
一つ

ど

山
猫
」

論

ん

り

と

一
、
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
研
究
の
史
的
展
開

「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
関
す
る
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
研
究
論
文
は
、
一

九
四
七
年
に
『
良
民
芸
術
』
に
掲
載
さ
れ
た
司
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
の
研
究

座
談
会
」
（
先
行
研
究
1
〉
で
あ
る
。
わ
ず
か
ニ
交
の
座
談
会
記
録
で
、
掲
載

誌
の
「
巻
米
記
」
で
も
「
掌
篇
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
の
研
究
の
方
向
を
示

唆
す
る
も
の
が
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
度
談
会
で
の
発
言
者
は
菊
池
唆
輝
ほ
か
四
名
で
あ
る
が
、
各
人
の
発
言

を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
後
の
研
究
の
方
向
性
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

①
作
品
の
成
立
に
関
す
る
問
題

②
一
郎
の
判
決
の
意
味

③
一
郎
の
存
在
の
意
味

③
山
猫
の
存
在
の
意
味

③
遜
路
の
問
題

①
の
「
作
品
の
成
立
に
関
す
る
問
題
」
に
隠
し
て
は
、
翌
布
十
さ
つ
そ
く
同
じ

道
出
民
芸
術
』
に
掲
載
さ
れ
た
佐
藤
勝
治
の
論
文
「
吋
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
に
つ

い
て
」
〈
先
行
研
究
2
〉
が
あ
る
。
佐
藤
は
こ
の
作
品
に
「
（
賢
治
が
〉
家
に
帰

牛

活ぎ
dじ4、

山

っ
て
惑
い
た
最
初
の
法
奉
文
学
」
で
あ
り
「
法
筆
意
識
が
昇
華
さ
れ
」
た
文
学

で
あ
る
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
藤
以
後
、
こ
の
作
品
に
関

し
て
、
成
立
の
問
題
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

佐
柑
艇
の
論
文
で
注
白
す
べ
き
は
、
法
務
経
の
「
常
不
軽
菩
緩
口
問
」
を
ひ
き
な

が
ら
こ
の
作
品
の
主
題
を
「
『
デ
ク
ノ
パ
ウ
』
礼
賛
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
説
は
、
②
「
一
郊
の
判
決
の
意
味
」
に
関
す
る
も
の
で
、
す
で
に
前
述
の

座
談
会
に
お
け
る
阿
部
サ
チ
の
発
言
に
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
後
、
何

度
と
な
く
研
究
者
の
支
持
を
受
け
て
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

佐
藤
の
ヨ
デ
ク
ノ
パ
ウ
』
礼
賛
説
」
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず

こ
の
作
品
の
主
題
を
「
賢
し
気
な
相
官
者
に
対
す
る
愚
者
の
尊
さ
｜
デ
ク
ノ
ボ
ウ

主
義
」
と
す
る
関
本
良
雄
（
先
行
研
究
4
〉
が
い
る
。

ま
た
、
…
郎
の
判
決
を
「
｛
子
市
街
怒
識
」
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
恩
図
逸
夫

〈
先
行
研
究
9
〉
も
そ
の
内
容
を
「
ば
か
で
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
」
「
人
こ
そ
、

神
・
仏
の
は
た
ら
き
を
体
現
す
る
も
の
、
端
的
に
い
え
ば
神
仏
そ
の
も
の
だ
か

ら
」
え
ら
い
と
受
け
と
め
て
い
る
点
で
は
、
ヨ
デ
ク
ノ
パ
ウ
』
礼
焚
説
」
に
極

め
て
近
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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宮
沢
賢
治
の
趨
現
実
位
界
を
「
賢
治
ワ
ー
ル
ド
」
と
呼
ぶ
二
上
洋
一
（
先
行

研
究
M
）
は
、
「
賢
治
の
一
生
は
、
賢
治
ワ
ー
ル
ド
の
総
立
と
、
デ
ク
ノ
ボ
ー

が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
世
界
観
・
人
間
観
を
希
求
す
る
こ
と
だ
っ
た
」
と
述

べ
、
よ
り
明
快
に
「
ヲ
ア
ク
ノ
パ
ウ
』
礼
焚
説
」
合
と
っ
て
い
る
。

一
郎
の
判
決
を
「
い
わ
ば
『
欽
兵
抄
h

の
吋
怒
人
正
機
説
h

な
の
だ
」
と
す

る
谷
川
総
（
先
行
研
究
団
〉
の
考
え
も
、
こ
の
説
の
延
長
線
上
に
位
段
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
「
慈
人
正
機
説
」
吉
見

る
と
い
う
の
は
、
賢
治
文
学
に
対
す
る
一
つ
の
新
し
い
視
点
を
提
出
し
た
も
の

で
あ
り
、
デ
ク
ノ
ボ
ウ
と
の
関
係
は
さ
ら
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
「
デ
ク
ノ
バ
ウ
い
か
ら
は
少
々
ず
れ
る
が
、
「
作
品
の
土
台
に
な
っ
て

い
る
思
削
減
は
法
肇
経
の
も
つ
思
淑
で
あ
り
、
そ
れ
に
議
づ
く
人
間
観
で
あ
る
」

と
す
る
総
生
美
子
の
説
ハ
先
行
研
究
7
〉
も
ま
た
、
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
に
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
約
生
説
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

広
告
ち
ら
し
を
取
り
上
げ
て
、
一
郎
の
判
決
は
、
宗
教
を
基
盤
と
し
た
「
比
絞

認
識
」
を
一
台
定
す
る
よ
う
な
倫
理
観
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
点
で
、
よ
り

批
判
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

一
郎
の
判
決
に
批
判
や
風
刺
を
読
み
取
っ
た
議
初
の
研
究
は
、
前
述
の
附
木

良
雄
（
先
行
研
究
4
〉
の
も
の
で
あ
る
。
岡
本
は
主
附
泌
を
つ
ア
ク
ノ
ボ
ウ
主
義
」

と
し
な
が
ら
、
広
告
ち
ら
し
の
文
章
を
取
り
上
げ
て
「
裁
く
も
の
の
尽
か
さ
い

に
対
す
る
鋭
い
風
刺
の
あ
る
作
品
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
な
か
た
つ
ひ
こ
も

同
じ
よ
う
に
広
告
ち
ら
し
か
ら
、
そ
こ
に
「
賢
治
の
批
判
の
限
」
を
見
る
と
し

（
先
行
研
究
5
）
、
ま
た
佐
藤
遜
雅
は
、
一
郎
の
判
決
は
「
権
威
へ
の
批
判
」
・

「
今
ま
で
の
価
値
基
準
の
逆
転
」
と
す
る
（
先
行
研
究
ロ
）
。

と
こ
ろ
で
、
批
判
や
険
料
安
一
郎
の
判
決
に
見
出
す
の
で
は
な
く
、
笠
限
切
人

物
で
あ
る
一
郎
、
山
猫
、
鳥
取
別
当
の
拙
か
れ
ガ
に
見
出
す
説
も
あ
る
。

③
コ
郎
の
符
十
伐
の
怒
味
」
及
び
④
「
山
猫
の
存
在
の
滋
味
」
に
関
連
す
る

も
の
で
、
も
っ
と
も
早
い
も
の
に
は
、
前
述
の
践
談
会
に
お
け
る
菊
地
の
説
が

あ
る
。
こ
れ
な
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
は
佐
藤
滋
殺
（
先
行
研
究
日
）
が
あ
り
、

山
猫
や
市
内
幕
別
当
の
「
尊
大
」
さ
に
対
す
る
風
刺
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

反
対
に
、
一
郎
へ
の
風
刺
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
は
た
な
か
た
つ
ひ
こ
〈
先

行
研
究
5
）
で
、
業
者
の
文
弱
の
こ
と
件
、
山
猟
に
間
意
で
き
な
か
っ
た
一
郊
に

「
俊
」
を
見
出
し
、
築
設
が
楽
な
か
っ
た
こ
と
で
か
え
っ
て
裁
か
れ
た
の
は
一

郎
で
は
な
か
っ
た
か
と
述
べ
る
。

ま
た
、
蕊
問
努
（
先
行
研
究
8
〉
も
た
な
か
の
説
を
受
け
継
い
で
、
一
郎
へ

の
風
刺
な
読
み
取
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
黄
金
の
ど
ん
ぐ
り
を
受
け
取
っ
た

一
郎
は
、
結
局
、
「
俗
位
閥
」
を
象
徴
す
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
山
総
は
も
は
や

そ
の
よ
う
な
「
俗
物
い
は
必
擦
と
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
研
究
諸
説
と
、
少
し
迷
う
角
・
皮
か
ら
読
み
を
試
み
て
い

る
の
が
別
役
実
（
先
行
研
究
認
）
で
あ
る
。
別
役
は
、
山
猫
を
父
性
原
理
を
代

表
す
る
も
の
と
し
、
反
対
に
、
一
郎
と
潟
議
別
当
を
母
性
原
理
の
側
に
あ
る
も

の
と
す
る
。
そ
し
て
、
価
値
を
決
定
す
る
の
は
父
性
隊
濯
で
あ
り
、
母
性
原
理

は
「
価
値
な
あ
ら
か
じ
め
不
毛
な
も
の
」
と
す
る
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
一
郎
の

判
決
は
「
価
飽
を
決
定
」
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
コ
」
ま
か

し
」
の
判
決
だ
と
言
う
。
一
方
山
猫
は
、
「
価
値
を
決
定
い
し
よ
う
と
す
る
過

程
を
く
り
返
す
こ
と
で
、
か
え
っ
て
混
乱
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、

郎
の
判
決
は
成
果
を
あ
げ
た
が
、
山
猫
は
一
郎
の
思
想
性
が
裁
判
官
と
し
て
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不
透
絡
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
、
存
び
築
設
を
出
さ
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ

の
別
役
の
説
に
は
、
批
判
も
風
刺
も
宗
教
も
蛸
闘
を
出
さ
な
い
。
恩
回
逸
夫
が
－
一
沿

う
一
郎
の
「
少
年
性
」
（
先
行
研
究
9
）
さ
え
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ア
郎

も
山
猫
も
馬
車
別
当
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
性
を
持
っ
て
法
悩
し
な
が
ら
生
き

る
現
代
人
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
山
猫
と
一
郎
に
「
思
想
の
対
立
」
を
見
る
と
い
う
点
で
、
別
役
の
説

を
受
け
継
ぐ
よ
う
に
見
え
る
鹿
倉
れ
い
〈
先
行
研
究
げ
）
は
、
し
か
し
一
郎
の

判
決
を
「
デ
タ
ノ
パ
ウ
礼
資
」
と
し
て
い
る
点
で
は
、
佐
談
勝
治
以
来
の
読
み

を
受
け
継
ぐ
も
の
と
ぎ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

浅
さ
れ
た
問
題
は
③
「
通
路
の
問
題
」
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
一
郎
の
行
動

と
山
術
の
行
動
の
怒
味
を
問
お
う
と
す
る
も
の
と
、
現
実
空
間
を
い
か
に
し
て

越
え
て
兵
空
間
へ
行
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。

ま
ず
、
一
郎
の
間
い
に
対
し
て
ま
ち
ま
ち
の
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
の
怠

味
を
問
い
か
け
て
い
る
の
は
小
沢
俊
郎
八
先
行
研
究
3
〉
だ
が
、
そ
れ
に
対
し

て
は
た
な
か
八
先
行
研
究
5
〉
が
た
だ
「
山
猫
の
存
在
が
気
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
」
と
応
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
熊
徹
八
先
行
研
究
日
〉
は
、
山
猫
の

行
動
に
は
裁
判
に
対
す
る
山
猫
の
苦
悩
」
が
現
れ
て
い
る
と
す
る
。

八
通
路
〉
を
通
過
で
き
る
資
絡
を
問
題
に
し
て
い
る
の
は
総
生
美
子
へ
先
行

研
究
7
V
で
、
子
ど
も
ら
し
い
気
持
ち
を
持
ち
、
位
相
い
森
を
通
過
す
る
努
力
が

「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
世
界
へ
の
パ
ス
ポ
i
ト
」
を
得
る
条
件
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

忠
岡
八
先
行
研
究
9
〉
も
「
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
い
へ
の
通
行
を
可
能
に
す
る

の
は
「
少
年
性
」
だ
と
す
る
。
そ
の
点
で
は
二
上
八
先
行
研
究
U
H
V
も
同
総

で
、
「
賢
治
ワ
ー
ル
ド
」
の
住
人
た
る
に
は
資
絡
が
必
姿
、
だ
と
し
、
子
ど
も
は

有
資
絡
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
八
通
路
〉
の
過
程
こ
そ
が
こ
の

作
品
の
モ
チ
ー
フ
だ
と
す
る
の
は
武
凶
登
美
子
八
先
行
研
究
開
ω
V
で
あ
る
。

以
上
、
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
主
な
研
究
論
文
を
通

観
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

ま
ず
、
こ
の
作
品
の
主
題
が
、
ど
ん
ぐ
ち
の
裁
判
に
お
け
る
一
郊
の
判
決
に

あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
研
究
論
文
も
一
致
し
て
い
る
。

次
に
、
そ
の
判
決
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
だ
が
、
一
郎
の
判
決
は
、
法
議
経

の
教
え
か
ら
導
か
れ
た
と
さ
れ
る
佐
藤
勝
治
の
「
デ
ク
ノ
ボ
ウ
礼
賛
」
の
精
神

（
す
な
わ
ち
〈
他
の
者
か
ら
は
も
っ
と
も
え
ら
く
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
者
が
、

突
は
も
っ
と
も
え
ら
い
者
な
の
だ
〉
と
い
う
精
神
〉
を
具
現
化
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
、
と
す
る
考
え
が
主
流
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
一
九
四
八
年
の
佐
藤
勝

治
の
研
究
「
吋
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
に
つ
い
て
」
以
来
、
一
九
八
六
年
の
鹿
倉

れ
い
の
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

裁
判
と
い
う
厳
粛
な
場
面
で
、
「
い
ち
ば
ん
ば
か
で
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
、

ま
る
で
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
の
が
、
い
ち
ば
ん
え
ら
い
」
と
い
う
、
冗
談
の

よ
う
な
…
郎
の
判
決
を
、
文
字
ど
お
り
索
複
に
読
み
取
り
、
そ
こ
に
何
ら
か
の

意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
、
緊
治
の
漆
想
像
と
し
て
「
一
問
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に

績
か
れ
た
「
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
ク
ニ
モ
サ
レ
ズ
」
ア
、
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ボ
！

ト
ヨ
バ
レ
」
る
よ
う
な
存
在
を
思
い
浮
か
べ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
賢
治
の

作
品
に
登
場
す
る
者
で
、
八
ば
か
で
あ
る
こ
と
が
え
ら
い
こ
と
で
あ
る
〉
よ
う

な
、
逆
転
す
る
価
伎
を
内
包
ず
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
「
デ
ク
ノ
ボ

i
い
し
か
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
賢
治
の
理
想
と
し
た

「
デ
ク
ノ
ボ
l
」
は
、
「
ヨ
ク
ミ
キ
キ
シ
ワ
カ
リ
ソ
シ
テ
ワ
ス
レ
ズ
」
と
い
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う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
賢
治
家
穏
に
お
け
る
山
男
像
を

引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
「
雨
－
一
モ
マ
ケ
ズ
い
に
お
け
る
〈
デ
ク
ノ
ボ

i
V
と
い
う
存
在
の
意
味
を
さ
ら
に
検
討
し
た
上
で
な
い
と
、
〈
ば
か
で
あ
る

こ
と
が
え
ら
い
こ
と
で
あ
る
〉
と
い
う
矛
盾
を
、
「
デ
ク
ノ
ボ
ウ
礼
賛
い
で
片

付
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
る
。

一
郎
の
判
決
に
関
す
る
別
の
説
と
し
て
は
、
佐
藤
通
雅
の
「
権
威
へ
の
批

判
・
価
値
装
地
中
の
逆
転
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ど
ん
ぐ
り
た
も
の
あ
ら
そ
い
に
つ

い
て
は
、
彼
ら
は
決
し
て
一
つ
の
側
健
法
準
の
も
と
に
俊
劣
を
競
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
基
準
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
生
じ

る
価
値
を
主
張
し
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
決
着
が
つ
か
な
い
の
だ
、
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
、
こ
の
ほ
切
合
の
「
価
値
蒸
準
の
逆
転
」
と

は
か
な
り
の
総
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
大
き
な
こ
と
」
に
対
し
て
は
「
小

さ
い
こ
と
」
、
「
ま
る
い
こ
と
」
に
対
し
て
は
「
し
か
く
い
こ
と
」
の
よ
う
に
完

全
な
逆
転
止
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
か
ら
、
別
役
実
の
よ
う
に
「
す
べ
て
の
価
値
を
あ
ら
か
じ
め
不
毛
の
も
の
と

す
る
い
と
い
っ
た
考
え
方
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。

も
し
、
佐
藤
の
一
一
員
う
よ
う
に
「
価
値
の
逆
転
」
が
見
事
に
行
わ
れ
た
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
開
け
て
く
る
ぽ
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ひ
と
つ
の
飾
伎
が
崩
壊
し
、
そ
の
山
脱
線
に
よ
っ
て
あ
ら
た
な
価
値
が
生

じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
た
な
畑
山
値
は
あ
ら
た
な
位
界
観
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ん
ぐ
り
た
ち
も
山
猫
も
、
一
郊
で
さ
え
も
、
こ
の
判
決
に
よ
っ

て
崩
壊
そ
し
て
隠
生
と
い
う
変
容
の
過
程
を
経
験
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
こ
で
締
儲
基
準
の
逆
転
が
行
れ
た
と
は
一
一
一
口
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
価
値
の
逆
転
」
説
に
対
し
て
、
価
値
の
存
在

自
体
を
不
毛
な
も
の
と
す
る
別
役
の
説
は
、
ま
っ
た
く
独
自
な
も
の
で
あ
っ
て

注
目
に
値
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
示
唆
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
別
役
の
論
摘
で
は
あ
る
が
、
不
満
止
を

感
じ
る
の
は
、
一
郎
と
山
猫
・
な
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
空
間
を
生
き
る
も
の
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
そ
こ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
「
お
か
し
な
は
が
き
い
が
来
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
「
山
ね
こ

拝
」
の
は
が
き
は
も
う
楽
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
終
わ
る
。
は
が
き
が
こ
の

作
品
役
界
を
開
く
鍵
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
山
猫
の
住
む
位

界
が
一
郎
の
伎
む
枇
界
に
接
触
を
求
め
て
き
て
、
は
じ
め
て
こ
の
物
語
が
成
立

し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
両
者
が
、
常
に
同
じ
安
聞
を
生
き
る
も
の
で

あ
る
か
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、
作
品
の
構
造
を
平
板
な
も
の
に
し
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
一
郎
の
世
界
と
山
繊
の
世
界
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
点
、
一
郊
に
少
年
と
し
て
の
純
粋
さ
を
見
出
す
忍
悶
や
二
上
の
と
ら
え

方
は
、
山
猫
に
招
か
れ
て
「
う
れ
し
く
て
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま
ぜ
ん
で
し
た
」

と
い
う
一
郎
の
立
場
を
と
ら
え
た
自
然
の
読
み
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

一
郎
の
純
粋
さ
と
袈
践
の
関
係
で
、
菊
池
や
佐
藤
通
雅
の
よ
う
に
、
山
猫
や
馬

車
別
当
に
世
俗
性
・
通
俗
糾
出
合
｝
見
出
す
と
ら
え
方
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
そ
れ
ら
と
は
逆
に
、
蕊
国
は
、
一
郎
の
役
界
を
「
俗
世
間
」
と
し
、

山
猫
の
世
界
を
そ
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
お
け
る
、
八
二
人
の
紳
士
H
部
会
〉
に
対
す
る

〈
山
猫
引
自
然
〉
、
と
い
っ
た
と
ら
え
方
の
系
列
に
岡
崎
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
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郎
に
「
没
」
を
見
出
す
た
な
か
の
考
え
も
、

で
は
、
こ
れ
と
共
通
し
て
い
る
。

一
郎
と
山
猫
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
対
立
す
る
読
み
が
あ
る
わ
け

だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
一
郎
の
世
界
と
山
猫
の
殴
界
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の

独
立
し
た
存
在
と
し
て
そ
の
特
質
な
ど
を
検
討
す
る
よ
り
、
尚
北
鳴
が
ど
の
よ
う

に
関
係
し
合
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
本
質
を

と
ら
え
て
い
っ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
忍
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
問
題

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
郎
が
裁
判
に
出
か
け
て
行
っ
た
道
の
り
、
す
な
わ

ち
八
遜
銘
〉
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

以
上
が
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
問
題
点
で
、
ま
と
め
る
と
次
の
二
点
に
な
る
。

一
郎
の
判
決
の
ゆ
片
山
山
内

一
郎
の
伎
む
世
界
と
山
仙
の
住
む
位
界

以
下
、
こ
の
二
つ
の
問
題
点
右
中
心
に
、
考
祭
を
進
め
て
い
き
た
い
。

一
郎
の
世
俗
伎
を
つ
い
て
い
る
点

「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猿
」
試
論

ー
、
一
郎
の
役
界
と
山
猫
の
世
界

日
常
性
の
中
に
瑛
れ
た
畿
内
空
間

か
ね
た
一
郎
の
暮
ら
し
は
、
「
ま
は
り
の
山
い
に
閉
ま
れ
た
村
塁
に
あ
る
。

少
し
行
け
ば
「
谷
川
に
沿
っ
た
こ
み
ち
」
に
出
ら
れ
る
ほ
ど
、
山
に
近
い
。
だ

か
ら
、
山
の
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
が
全
一
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
山
に
親
し
む
生
活
を
送
う
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
山
猫
か
ら
鼠
い
た
「
お
か
し
な
は
が
き
」
で
、
こ
れ
ほ

ど
簡
単
に
ひ
と
り
で
山
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
郎
に
と
っ
て
、

一、

山
は
、
つ
ま
り
山
の
自
然
は
、
恐
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

だ
が
、
一
郎
が
山
の
世
界
を
体
験
し
て
い
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

彼
は
、
ど
こ
に
山
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
何
が
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
識
と
し

て
は
知
っ
て
い
た
の
だ
が
、
実
擦
に
は
体
験
し
て
い
な
か
っ
た
。
山
猫
と
い
う

動
物
の
存
在
は
知
っ
て
い
て
、
「
に
ゃ
あ
と
し
た
顔
」
は
想
像
で
き
て
も
、
実

際
に
会
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

山
猫
か
ら
梁
惑
が
届
い
た
と
き
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
「
お
か
し
な
は
が
き
」

だ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
八
差
出
人
が
山
に
住
む
者
で
あ
っ
た
か
ら
V
で
あ
り

八
裁
判
へ
の
招
待
状
で
あ
っ
た
か
ら
〉
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
一
郎
の
日

常
性
は
崩
れ
て
く
る
。

日
常
性
の
象
徴
と
も
言
え
る
「
一
郎
の
う
ち
」
に
、
未
知
の
世
界
か
ら
招
待

状
が
届
い
た
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
一
郎
な
裁
判
と
い
う
、
ぎ
っ
て
み
れ
ば
大

人
に
と
っ
て
さ
え
全
く
厳
粛
な
行
為
の
場
へ
の
招
き
だ
っ
た
。

差
出
人
が
山
猫
だ
と
い
う
こ
と
も
、
め
ん
ど
う
な
裁
判
へ
の
招
待
と
い
う
こ

と
も
、
一
郎
に
と
っ
て
は
非
日
常
的
な
こ
と
だ
っ
た
に
迷
い
な
い
。
こ
の
よ
う

に
非
尽
活
性
が
現
れ
る
状
態
を
、
私
は
八
開
丹
空
間
〉
と
し
た
い
。

禁
惑
が
騒
い
た
瞬
間
か
ら
、
「
一
郎
の
う
ち
」
は
八
開
丹
空
路
〉
に
変
貌
し
た
。

こ
の
お
か
し
な
築
設
が
来
る
こ
と
自
体
、
非
臼
常
的
な
で
き
ご
と
で
あ
り
、

一
郎
は
そ
の
こ
と
で
「
う
ち
ぢ
ゅ
う
を
と
ん
だ
り
は
ね
た
り
し
ま
し
た
」
と
い

う
よ
う
に
、
非
日
常
を
生
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
ち
ら
側
の
臼
常

空
間
の
中
に
、
異
空
間
が
突
出
し
て
き
た
。
裁
判
と
い
う
向
こ
う
側
の
必
要
か

ら
開
丹
空
間
が
日
常
銭
関
の
中
に
H

狂
気
u
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

一
部
の
成
長
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一
郎
に
原
い
た
北
米
議
は
文
章
も
文
字
も
稚
拙
で
は
あ
っ
た
が
、
一
郎
を
一
人

前
の
大
人
と
し
て
扱
う
れ
っ
き
と
し
た
招
待
状
で
あ
っ
た
。
一
郎
は
、
そ
れ
に

応
じ
る
か
の
よ
う
に
、
業
惑
を
受
け
取
っ
て
す
ぐ
あ
と
は
「
は
が
き
な
そ
っ
と

学
校
の
か
ぱ
ん
に
し
ま
っ
て
、
う
ち
ぢ
ゅ
う
と
ん
だ
り
は
ね
た
り
」
す
る
よ
う

な
、
あ
る
い
は
「
お
そ
く
ま
で
ね
む
」
れ
な
い
よ
う
な
無
邪
気
な
惑
び
ょ
う
を

し
た
が
、
受
門
口
は
迷
っ
た
。
ま
る
で
一
晩
で
成
長
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に

そ
の
行
動
に
は
幼
さ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
無
駄
が
な
い
。

そ
し
て
、
一
郎
の
こ
と
ば
に
注
目
し
た
い
。
彼
は
「
菜
の
木
、
楽
の
木
、
や

ま
ね
こ
が
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
か
い
」
と
聞
く
。
そ
れ
に
対
し
て
粟
の
木
は

「
や
ま
ね
こ
な
ら
、
け
さ
は
や
く
、
馬
卒
で
ひ
が
し
の
方
へ
飛
ん
で
行
き
ま
し

た
よ
」
と
答
え
る
。
こ
と
ば
づ
か
い
の
点
で
、
一
郎
の
方
が
優
位
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
筒
ふ
き
の
沌
に
向
か
っ
て
は
「
お
い
お
い
、
館
ふ
き
」

と
呼
び
か
け
る
。

一
郎
に
と
っ
て
山
の
世
界
は
、
親
し
く
し
か
も
彼
が
優
位
で
い
ら
れ
る
世
界

だ
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
一
郎
の
こ
と
ば
づ
か
い
に
は
、
も
は
や

無
邪
気
な
子
ど
も
時
代
を
脱
し
た
、
彼
の
自
信
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
山
へ
の
道
の
り
で
、
一
郎
が
四
度
山
猫
の
こ
と
を
尋
ね
る
の
は
、
遂
を

知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か

G

彼
は
「
東
な
ら
ぼ
く
の
い
く

ガ
だ
ね
え
」
と
目
指
す
方
向
な
知
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
少
し
も
迷
う
こ
と

な
く
、
一
郎
の
た
め
に
間
用
意
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
「
あ
た
ら
し
い
ち
ひ
き

な
み
ち
」
に
進
ん
で
い
く
。
た
だ
、
ど
こ
で
山
泌
が
迎
え
て
く
れ
る
の
か
、
そ

の
こ
と
が
知
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
、
何
も
恐
れ
ず
、
す
べ
て
を
わ
き

ま
え
て
い
る
よ
う
な
自
信
に
支
え
ら
れ
て
進
ん
で
い
く
。

さ
て
、
一
郎
に
俄
わ
っ
た
分
別
は
、
馬
車
別
当
に
山
出
会
っ
た
と
き
の
応
対
の

し
か
た
に
も
表
わ
れ
る
。
り
す
や
き
の
こ
に
山
猫
の
こ
と
を
尋
ね
る
時
と
は
途

っ
て
、
敬
一
端
聞
を
使
い
、
相
手
の
反
応
を
見
て
社
交
辞
令
ま
で
使
っ
て
い
る
。
前

の
晩
に
「
う
ち
ぢ
ゅ
う
と
ん
だ
り
は
ね
た
り
」
し
た
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
成

長
ぶ
り
だ
。

師
向
車
別
当
に
対
し
て
社
交
辞
令
を
使
う
こ
と
を
、
子
ど
も
の
純
粋
さ
を
失
っ

て
、
大
人
の
ガ
使
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
と
取
れ
な
く
は
な
い
が
、
こ
こ
は
そ
う

で
は
な
く
、
相
手
の
気
持
ち
を
思
い
や
れ
る
ま
で
に
成
長
し
た
姿
で
あ
る
と
考

え
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
外
見
は
大
人
で
も
、
自
分
に
か
か
わ
る
業
譲
の
こ
と

だ
け
し
か
関
心
が
な
く
、
挨
拶
さ
え
き
ち
ん
と
で
き
な
い
よ
う
な
馬
車
別
当
に

対
し
て
、
子
ど
も
の
姿
な
の
に
相
手
を
気
巡
っ
て
お
世
辞
さ
え
一
一
一
一
一
同
う
よ
う
な
一

郎
と
の
対
比
が
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。
外
見
に
よ
る
大
人
と
子
ど
も
が
、
そ

の
中
身
に
お
い
て
は
逆
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
対
比
が
、
お
か
し
さ
を
呼
ぶ
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
間
向
車
別
当
が
愚
か
に
見
え
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
理
由

が
あ
る
か
ら
で
、
彼
は
幼
い
子
ど
も
の
よ
う
に
無
邪
気
な
心
を
持
っ
て
い
る
の

だ
。
無
邪
気
さ
は
愚
か
さ
と
は
迷
っ
て
、
そ
れ
を
見
る
も
の
を
不
快
に
は
し
な

い
。
一
郎
は
、
紹
待
さ
れ
た
間
関
空
間
で
、
一
人
前
す
な
わ
ち
由
同
点
し
た
人
間
と

し
て
の
体
験
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

官
吏
と
し
て
の
山
猫

一
部
が
山
猫
の
こ
と
会
等
ね
な
が
ら
山
に
向
か
っ
て
い
た
と
き
、
山
狐
は
忙

し
く
飛
び
回
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
郎
を
迎
え
に
出
た
た
め
で
も
裁
判
の
準

備
の
た
め
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ど
こ
か
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
東
へ
西
へ

溺
へ
と
掛
川
び
闘
っ
て
か
ら
、
馬
率
別
当
を
一
郊
の
迎
え
に
残
し
て
お
い
た
場
所
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に
「
一
決
一
っ
て
」
来
た
の
で
あ
る
。
山
猫
は
、
大
変
多
忙
な
の
に
違
い
な
い
。
そ

の
せ
わ
し
な
い
多
忙
な
様
子
か
ら
は
、
山
の
役
附
介
を
支
配
す
る
者
、
す
な
わ
ち

王
者
と
し
て
の
余
裕
と
威
厳
に
満
ち
た
風
貌
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
。

一
郎
の
前
に
現
れ
た
と
き
の
山
猫
か
ら
も
そ
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
第

一
、
お
辞
儀
の
し
か
た
が
「
び
ょ
こ
つ
と
」
で
、
「
い
や
、
こ
ん
に
ち
は
、
き

の
ふ
は
は
が
き
を
あ
り
が
た
う
」
と
挨
拶
す
る
…
郎
の
方
が
、
は
る
か
に
熔
揚

で
威
厳
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
山
猫
は
も
の
ぎ
い
こ
そ
段
数
だ

が
、
さ
っ
そ
く
用
件
に
と
り
か
か
る
な
ど
せ
わ
し
な
く
察
務
的
で
す
ら
あ
る
。

山
猫
に
余
絡
が
な
い
の
は
、
ど
ん
ぐ
り
の
裁
判
に
か
か
り
っ
き
り
に
な
っ
て

い
る
せ
い
で
は
な
い
よ
う
だ
。
な
ぜ
な
ら
裁
判
そ
の
も
の
は
、
ど
ん
ぐ
り
が
現

れ
て
か
ら
場
所
が
指
定
さ
れ
る
と
い
う
悠
長
さ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
「
そ
こ
の
と
こ
の
翠
を
刈
れ
」
と
い
う
こ
と
ま
で
指
図
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
山
猫
は
、
な
ん
と
雑
事
に
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
拠
切
で
あ
る
こ

と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
裁
判
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
と
き
、
山
猫
は
日
T
く
も
協
同
い

長
い
綴
子
の
、
法
衣
と
思
わ
れ
る
衣
装
を
つ
け
て
渡
っ
て
い
る
。
そ
の
手
附
酬
を

心
得
た
手
際
よ
さ
は
見
事
な
ほ
ど
だ
。

ま
た
、
山
猫
は
、
ど
ん
ぐ
り
た
ち
に
対
し
て
、
決
し
て
お
庄
約
な
態
度
で
せ

ま
る
支
配
者
で
は
な
い
。
ど
ん
ぐ
り
迷
に
「
い
い
加
減
に
な
か
な
ほ
り
・
な
し
た

ら
ど
う
だ
」
と
く
り
返
す
姿
は
、
判
決
を
下
す
権
威
あ
る
存
在
と
い
う
よ
り
も

な
ん
と
か
裁
判
を
遂
行
さ
せ
て
資
任
を
全
う
し
た
い
と
す
る
律
儀
な
役
人
と
い

っ
た
感
じ
が
潔
う
。
山
猫
は
、
こ
の
裁
判
刊
に
図
り
抜
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
独
断
で
適
当
に
決
若
を
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で
、
裁
判

を
遂
行
す
る
こ
と
が
｝
義
務
と
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

こ
の
裁
判
の
あ
り
方
か
ら
、
山
の
世
界
の
秩
序
は
、
山
猫
と
い
う
個
人
に
あ

る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
山
猫
に
は
、
「
注
文
の
多
い

料
理
店
」
の
山
猫
の
よ
う
な
、
恐
ろ
し
い
魔
力
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
山

奥
を
白
夜
に
飛
び
回
り
、
自
然
の
厳
し
い
提
の
も
と
に
生
き
る
野
生
も
感
じ
ら

れ
な
い
。
ま
し
て
、
一
郎
が
裁
判
の
お
礼
を
受
け
取
ら
な
い
と
「
じ
ん
か
く
に

か
か
は
」
る
と
考
え
た
り
す
る
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
は
、
律
儀
で
小
心
な
人
物
像

さ
え
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
山
猫
像
は
、
も
は
や
山
の
世
界
を
支
配
す
る

も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
山
の
世
界
の
管
理
を
仕
事
に
し
て
い
る

者
の
よ
う
に
尽
わ
れ
る
。
そ
こ
で
山
猫
は
管
支
、
あ
る
い
は
官
史
的
な
性
格
の

管
理
者
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
山
猫
を
官
事
〈
に
見
立
て
る
よ
う
に
、
山
猫
の
散
界

も
一
郊
の
住
む
世
界
と
同
じ
よ
う
な
秩
序
で
成
り
立
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

一
郎
に
と
っ
て
は
、
未
知
な
る
間
関
空
間
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
、
彼
に
と
っ

て
の
日
常
伎
と
同
じ
よ
う
な
臼
常
性
が
あ
っ
た
。
山
総
は
滑
稽
な
ほ
ど
人
間
く

さ
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
こ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
と
し
て
八
ず
れ
〉
と
い

う
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

読
者
は
、
普
通
、
山
に
住
む
山
狐
に
つ
い
て
は
、
務
停
で
野
生
的
で
横
暴
で

す
ら
あ
る
よ
う
な
山
の
支
配
者
を
思
い
描
き
、
一
郎
に
つ
い
て
は
、
純
粋
で
無

邪
気
で
賢
い
少
年
在
感
い
描
く
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
少
し

ず
つ
裏
切
ら
れ
る
。
山
務
は
宮
市
〈
の
よ
う
で
人
間
以
上
に
人
間
く
さ
く
、
一
万

一
郎
に
は
通
俗
的
な
に
お
い
を
感
じ
さ
せ
る
く
ら
い
、
役
慣
れ
た
大
人
の
風
絡

が
に
じ
ん
で
い
る
。
大
人
で
あ
る
馬
率
別
当
は
、
外
見
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
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ほ
ど
幼
児
性
が
強
い
。
つ
ま
り
、
一
郎
の
役
界
と
山
猟
の
倣
界
と
が
、
そ
れ
ぞ

れ
別
々
に
存
復
し
て
い
る
と
き
に
は
見
え
て
こ
な
い
も
の
が
、
河
点
唱
が
接
触
を

持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
の
世
界
を
照
射
し
あ
い
、
そ
れ
が
登
場
人
物
に
お

け
る
八
ず
れ
〉
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
そ
こ
に

こ
の
作
品
の
お
も
し
ら
さ
の
一
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
、
一
郎
の
判
決
の
窓
味

傍
観
者
と
し
て
の
一
郎

い
っ
た
い
ど
ん
ぐ
り
は
、
何
の
た
め
に
毎
年
こ
の
よ
う
な
裁
判
を
く
り
返
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
「
い
ち
ば
ん
え
ら
い
」
者
を
決
め
る
こ
と
に

ど
の
よ
う
な
怠
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

多
く
の
研
究
者
が
、
こ
の
ど
ん
ぐ
り
ぬ
削
刊
を
「
ど
ん
ぐ
り
の
せ
い
く
ら
べ
い

そ
の
も
の
で
あ
り
、
無
誌
な
認
味
の
な
い
争
い
で
あ
る
と
し
た
。
確
か
に
、
ど

ん
ぐ
り
ど
も
は
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
、
え
ら
さ
を
決
め
る
法
琳
午
、
す
な
わ
ち
ば
ら

ば
ら
な
締
悠
墓
地
中
を
主
援
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
比
絞
の
し
ょ
う
が
な

く
、
結
局
こ
の
争
い
は
決
議
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
果
て
し
の
な
い

争
い
が
予
知
制
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ど
ん
ぐ
り
ど
も

の
震
う
え
ら
さ
の
誕
明
は
、
形
の
大
き
さ
だ
っ
た
り
丸
さ
だ
っ
た
り
、
力
の
強

さ
だ
っ
た
り
し
て
、
い
わ
ゆ
る
倫
理
綴
に
支
え
ら
れ
た
え
ら
さ
の
価
値
か
ら
は

は
ず
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
作
者
は
、
多
く
の
研
究
者
が
ぎ
う
よ
う
に
、
ど
ん
ぐ
り
ど
も
の

争
う
姿
に
、
人
間
の
卑
小
さ
を
皮
肉
る
戯
溺
を
描
い
て
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
戯
爾
も
、
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
笠
場
人
物
で
あ
る
一
郎
も
、
読
者
と
同
じ
感
覚
で
こ
の
戯
画
を
眺

め
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
一
郎
は
こ
の
裁
判
が
ど
の
よ
う
に
結

獲
し
て
も
、
な
ん
ら
影
響
止
な
受
け
な
い
、
一
一
っ
て
み
れ
ば
ま
っ
た
く
然
災
任
に

裁
判
の
成
り
行
き
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
存
夜
だ
っ
た
。
だ
か
ら
傍
観
者
で

あ
る
一
郎
は
そ
の
余
裕
か
ら
、
争
う
ど
ん
ぐ
り
た
ち
を
、
愚
か
だ
が
無
邪
気
で

も
あ
る
存
在
と
し
て
免
た
だ
ろ
う
。
こ
の
裁
判
の
然
滋
味
さ
に
も
気
づ
い
た
は

ず
で
あ
る
。
も
は
や
一
郎
は
、
そ
の
場
の
縫
よ
り
も
俊
伎
な
立
場
に
立
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
が
考
え
た
こ
と
は
、
滋
か
な
点
唱
に
感
か
な
行
い
を
や
め
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
教
え
は
お
説

数
の
中
に
は
い
や
と
い
う
ほ
ど
あ
る
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
ま
さ
に
お
説
教
の
中
の
寓
話
そ
の
も
の
の
よ
う
に
、
一
郎
の
判
決

は
効
来
を
表
わ
し
た
。
一
郎
の
判
決
が
お
も
し
ろ
く
て
し
か
も
痛
快
な
の
は
、

逆
説
的
に
問
え
る
説
教
が
見
事
に
そ
の
効
き
目
を
表
わ
し
た
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
一
方
、
こ
の
判
決
に
ど
こ
と
な
く
不
満
が
残
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が

ど
ん
ぐ
り
た
ち
争
う
者
の
現
実
を
無
視
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ど
ん
ぐ
り
た
ち
の
争
い
は
、
た
と
え
第
三
者
に
は
滋
劣
な
も
の
に
見
え

よ
う
と
も
、
彼
ら
は
真
剣
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
彼
ら
な
h

ソ
の
リ
ア
リ
ニ
ア
ィ

i
が

あ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
一
郎
は
、
ど
ん
ぐ
り
た
ち
が
己
を
か
け
た
価
値
基

準
を
無
効
化
し
、
彼
ら
か
ら
令
い
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
滅
せ
し
め
た
。
つ
ま
り

一
郎
は
あ
た
か
も
説
教
者
の
よ
う
に
、
ど
ん
ぐ
り
や
山
猫
に
対
し
て
、
「
こ
の

こ
と
は
争
う
に
値
し
な
い
」
と
い
う
、
外
側
に
あ
る
価
値
を
お
し
つ
け
、
そ
の

こ
と
で
、
自
立
へ
の
怠
士
山
を
失
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
証
明

ど
ん
ぐ
り
た
ち
は
、
「
い
ち
ば
ん
え
ら
い
」
者
を
決
め
る
こ
と
で
争
い
な
が
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ら
、
そ
の
価
値
基
準
が
定
ま
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
価
値
を
認
め

て
も
ら
い
た
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
く
ち
ぐ
ち
に
自
分
の
価
値

を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
説
明
し
よ
う
と

す
る
懸
命
な
行
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
ど
ん
ぐ
り
た
ち
に
、
自
己
を
主
張
す
る
姿
を
見
る
か
比
較
を
求
め
る
姿

を
見
る
か
で
、
読
み
は
変
わ
っ
て
く
る
が
、
山
猫
の
「
い
い
加
減
な
か
な
ほ
り

を
し
た
ら
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
も
、
私
は
前
点
告
を
と
り
た
い
。

こ
こ
で
思
い
出
す
の
が
、
広
告
ち
ら
し
の
「
必
ず
比
絞
を
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
い
ま
の
学
童
た
ち
の
内
奥
か
ら
の
反
議
で
す
」
と
い
う
文
意
で
あ
る
。

こ
れ
を
番
い
た
作
者
の
怠
閣
か
ら
す
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の

研
究
者
た
ち
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
あ
た
か
も
館
館
を
逆
転
さ
せ
た
よ
う

な
一
郎
の
名
判
決
に
よ
っ
て
、
比
絞
す
る
こ
と
の
無
怠
味
さ
を
主
題
と
し
た
も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
比
絞
す
る
こ
と
を
頭
か
ら
夜
定
し
、
ど

ん
ぐ
り
た
ち
を
黙
ら
せ
た
一
郎
の
裁
断
は
痛
快
な
の
だ
ω

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
郎
の
「
そ
ん
な
ら
、
か
う
一
一
…
一
口
ひ
わ
た
し
た
ら
い

い
で
喰
う
。
こ
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
ば
か
で
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
、
ま
る
で
な

っ
て
ゐ
な
い
や
う
な
の
が
、
い
ち
ば
ん
え
ら
い
と
ね
。
ぼ
く
お
説
教
で
き
い
た

ん
で
す
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
判
事
の
裁
断
と
い
う
交
任
の
設
さ
在
感
じ
さ

せ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
れ
は
、
一
郎
が
幼
く
無
邪
気
だ
か
ら
と
い
う
だ
け

で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
一
郎
の
口
ぶ
り
が
そ
の
場
の
が
れ
の
思
い
つ
き
を
伝
わ

せ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
質
的
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
が
、
比
較
に
か
わ
る

新
し
い
存
在
託
邸
の
可
能
性
な
提
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。

確
か
に
ど
ん
ぐ
り
た
ち
の
自
己
主
張
の
争
い
は
怠
か
で
あ
り
、
不
毛
で
は
あ

っ
た
が
、
し
か
し
、
彼
ら
の
飾
依
観
を
頭
か
ら
否
定
し
た
り
、
彼
ら
の
主
張
と

の
か
か
わ
り
合
｝
ま
っ
た
く
持
た
な
い
価
値
基
準
を
外
か
ら
持
ち
込
ん
だ
り
し
て

解
決
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
方
、
二
郎
の
裁
断
は
、
比
較
に
よ
る
争
い
を
お
さ
め
、
そ
の
携
を
し
の
ぐ

こ
と
は
で
き
た
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
主
張
な
認
め
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
こ
に
生
ず
る
争
い
に
対
す
る
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
一
一
一
口

い
か
え
る
と
、
一
郎
の
山
総
へ
の
功
一
一
一
日
は
、
結
果
と
し
て
見
事
な
判
決
を
生
み

出
し
た
が
、
そ
れ
は
逆
の
意
味
で
十
抱
一
か
ら
げ
で
あ
り
、
一
人
一
人
の
自
己

主
張
を
生
か
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
広
告
ち
ら
し
の
文
句
が
あ

る
以
上
、
私
も
、
賢
治
の
創
作
の
意
図
は
、
競
争
社
会
の
愚
か
し
さ
に
対
す
る

批
判
に
あ
っ
た
に
遠
い
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
意
図
を
越
え
て
、
ど
ん

ぐ
り
裁
判
は
、
問
題
の
根
本
的
解
決
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
緊
治
自
身
直

観
的
に
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
差
別
に
つ
な
が
る
比

絞
を
γ

〈
同
定
し
た
時
、
は
げ
し
く
自
己
を
主
張
し
あ
っ
て
い
た
ど
ん
ぐ
り
た
ち

は
、
「
し
い
ん
と
し
て
堅
ま
っ
て
」
た
だ
の
ど
ん
ぐ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
一
郊
の
裁
析
は
、
培
法
別
の
争
い
を
解
決
し
た
が
、
同
時
に
、
個
の
自

立
を
も
夜
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

裁
判
の
後
、
一
郎
を
山
紛
の
配
下
に
霞
く
よ
う
な
「
明
日
出
頭
す
べ
し
」
と

い
う
架
設
の
文
句
に
、
一
郎
は
「
そ
い
つ
だ
け
は
や
め
た
方
が
い
い
で
せ
う
」

と
言
っ
て
、
否
定
の
怒
志
を
一
亦
す
。
山
刊
仰
に
従
属
す
る
こ
と
な
断
っ
た
の
だ
。

そ
の
く
せ
、
自
分
が
自
己
主
張
な
奪
っ
た
ど
ん
ぐ
り
を
、
そ
れ
が
黄
金
だ
か
ら

と
い
う
こ
と
で
お
礼
に
も
ら
っ
て
帰
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
ど
ん
ぐ
り

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
一
郎
の
矛
盾
は
、
彼
か
ら
呉
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空
間
に
遊
ぶ
資
絡
を
自
ら
失
わ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
そ
れ
か
ら
あ
と
、

山
ね
こ
拝
と
い
ふ
は
が
き
は
、
も
う
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
の
は
、
も
は

や
異
空
間
の
側
で
一
郎
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
ど
ん
ぐ
り
た
ち
が
し

い
ん
と
竪
ま
り
、
た
だ
の
ど
ん
ぐ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
、
一
郎
は
も
う
必

裂
で
は
な
か
っ
た
。
「
山
ね
こ
採
」
の
築
警
が
釆
な
い
と
い
う
こ
と
の
さ
び
し

さ
は
、
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
の
世
界
に
と
っ
て
、
結
局
一
郎
は
他
者
で
し
か
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
先
行
研
究
開
問
録
V

菊
池
碗
輝
ほ
か
「
陵
談
会
『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
の
研
究
」

（
内
農
民
芸
術
』
四
号
・
農
民
芸
術
社
・
一
九
四
七
・
九
〉

佐
藤
勝
治
「
吋
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
に
つ
い
て
」

（
吋
農
民
芸
術
』
七
号
・
農
民
芸
術
社
・
一
九
四
八
・
八
〉

小
沢
俊
郎
「
な
ぜ
一
郎
は
ど
ん
ぐ
り
を
貰
っ
た
の
だ
ろ
う
」

ハ
『
昭
次
元
』
五
巻
八
号
・
宮
沢
賢
治
友
の
会
・
一
九
五
一
一
一
・
八
）

阿
本
良
線
「
吋
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
鑑
賞
」

（
司
文
学
教
育
基
礎
諮
度
』
明
治
図
議
・
一
九
五
七
・
一

O
〉

た
な
か
た
つ
ひ
こ
弓
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
雑
感
」

（
吋
四
次
元
』
十
巻
九
且
了
宮
沢
賢
治
友
の
会
・
一
九
五
八
・
九
〉

佐
藤
栄
ニ
ヨ
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『
緊
治
研
究
』

9
・
宮
沢
賢
治
研
究
会
・
一
九
七
一
・
一
二
〉

鵜
生
美
子
「
ど
ん
ぐ
り
裁
判
に
み
る
宗
教
的
倫
理
観
と
は
」

Q
児
童
一
文
学
評
論
』
六
・
大
阪
新
児
童
文
学
会
・
一
九
七
三
・
一
一
一
〉

1 2 3 4 5 6 7 

蕊
伺
努
「
吋
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
b

ノ
l
ト」

Q
賢
治
研
究
』

μ
・
宮
沢
賢
治
研
究
会
・
一
九
七
一
一
一
・
八
）

恩
凶
逸
失
「
賢
治
笈
話
『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
試
論
」

（
吋
明
治
薬
科
大
学
研
究
紀
要
』
第
七
号
・
一
九
七
七
・
九
〉

高
間
努
「
吋
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
孫
々
し
考
」

〈
『
賢
治
研
究

b
n
・
宮
、
沢
賢
治
研
究
会
・
一
九
七
九
・
六
〉

佐
藤
通
雑
「
注
文
の
多
い
料
理
店
・
…
ニ
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
」

〈
内
宮
沢
賢
治
の
文
学
世
界
』
泰
流
社
・
一
九
七
九
・
一
一
）

別
役
出
火
「
賢
治
を
読
む
円
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
」

（
円
宮
沢
賢
治
必
携
・
佐
藤
泰
正
相
官
学
燈
社
・
一
九
八
一
・
…
一
一
）

日
九
大
熊
徹
「
『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
研
究
」

（
『
文
学
と
教
育
』

4
・
文
学
と
教
育
の
会
・
一
九
八
二
・
二
一
）

二
上
洋
一
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
①
②

〈
『
極
光
』
極
光
の
会
・
一
九
八
一
一
一
・
一
…
〉

武
出
政
弘
美
子
司
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
に
つ
い
て
」

〈
『
賢
治
研
究
』

U
・
宮
沢
賢
治
研
究
会
・
一
九
八
五
・
一
一
〉

谷
川
股
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
考
」

（
司
賢
治
初
刻
家
話
考
』
潮
出
版
社
・
一
九
八
五
・
一

O
〉

鹿
倉
れ
い
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
総
」

ハ
明
日
文
協
国
語
教
育
』

2
・
日
文
協
・
一
九
八
六
・
八
〉

米
宙
科
昭
「
吋
山
ね
こ
拝
』
の
読
み
」

（
円
日
本
文
学
』
日
本
文
学
協
会
・
一
九
八
六
・
…

0
〉

（
う
し
や
ま
・
め
ぐ
み
横
浜
市
立
も
え
ぎ
野
中
学
校
〉
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