一
史
」
を
書
か
う
と
思
ひ
立
っ
た
の
は
横
光
氏
そ
れ
自
体
の
発
展
が
と
り

　
も
な
ほ
さ
ず
近
代
文
学
の
消
長
の
象
徴
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
と
し
た
う
え
で
、
非
常
に
興
味
深
い
二
っ
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
一
っ
は

「
新
感
覚
派
の
横
光
氏
は
既
に
一
度
裏
返
し
に
し
た
横
光
氏
」
で
あ
り
、
「
横
光

氏
の
出
発
点
は
横
光
氏
が
否
定
し
た
自
然
主
義
の
中
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

横
光
に
自
然
主
義
的
作
品
の
時
代
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
す
る
指
摘
、
も
う
一
っ

は
「
機
械
」
は
「
裏
返
し
の
裏
返
し
」
で
あ
り
な
が
ら
「
新
感
覚
派
の
清
算
が

単
な
る
自
然
主
義
へ
の
逆
行
で
な
い
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　
現
在
で
は
横
光
に
自
然
主
義
的
習
作
期
の
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
し
、
例
え
ば
「
鳥
」
を
そ
れ
以
前
の
作
品
と
比
較
す
る
論
も
既
に
あ
る
。
し

か
し
、
「
鳥
」
「
機
械
」
な
ど
の
文
体
の
新
し
さ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
の
類
似

に
ば
か
り
目
を
奪
わ
れ
て
い
た
同
時
代
評
の
中
で
、
小
野
松
二
の
指
摘
は
極
め

て
秀
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
事
実
彼
の
こ
の
論
は
、
後
の
吉
本
隆
明
氏
の
「
初
期
横
光
は
ど
こ
で
ど
う
じ

ぶ
ん
を
こ
わ
し
た
か
と
問
う
こ
と
は
、
性
格
の
悲
劇
を
吸
収
す
る
た
め
に
編
み

だ
し
た
装
飾
的
な
文
体
を
投
げ
捨
て
た
か
と
問
う
の
と
同
義
で
あ
る
。
こ
こ
で

　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
鳥
」

一
種
の
抽
象
化
が
起
っ
た
の
だ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
（
中
略
一
こ
れ
を
語
る

最
良
の
位
置
に
『
烏
』
『
機
械
』
『
悪
魔
』
『
時
問
』
な
ど
の
作
品
が
お
か
れ
て

　
＠

い
る
。
」
「
こ
の
倫
理
一
「
鳥
」
の
主
人
公
「
私
」
の
倫
理
・
引
用
者
注
一
は
た

ぶ
ん
そ
の
ま
ま
初
期
横
光
が
自
己
解
体
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
青
年
期
に
特
有

の
病
理
的
な
心
理
か
ら
寛
解
さ
れ
た
果
て
に
、
っ
か
み
と
っ
た
た
だ
ひ
と
っ
の

　
　
　
　
　
＠

思
想
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
論
に
通
底
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
新
感
覚
派
以
前
の
横
光
に
つ
い
て
い
ち
早
く
考
察
し
、
「
鳥
」
を
そ

の
時
期
と
関
連
づ
け
て
考
え
よ
う
と
し
た
彼
の
論
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ

＠

る
。

二
、
「
鳥
」

と
「
悲
し
み
の
代
価
」

の
比
較

　
小
野
松
二
の
後
、
具
体
的
に
「
鳥
」
を
そ
れ
以
前
の
横
光
の
作
品
と
比
較
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
論
と
し
て
は
平
野
謙
の
「
南
北
」
と
の
比
較
、
橋
本
威
氏
の
「
頭
な
ら
び
に

　
　
　
　
　
○

腹
」
と
の
比
較
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
鳥
」
と
新
感
覚
派
以
前
の
作
と
の
関
連

に
つ
い
て
考
え
る
時
、
最
も
目
を
ひ
く
の
は
「
悲
し
み
の
代
価
」
で
あ
る
。

　
「
鳥
」
の
主
人
公
「
私
」
は
リ
カ
子
と
結
婚
し
た
も
の
の
、
リ
カ
子
は
や
が

て
友
人
Ｑ
の
も
と
へ
走
る
。
と
こ
ろ
が
最
後
に
は
リ
カ
子
は
再
び
「
私
」
の
と

こ
ろ
へ
戻
っ
て
き
て
作
品
は
終
わ
る
。
こ
の
三
者
の
関
係
図
式
は
、
「
悲
し
み

の
代
価
」
の
主
人
公
「
私
」
と
そ
の
妻
辰
子
、
友
人
三
鳥
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
鳥
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
横
光
利
一
は
大
正
士
二
年
に
「
愛
巻
」
と
題
す
る
作
品
を
発
表
し
た
が
、
昭

　
　
　
　
　
　
＠

和
三
年
の
単
行
本
収
録
に
あ
た
っ
て
「
負
け
た
良
人
」
と
改
題
の
う
え
、
大
幅

に
手
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
作
の
前
稿
に
あ
た
り
な
が
ら
生
前
未
発

表
で
あ
っ
た
の
が
「
悲
し
み
の
代
価
」
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
三
作
が
横
光
の
文
学
の
、
中
で
占
め
る
重
要
性
は
多
く
の
論
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
、
三
回
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
改
題
改
稿
と
い

う
点
か
ら
も
、
横
光
が
い
か
に
こ
の
作
晶
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
か
が
う
か
が
い

知
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
重
要
な
作
品
「
悲
し
み
の
代
価
」
と

「
鳥
」
が
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
よ
く
似
た
図
式
で
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、
三
角
関
係
の
中
で
恋
人
に
裏
切
ら
れ
る
苦
悩
、
あ
る
い
は
裏
切

り
へ
の
疑
惑
に
よ
る
苦
悩
は
、
横
光
に
と
っ
て
終
生
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
扱
っ
た
作
品
も
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
こ
れ

ほ
ど
類
似
し
た
図
式
を
も
っ
作
品
も
ま
た
な
い
。
ま
し
て
、
「
悲
し
み
の
代
価
」

が
「
愛
巻
」
「
負
け
た
良
人
」
へ
と
複
雑
に
改
稿
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
は

つ
い
に
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
二

作
の
類
似
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
二
作
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
、
「
愛
巻
」
「
負
け
た
良

人
」
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
、
ま
ず
そ
の
類
似
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
。

　
「
悲
し
み
の
代
価
」
と
「
鳥
」
と
の
類
似
点
と
し
て
主
人
公
た
ち
三
人
の
関
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係
図
式
を
先
に
あ
げ
た
が
、
「
愛
巻
」
「
負
け
た
良
人
」
と
の
問
に
も
、
主
人
公

と
そ
の
友
人
が
共
に
科
学
者
で
あ
る
と
い
う
類
似
点
が
あ
る
。
「
負
け
た
良
人
」

の
主
人
公
木
山
は
「
無
性
生
殖
個
体
の
決
定
素
と
突
然
線
」
と
い
う
遺
伝
学
の

論
文
を
執
筆
中
で
、
友
人
三
島
は
大
学
に
通
っ
て
い
る
。
ま
た
「
鳥
」
の
主
人

公
「
私
」
と
Ｑ
は
と
も
に
地
質
学
を
専
攻
し
、
職
業
と
し
て
い
る
。
こ
の
他
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

も
、
例
え
ば
「
無
礼
な
街
」
の
主
人
公
も
生
物
学
者
と
さ
れ
て
お
り
、
横
光
の

科
学
に
対
す
る
関
心
が
こ
の
よ
う
な
形
で
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
そ
の
他
、
主
人
公
の
結
婚
前
か
ら
妻
と
主
人
公
の
友
人
も
知
り
合
い
で
あ
っ

た
こ
と
、
程
度
の
差
は
あ
れ
妻
が
コ
ケ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
る

こ
と
、
主
人
公
が
妻
を
奪
わ
れ
た
後
も
友
人
と
の
関
係
を
壊
し
た
く
な
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
な
ど
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
及
び
「
愛
巻
」
「
負
け
た
良
人
」
と

「
鳥
」
と
の
問
に
は
多
く
の
類
似
点
が
み
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
何
よ
り
も
大
き
な
類
似
点
は
、
主
人
公
が
妻
や
友
人
の
心
理
を
推
量

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
行
動
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
ん
な
自

分
に
強
い
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
悲
し
み
の
代
価
」
と
「
鳥
」
と
の
類
似
点
は
数
多
く
み
ら

れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
よ
く
似
た
作
品
を
書
く
の
に
、
横
光
が
何
の
意
識
も
し
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
昭
和
九
年
四
月
、
横
光
利
一
は
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ

一
－
記
靭
の
中
で
・
「
日
輪
一
以
前
の
・
修
業
時
代
一
に
は
・
心
理
的
な
一
作

品
を
書
い
て
お
り
、

「
最
近
の
傾
向
」
を
心
理
的
と
い
う
意
味
で
新
感
覚
派
以



前
に
復
帰
し
た
の
だ
と
認
め
て
い
る
。
「
鳥
」
に
始
ま
る
一
連
の
作
品
を
書
く

に
あ
た
っ
て
、
横
光
が
「
悲
し
み
の
代
価
」
な
ど
旧
来
の
作
品
を
頭
に
置
い
て

い
た
こ
と
の
、
　
一
っ
の
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
っ
て
も
、
「
鳥
」
は
や
は
り
「
悲
し
み
の
代
価
」
と
は
全
く
違
う
作

品
で
あ
り
、
小
野
松
二
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
裏
返
し
の
裏
返
し
で
あ
り
な
が
ら
、

逆
行
し
た
作
品
で
は
な
い
。
横
光
は
十
分
意
図
的
に
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
の

図
式
を
用
い
て
「
鳥
」
を
書
い
て
い
る
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
彼
の
意
図
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
に

「
悲
し
み
の
代
価
」
と
「
鳥
」
と
の
相
違
点
を
見
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
に
描
か
れ
な
が
ら
「
鳥
」
に
は
描
か
れ
な
い
も

の
と
し
て
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
主
人
公
の
ほ
の
か
な
恋
の
対
象
と
な

る
、
い
き
つ
け
の
本
屋
の
主
婦
、
そ
し
て
主
人
公
の
か
つ
て
の
恋
人
で
あ
り
、

い
ま
だ
故
郷
に
独
り
身
で
い
る
か
ん
子
と
い
う
二
人
の
女
性
の
存
在
で
あ
る
。

「
悲
し
み
の
代
価
」
で
は
、
こ
の
二
人
の
女
性
は
妻
の
不
貞
に
苦
し
む
一
方
で
、

主
人
公
が
心
を
ひ
か
れ
て
い
く
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
「
何
ぜ
俺
は
か
う
な
の

だ
ら
う
？
　
い
っ
こ
れ
が
な
く
な
る
の
だ
ら
う
。
」
と
主
人
公
が
嘆
く
よ
う
に
、

妻
の
裏
切
り
に
傷
つ
き
な
が
ら
も
、
自
分
自
身
も
ま
た
妻
を
裏
切
ら
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
と
い
う
主
人
公
の
二
面
性
、
そ
の
救
い
の
な
さ
を
描
く
た
め
の
存
在

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
鳥
」
で
は
こ
の
二
人
に
あ
た
る
存
在
は

全
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
二
人
を
省
く
こ
と
で
、
「
鳥
」
の
主
人
公
は
妻
を
奪

　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
鳥
」

わ
れ
た
人
物
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
、
「
私
」
か
ら
リ
カ
子
、
リ
カ
子
か

ら
Ｑ
と
い
う
三
者
の
関
係
が
「
悲
し
み
の
代
価
」
と
比
べ
て
よ
り
単
純
化
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
変
更
は
主
人
公
の
二
面
性
を
取
り
払
い
、
人
物
像
を
平

面
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
方
で
図
式
を
単
純
化
し
、
図
式

そ
の
も
の
を
強
調
す
る
た
め
と
考
え
れ
ば
理
解
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
で
主
人
公
の
健
康
を
気
づ
か
っ
た
り
、
仕
送

り
を
し
て
く
れ
る
母
、
そ
し
て
妻
と
友
人
の
仲
を
疑
い
、
耐
え
切
れ
な
く
な
っ

た
主
人
公
が
帰
っ
て
い
く
故
郷
そ
の
も
の
が
、
「
烏
」
に
は
描
か
れ
な
い
。

　
他
方
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
か
ら
「
愛
巻
」
、
「
負
け
た
良
人
」
へ
の
改
稿
を

み
る
と
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
か
ら
「
愛
巻
」
へ
の
改
稿
で
主
人
公
と
か
ん
子

の
か
つ
て
の
関
係
の
説
明
や
彼
女
へ
の
求
婚
、
主
人
公
の
母
へ
の
思
い
や
り
や

母
と
の
対
話
が
、
「
愛
巻
」
か
ら
「
負
け
た
良
人
」
で
は
母
か
ら
の
仕
送
り
の

描
写
と
か
ん
子
や
母
に
対
す
る
主
人
公
の
心
理
の
説
明
が
、
そ
れ
ぞ
れ
削
除
さ

れ
て
お
り
、
か
ん
子
や
母
の
存
在
が
改
稿
の
過
程
で
薄
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
「
鳥
」
も
ま
た
、
こ
の
改
稿
の
延
長
線
上
に
お
か
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
母
と
故
郷
が
省
か
れ
る
こ
と
で
、
「
鳥
」
の

登
場
人
物
は
ほ
ぽ
「
私
」
と
リ
カ
子
と
Ｑ
の
三
人
に
限
定
さ
れ
、
場
面
の
移
動

も
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
も
、
先
に
あ
げ
た
本
屋
の
主
婦
と
か
ん

子
と
い
う
二
人
の
女
性
と
同
じ
く
、
「
鳥
」
で
は
「
悲
し
み
の
代
価
」
の
作
品

世
界
の
よ
り
一
層
の
単
純
化
、
図
式
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
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横
光
利
一
「
鳥
」

と
す
れ
ば
、
「
鳥
」
と
は
「
悲
し
み
の
代
価
」
か
ら
「
愛
巻
」
「
負
け
た
良
人
」

を
経
て
、
さ
ら
に
極
端
に
ま
で
そ
の
図
式
化
を
進
め
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
か
ら
「
愛
巻
」
へ
、
そ
し

て
「
負
け
た
良
人
」
へ
と
い
う
改
稿
が
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
も
っ
て
行
わ
れ

た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
「
淋
し
い
」
と
い
う
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

を
削
り
、
直
情
的
表
現
、
作
者
の
素
顔
を
抑
え
た
と
す
る
南
信
夫
氏
、
人
問
関

係
の
束
縛
か
ら
離
れ
、
作
家
と
し
て
も
志
賀
直
哉
的
世
界
か
ら
の
離
脱
を
果
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

し
た
と
す
る
江
後
寛
士
氏
、
大
都
会
の
発
見
が
感
傷
を
払
拭
し
て
し
ま
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
ゆ

す
る
神
谷
忠
孝
氏
な
ど
の
論
が
既
に
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
も
「
悲
し
み
の
代

価
」
の
も
つ
、
自
然
主
義
的
な
傾
向
、
あ
る
い
は
私
小
説
と
取
ら
れ
か
ね
な
い

よ
う
な
直
裁
な
表
現
や
感
傷
性
を
取
り
払
う
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
見
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

そ
の
意
味
で
栗
坪
良
樹
氏
の
い
う
「
二
つ
の
方
向
」
、
即
ち
自
己
の
感
情
、
意

識
の
客
体
化
、
そ
し
て
関
係
の
構
造
化
と
い
う
二
つ
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
み
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
関
係
の
構
造
化
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
「
鳥
」
は
ま
さ
に
そ
の
極
端

化
さ
れ
た
図
式
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
要
因
を
取
り
除
い

た
、
三
角
関
係
の
図
式
だ
け
が
「
鳥
」
に
は
描
か
れ
る
わ
け
で
、
「
鳥
」
の
平

面
的
で
奥
行
き
の
な
い
人
物
像
も
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
用
意
さ
れ
た
も
の
だ
と

い
え
よ
う
。
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次
に
も
う
一
つ
の
方
向
性
、
感
情
の
客
体
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
と
、

「
鳥
」
と
い
う
作
品
の
も
っ
大
き
な
問
題
が
浮
か
び
あ
が
る
。
「
悲
し
み
の
代

価
」
に
あ
っ
て
「
鳥
」
に
は
な
い
、
第
三
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
問
題
は
嫉

妬
で
あ
る
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
「
鳥
」
は
三
角
関
係
を
扱
い
な
が
ら
、
嫉
妬
の

感
情
と
い
う
も
の
が
少
し
も
表
に
現
れ
な
い
。

　
何
が
悲
し
い
と
云
つ
た
と
て
自
分
の
敵
が
頭
の
上
で
自
分
と
の
距
離
を
ま
す
く
延

　
ば
し
て
い
く
こ
と
ほ
ど
口
暗
し
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
ま

　
り
に
か
け
離
れ
る
と
も
う
私
は
た
“
彼
を
尊
敬
す
る
こ
と
だ
け
が
専
門
に
な
り
始
め

　
た
。
彼
に
と
っ
て
は
初
め
か
ら
私
な
ど
敵
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
愚
か
し
く
も
こ

　
ち
ら
が
敵
だ
と
思
っ
て
ひ
と
り
く
よ
く
し
て
ゐ
た
自
分
の
恰
好
を
考
へ
る
と
、
私

　
　
は
私
自
身
が
気
の
毒
で
な
ら
な
か
っ
た
。

　
と
い
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
私
」
は
リ
カ
子
と
結
婚
す
る
前
か
ら
、
と
う

て
い
Ｑ
に
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
考
え
、
以
前
の
自
分
を
「
気
の
毒
で
な
ら

な
い
」
生
言
う
。
「
悲
し
み
の
代
価
」
で
は
改
稿
後
の
「
負
け
た
良
人
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
妻
を
友
人
に
奪
わ
れ
る
こ
と
が
「
負
け
」
な
わ

け
だ
が
、
「
鳥
」
で
は
「
私
」
が
Ｑ
に
負
け
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
り
、
そ
こ
か
ら
リ
カ
子
が
「
私
」
よ
り
優
れ
た
Ｑ
に
心
を
奪
わ
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
妻
と
三
島
の
仲
を

疑
い
、
一
人
故
郷
で
思
い
悩
む
「
悲
し
み
の
代
価
」
の
主
人
公
の
姿
は
、
単
に

「
気
の
毒
」
の
；
日
で
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
「
鳥
」
で
は
、
愛
す
る
者
の
心
が
自
分
か
ら
離
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と



い
う
恐
れ
そ
の
も
の
が
初
め
か
ら
問
題
に
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
リ
カ
子
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
よ
り
優
れ
た
人
物
を
愛
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
優
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
互
い
の
心
の
内
を
探
り
合
わ
な
く

て
も
、
客
観
的
に
一
目
で
判
断
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
言
い
か
え
れ
ば
「
鳥
」
で
は
、
あ
る
人
物
が
誰
を
愛
す
る
か
と
い
う
問
題
が
、

誰
の
こ
と
を
よ
り
愛
す
る
か
と
い
う
問
題
に
お
き
か
え
ら
れ
、
愛
す
る
理
由
も
、

誰
で
も
客
観
的
に
判
断
の
下
せ
る
「
規
準
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問

題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
も
は
や
愛
情
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
明
確
な
規
準
の
前

で
は
、
嫉
妬
や
恐
れ
、
疑
惑
と
い
っ
た
感
情
は
入
り
込
む
隙
も
な
い
わ
け
だ
。
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山
崎
国
紀
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
横
光
利
一
は
「
鳥
」
と
ほ
ぼ
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

時
期
昭
和
五
年
三
月
の
「
芸
術
派
の
真
理
主
義
に
つ
い
て
」
の
中
で
「
他
の
科

学
の
領
域
の
遠
く
及
ば
ざ
る
非
科
学
的
な
実
体
の
部
分
を
、
科
学
的
な
正
し
さ

に
表
現
し
計
算
し
得
る
方
法
の
発
見
及
び
そ
の
応
用
」
が
新
し
い
文
学
的
目
的

だ
と
述
べ
て
い
る
。
「
鳥
」
は
ま
さ
に
そ
の
実
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人

間
の
愛
情
と
い
う
「
非
科
学
的
な
実
体
」
を
客
観
的
な
優
位
性
と
い
う
、
「
計

算
し
得
る
問
題
」
へ
と
転
換
し
た
こ
と
が
、
「
鳥
」
が
「
悲
し
み
の
代
価
」
と

最
も
大
き
く
異
な
る
点
だ
っ
た
の
だ
。

三
、
「
鳥
」

「
悲
し
み
の
代
価
」

　
　
　
　
横
光
利
一

か
ら
「
機
械
」
へ

は
横
光
利
一

「
鳥
」

の
作
品
の
中
で
も
自
然
主
義
的
傾
向
を
色

濃
く
残
し
た
作
晶
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
「
鳥
」

は
こ
の
「
悲
し
み
の
代
価
」
の
人
間
関
係
を
絞
り
込
み
、
そ
の
図
式
を
極
端
な

ま
で
に
単
純
化
し
た
作
品
で
あ
る
。
同
時
に
、
感
情
の
問
題
ま
で
を
客
観
点
に

判
断
し
、
計
算
す
る
こ
と
の
可
能
な
も
の
へ
と
図
式
化
、
単
純
化
を
進
め
た
。

こ
の
二
つ
の
図
式
化
、
単
純
化
が
「
鳥
」
の
奇
妙
な
世
界
を
支
え
て
い
る
と
い

え
る
。

　
し
か
し
、
「
鳥
」
に
嫉
妬
が
現
れ
な
い
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
い
。

彼
女
は
だ
ん
だ
ん
私
を
突
き
除
け
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
＝
言
の
争
ひ
に
も
彼
女
は

了
ひ
に
Ｑ
の
名
を
出
し
、
独
り
ゐ
る
時
は
絶
え
ず
紙
の
上
へ
Ｑ
の
名
を
書
き
、
睡
眠

の
時
の
肇
言
に
も
Ｑ
の
名
を
呼
び
始
め
た
。
私
は
彼
女
の
さ
う
す
る
こ
と
に
は
嫉
妬

を
感
じ
な
い
ば
か
り
か
良
人
の
友
人
を
愛
す
る
こ
と
は
最
も
良
人
を
愛
す
る
証
拠
で

あ
り
最
も
気
品
あ
る
礼
譲
だ
と
さ
へ
思
つ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
私
は
Ｑ
が
ひ
そ
か
に

愛
し
て
ゐ
た
リ
カ
子
を
Ｑ
か
ら
最
初
に
奪
つ
た
の
だ
と
思
ふ
と
、
私
よ
り
も
日
日
歎

き
続
け
て
ゐ
た
に
ち
が
い
な
い
Ｑ
の
忍
耐
に
対
し
て
、
再
び
私
は
今
の
私
の
小
さ
い

忍
耐
を
も
つ
て
対
立
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
此
の
奇
怪
な
忍
悔
の
競
争
の
中
で
、

リ
カ
子
は
ま
す
く
私
と
結
婚
し
た
こ
と
の
後
悔
の
重
さ
の
た
め
に
縮
ん
で
来
た
。

　
主
人
公
は
嫉
妬
を
感
じ
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
リ
ヵ
子
を
愛
し
な
が
ら
自
分

と
友
人
関
係
を
続
け
た
Ｑ
の
忍
耐
と
、
リ
カ
子
が
Ｑ
を
愛
し
て
い
る
の
を
知
り

な
が
ら
彼
女
と
結
婚
生
活
を
送
る
自
分
の
忍
耐
と
の
問
の
、
「
奇
妙
な
忍
悔
の

競
争
」
に
苦
し
む
。
や
が
て
そ
れ
に
耐
え
き
れ
ず
リ
ヵ
子
を
Ｑ
の
も
と
へ
送
り

届
け
た
後
に
も
、
「
ま
た
私
は
Ｑ
と
の
『
忍
耐
』
の
競
争
に
於
い
て
も
彼
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
鳥
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敗
か
さ
れ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
」
と
嘆
く
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
忍
耐
」
と

は
何
に
対
す
る
忍
耐
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
嫉
妬
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
れ
を
自

ら
の
意
識
の
上
へ
浮
か
び
上
が
ら
せ
な
い
た
め
の
忍
耐
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ

ろ
が
主
人
公
以
外
の
人
物
は
こ
の
忍
耐
を
感
じ
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
な
い
。

　
と
き
く
＼
リ
カ
子
は
ひ
と
り
私
の
所
へ
遊
び
に
来
る
の
だ
。
私
は
リ
カ
子
に
来
る
な

　
と
云
つ
て
も
是
非
Ｑ
が
私
の
所
へ
ゆ
け
と
云
つ
て
き
か
な
い
と
云
ふ
。
そ
れ
な
ら
な

　
ほ
来
て
は
い
け
な
い
で
は
な
い
か
と
云
ふ
と
、
で
も
私
も
来
て
み
た
い
の
だ
と
彼
女

　
は
云
ふ
。
私
が
来
る
な
と
云
ひ
Ｑ
が
行
け
と
云
ふ
此
の
虞
ま
し
や
か
な
美
徳
の
点
に

　
於
い
て
さ
へ
も
、
猶
且
っ
行
け
と
す
・
め
る
Ｑ
の
方
が
私
よ
り
も
優
れ
て
ゐ
る
の
だ
。

　
美
徳
の
悪
徳
、
私
は
リ
カ
子
の
顔
を
見
せ
ら
れ
る
度
毎
に
、
私
と
Ｑ
と
の
美
徳
を
押

　
し
合
ふ
悪
徳
に
つ
い
て
考
へ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
「
私
」
に
は
Ｑ
の
「
私
」
に
対
す
る
「
美
徳
」
を
平
然
と
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
平
然
と
受
け
取
り
平
然
と
「
美
徳
」
を
返
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
鳥
」
の
主
人
公
は
最
初
か
ら
Ｑ
に
負
け
て
い
る
こ
と
で
、
嫉
妬
と
い
う

「
悲
し
み
の
代
価
」
の
主
人
公
が
最
後
ま
で
と
ら
わ
れ
て
い
た
感
情
か
ら
自
由

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
彼
は
決
し
て
そ
こ
に
充
足
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
計
量
不
可
能
な
愛
情
の
問
題
を
計
量
可
能
と
み
な
す

「
鳥
」
の
世
界
で
は
、
愛
も
ま
た
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
敗
北
は
客
観
的

事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
同
一
化
で
き
な
い
者

が
、
妻
が
他
の
男
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
た
め
に
は
「
忍
耐
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

と
い
う
名
の
演
技
が
必
要
だ
。
彼
は
ま
た
一
方
で
、
そ
の
妻
が
遊
び
に
来
る
の

を
平
然
と
迎
え
る
と
い
う
「
美
徳
」
が
実
は
悪
徳
で
あ
り
、
岩
上
順
一
の
表
現

　
　
　
＠

に
よ
れ
ば
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
こ
と
に
も
、
半
ば
気
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、

彼
は
そ
の
よ
う
な
自
分
に
不
自
然
な
演
技
を
強
い
る
状
況
に
異
議
を
唱
え
よ
う

と
し
な
い
し
、
不
自
然
と
感
じ
ず
平
然
と
生
き
て
い
る
Ｑ
や
リ
カ
子
を
自
分
よ

り
優
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
主
人
公
は
「
三
人
の
中
で
私
が
一
番
図
抜
け
て
馬
鹿
な
の
は
確
か
な
こ
と

だ
」
と
言
う
。
彼
は
自
分
に
忍
耐
を
強
い
る
状
況
自
体
を
少
し
も
疑
わ
な
い
た

め
に
、
忍
耐
を
必
要
と
す
る
自
分
自
身
を
馬
鹿
だ
と
考
え
る
し
か
な
い
の
だ
。

　
横
光
の
言
う
、
非
科
学
的
な
実
体
を
、
客
観
的
優
劣
と
い
う
規
準
で
計
算
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
「
鳥
」
の
世
界
だ
が
、
そ
れ
と
主
人
公
が
充
足
で
き
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
全
く
別
問
題
な
わ
け
だ
。
彼
が
今
い
る
社
会
の
約
束

ご
と
に
適
応
で
き
ず
、
し
か
も
そ
こ
に
止
ま
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、
彼
は
永
遠

に
忍
耐
を
感
じ
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
岩
上
順
一
は
「
鳥
」
の
「
美
徳
」
に
っ

い
て

「
私
」
は
友
人
Ｑ
を
尊
敬
し
、
Ｑ
の
た
め
に
謙
譲
に
な
る
。
Ｑ
は
ま
た
Ｑ
で
リ
カ
子

を
愛
し
て
い
な
が
ら
彼
女
を
「
Ｑ
」
に
あ
た
え
て
ひ
と
り
そ
の
悩
み
を
耐
え
て
い
る
。

「
私
」
は
リ
カ
子
が
Ｑ
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
お
し
気
も
な
し
に
彼
女
を
Ｑ

に
あ
た
え
る
。
彼
女
が
ふ
た
た
び
自
分
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
と
、
一
切
の
過
去
の

記
憶
を
す
て
て
彼
女
を
迎
え
る
。
こ
れ
が
主
人
公
た
ち
の
美
徳
に
染
め
ら
れ
た
心
理

で
あ
る
。
ｌ
ー
だ
が
、
こ
れ
は
は
た
し
て
人
間
の
心
理
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。



　
一
中
略
一
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
心
理
を
美
徳
で
染
め
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

　
作
家
横
光
の
「
高
度
に
円
満
な
常
識
」
と
美
徳
好
き
な
心
情
だ
け
は
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　
　
ゆ

　
と
述
べ
て
い
る
。
岩
上
は
主
人
公
の
内
面
の
混
乱
を
見
落
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
は
か
ら
ず
も
彼
の
用
い
た
「
美
徳
好
き
」
と
い
う
言
葉
は
作
者
横

光
に
対
し
て
で
は
な
く
、
そ
こ
ま
で
し
て
自
分
の
置
か
れ
た
社
会
に
忠
実
で
あ

ろ
う
と
す
る
主
人
公
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
言
葉
だ
ろ
う
。

　
で
は
「
私
」
は
何
故
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
美
徳
と
い
う
名
の
シ
ス
テ
ム
に
し
が

み
っ
こ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
彼
が
今
い
る
杜
会
で
は
誰
も
が
そ
う
し
て
お

り
、
そ
う
し
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
事
実
彼
は
、
自

分
以
外
の
誰
の
中
に
も
、
彼
が
感
じ
て
い
る
よ
う
な
混
乱
は
な
い
と
思
い
込
ん

で
い
る
。
と
こ
ろ
が
Ｑ
の
前
に
Ａ
と
い
う
よ
り
優
れ
た
人
物
が
現
れ
た
時
、

「
私
」
は
Ｑ
が
「
自
分
よ
り
強
者
に
対
し
て
は
死
ぬ
ま
で
身
を
引
く
こ
と
の
出

来
な
い
男
」
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の
う
え
リ
カ
子
か
ら
Ｑ
が
い
っ
も

「
私
」
の
悪
口
を
言
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
リ
カ
子
は
そ
ん
な
Ｑ
を

「
あ
れ
は
贋
物
で
嘘
っ
き
で
負
け
ず
嫌
ひ
で
そ
の
癖
威
張
る
こ
と
だ
け
が
何
よ

り
好
き
で
、
知
っ
て
ゐ
る
の
は
女
の
こ
と
と
人
を
軽
蔑
す
る
こ
と
だ
け
だ
」
と

非
難
し
「
ど
こ
が
豪
い
の
か
こ
の
頃
ど
こ
か
ら
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
言
う
。

　
こ
こ
に
お
い
て
始
め
て
、
「
私
」
は
Ｑ
も
ま
た
忍
耐
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を

知
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
Ｑ
は
忍
耐
を
忘
れ
て
つ
い
そ
の
下
の
嫉
妬
を
見
せ
た
た

　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
鳥
」

め
に
リ
カ
子
の
愛
を
失
う
。
「
鳥
」
の
社
会
で
は
、
そ
の
中
で
の
自
分
の
相
対

的
位
置
に
充
足
せ
ず
、
充
足
し
な
い
こ
と
を
表
に
出
し
た
時
、
そ
の
社
会
か
ら

排
除
さ
れ
る
。
Ｑ
の
失
敗
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。
「
私
」
が
必

死
で
忍
耐
し
て
い
た
の
は
、
実
は
そ
の
こ
と
を
ど
こ
か
で
感
じ
と
っ
て
い
た
か

ら
だ
。
し
か
し
、
社
会
そ
の
も
の
と
折
り
合
い
を
っ
け
て
生
き
て
い
く
に
は
忍

耐
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
誰
も
が
忍
耐
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い

た
時
、
「
私
」
の
中
の
劣
等
感
は
永
解
す
る
。

　
「
人
に
勝
っ
こ
と
を
心
が
け
、
負
け
る
と
人
の
急
所
を
眺
め
て
心
を
沈
め
」

て
き
た
「
私
」
は
そ
ん
な
自
分
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
杜
会
に
適
応
し
、
Ｑ
や

リ
カ
子
に
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
「
ひ
そ
か
に
歎
き
」
続
け
て

き
た
の
だ
。
だ
が
こ
こ
で
自
分
が
「
賞
め
ら
れ
・
ば
賞
め
ら
れ
る
ま
・
の
姿
に

堅
め
ら
れ
、
ま
す
く
不
幸
な
方
向
一
ば
か
り
辻
り
込
ん
で
来
て
ゐ
た
一
こ
と

に
気
付
く
。
「
私
」
が
そ
の
中
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
社
会
と
の
一
切
の
干
渉

を
拒
む
か
、
そ
ん
な
自
分
の
生
き
方
を
変
え
る
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
私
」

は
リ
カ
子
と
再
び
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
社
会
と
切
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

何
故
な
ら
、
「
彼
女
を
奪
っ
た
者
こ
そ
負
か
さ
れ
た
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、

彼
女
の
存
在
こ
そ
が
「
私
」
の
相
対
化
の
指
針
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
そ

の
時
「
私
」
は
「
何
を
好
ん
で
自
分
の
敗
北
に
罪
の
深
さ
ま
で
す
り
っ
け
て
苦

し
む
奴
が
あ
る
だ
ら
う
」
と
思
い
至
り
、
「
私
の
心
は
掌
を
返
す
が
や
う
に
明

る
く
」
な
る
。
彼
は
忍
耐
に
よ
っ
て
自
分
を
歪
め
、
社
会
と
折
り
合
い
を
っ
け
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る
生
き
方
を
捨
て
て
し
ま
お
う
と
す
る
。
「
何
よ
り
一
切
の
過
去
の
記
憶
か
ら

絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
「
私
」
は
、
嫉
妬
か
ら
も
忍
耐
か
ら
も
絶

縁
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
過
去
」
と
は
、

「
鳥
」
の
主
人
公
が
そ
れ
ま
で
と
ら
わ
れ
て
い
た
忍
耐
で
あ
り
、
同
時
に
「
悲

し
み
の
代
価
」
の
主
人
公
が
と
ら
わ
れ
た
嫉
妬
で
も
あ
る
の
だ
。

　
横
光
利
一
は
「
鳥
」
で
心
理
と
い
う
「
非
科
学
的
実
体
」
を
「
計
算
し
得
る

方
法
」
を
見
出
す
と
同
時
に
そ
の
中
で
は
充
足
で
き
な
い
人
問
を
も
と
ら
え
、

そ
こ
か
ら
の
打
開
を
模
索
し
て
い
る
。
「
鳥
」
に
描
か
れ
た
社
会
は
極
端
に
図

式
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
読
者
に
奇
妙
な
印
象
を
与
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
不

自
然
な
約
束
事
で
人
々
を
縛
り
っ
け
な
が
ら
巧
妙
に
そ
の
約
束
事
を
隠
蔽
し
て

い
る
現
代
社
会
と
、
そ
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
人
間
の
姿
を
象
徴
し
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
鳥
」
は
「
悲
し
み
の
代
価
」
の
延
長
線
上
に
、

よ
り
単
純
化
、
図
式
化
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
な
が

ら
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
が
主
人
公
の
内
面
に
と
ど
ま
り
、
自
然
主
義
的
作
風

を
強
く
残
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
主
人
公
と
彼
を
取
り
囲
む
社
会
と
い
う
よ

り
複
雑
な
問
題
を
も
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
「
鳥
」
に
お
け
る
図
式
性
、

平
面
性
は
十
分
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
横
光
は
図
式
化
す
る
こ
と
で
よ

り
広
い
社
会
を
象
徴
し
よ
う
と
す
る
実
験
を
試
み
た
の
だ
。

　
で
は
、
横
光
は
「
鳥
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
何
故
「
悲
し
み
の
代
価
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

図
式
を
用
た
の
だ
ろ
う
か
。
か
っ
て
彼
は
「
悲
し
み
の
代
価
」
か
ら
「
愛
巻
」

「
負
け
た
良
人
」
と
い
う
改
稿
に
よ
っ
て
作
家
と
し
て
の
方
向
性
を
見
出
し
た
。

そ
し
て
そ
の
延
長
線
を
さ
ら
に
延
ば
し
、
作
家
と
し
て
の
独
自
性
を
一
層
確
立

す
る
た
め
に
、
自
分
に
と
っ
て
最
も
気
が
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
最
も
親
し

い
素
材
で
あ
る
三
角
関
係
を
用
い
た
の
だ
と
い
え
る
。

　
従
っ
て
、
「
鳥
」
を
書
い
た
横
光
利
一
は
、
次
に
三
角
関
係
、
男
女
問
の
愛

情
と
い
う
枠
を
取
り
払
い
、
よ
り
広
く
、
よ
り
一
般
的
な
人
間
関
係
を
扱
っ
た

作
品
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
「
機
械
」
は
そ
う
い
っ
た
事
情
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
作
品
で
あ
り
、
「
機
械
」
を
書
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
意
味
で
も

「
鳥
」
は
横
光
利
一
に
と
っ
て
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

注○　　　　◎¢＠　 　
「
新
興
芸
術
派
と
新
心
理
主
義
」
（
『
昭
和
文
学
十
二
講
』
昭
２
５
・
１
２
）

　
『
昭
和
文
学
の
可
能
性
』
（
昭
４
７
・
４
、
岩
波
新
書
）

　
「
昭
和
五
年
の
芸
術
派
作
家
及
び
作
品
」
（
「
新
潮
」
昭
５
・
２
）

　
「
昭
和
六
年
春
の
芸
術
派
」
（
「
新
文
学
研
究
」
昭
６
・
４
）

　
「
横
光
利
一
の
転
向
」
（
「
詩
と
散
文
」
昭
６
・
２
、
『
井
上
良
雄
評
論
集
』

ｎ
国
文
社
に
再
録
）

注
　
に
同
じ

　
「
機
械
」
（
「
作
品
」
昭
６
・
６
）

　
「
機
械
」
私
評
（
「
作
品
」
昭
６
・
６
）

　
「
ロ
マ
ン
論
」
（
「
文
学
」
昭
７
・
１
２
）

昭
４
６

■



＠
　
深
田
久
彌
「
横
光
利
一
の
文
章
」
一
『
現
代
日
本
文
章
講
座
』
昭
９
・
５
）

◎
　
山
崎
国
紀
「
不
信
と
疑
合
　
　
　
『
機
械
』
と
そ
の
周
辺
」
一
「
論
究
日
本
文
学
」
昭

　
　
４
４
・
４
一

＠
　
横
堀
富
雄
と
共
訳
、
昭
７
・
９
創
元
杜

＠
　
「
横
光
利
一
」
一
『
悲
劇
の
解
説
』
昭
５
４
・
１
２
筑
摩
書
房
一

＠
　
注
＠
に
同
じ

＠
　
も
と
も
と
小
野
松
二
は
二
九
二
九
」
以
来
一
貫
し
て
好
意
的
な
意
見
を
横
光
に

　
対
し
て
寄
せ
て
い
る
。
ま
た
「
創
作
月
刊
」
一
昭
４
・
５
一
で
「
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ

　
　
ァ
た
る
と
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
た
る
と
を
問
は
ず
、
何
れ
も
等
し
く
巧
利
派
に
属
す
る
も
の

　
で
あ
一
て
一
「
芸
術
派
作
家
と
謂
一
ど
も
そ
の
時
代
く
の
空
気
を
呼
吸
し
て
ゐ
る

　
以
上
そ
の
時
代
を
無
意
識
の
中
に
反
映
し
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
が

　
こ
れ
は
横
光
の
「
文
学
的
唯
物
論
に
つ
い
て
」
一
「
創
作
月
刊
」
昭
３
・
２
）
な
ど
の

　
論
に
通
じ
る
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
横
光
に
近
い
考
え
方
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と

　
が
、
こ
の
よ
う
な
立
論
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

＠
　
「
横
光
利
一
」
一
『
現
代
の
作
家
』
昭
３
１
・
５
　
青
木
書
店
一

〇
　
「
新
感
覚
文
章
」
一
「
近
代
文
学
試
論
」
昭
４
９
・
２
一

＠
　
「
改
造
」
一
大
１
３
・
ｕ
一

＠
　
『
新
選
横
光
利
一
集
』
一
昭
３
・
！
０
　
改
造
杜
一

ゆ
　
『
無
礼
な
街
』
一
大
１
４
・
６
　
文
芸
日
本
杜
一

．
＠
　
福
田
清
人
「
横
光
利
一
氏
と
の
一
問
一
答
申
」
一
「
読
売
新
聞
」
昭
９
・
４
・
２
５
一

ゆ
　
「
悲
し
み
の
定
着
」
一
福
井
大
学
「
国
語
国
文
学
」
昭
３
９
・
１
一

＠
　
「
横
光
利
一
に
お
け
る
相
対
認
識
の
起
点
」
一
「
比
治
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
昭

　
４
８
　
３
一

＠
　
『
横
光
利
一
論
』
一
昭
５
３
・
１
０
　
双
文
社
一

ゆ
　
「
横
光
利
一
・
改
稿
の
理
論
と
方
法
」
（
「
文
学
」
昭
５
９
・
ｕ
一

ゆ
　
注
０
に
同
じ

　
　
　
　
横
光
利
一
「
鳥
」

＠ 　
「
読
売
新
聞
」
一
昭
５
・
３
・
１
６
－
１
９
）
原
題
は
「
－
芸
術
派
の
－
真
理
主
義

に
つ
い
て
」

　
「
『
鳥
』
と
『
機
械
』
と
『
時
問
』
の
良
識
」
一
『
横
光
利
こ
昭
３
１
・
１
０
　
東
京
ラ

イ
フ
社
）

注
ゆ
に
同
じ

＊
本
文
の
引
用
は
河
出
書
房
新
杜
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
に
依
り
、
旧
字
体
を
新

字
体
に
改
め
表
記
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

　
執
筆
者
紹
介

広
田
　
収
…
－
・
本
学
助
教
授

谷
口
孝
介
…
…
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
生

山
田
和
人
…
…
本
学
専
任
講
師

小
川
直
美
…
…
昭
和
五
十
九
年
度
本
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了

　
　
　
　
　
　
大
阪
成
躁
短
期
大
学
非
常
勤
講
師

北
川
秋
雄
、
．
昭
和
五
十
八
年
度
本
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了

　
　
　
　
　
　
滋
賀
県
立
八
日
市
高
等
学
校
教
諭五

三
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