
事

い
。
た
だ
そ
の
中

κあ
っ
て
、
わ
ず
か
十
年
の
作
家
生
活
を
、
あ
く

ま
ぜ
も
成
実
E
b岡
陸
自
に
生
き
依
い
た
島
木
健
作
の
安
は
、
確
か
に

虎

論

（
そ
の
一
）

狩
L 

ー
作
品
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て

l

中
島
敦
の
作
品
「
虎
狩
」
は
、
雑
誌
「
中
央
公
論
」
の
昭
和
九
年

一
月
号
〈
第
四
十
九
年
第
一
号
）

K
お
け
る
新
人
発
掘
の
呼
び
か
け
、

す
な
わ
ち
「
論
文
・
中
間
物
・
創
作
」
の
原
稿
募
集
に
応
じ
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
募
集
は
、
中
央
公
論
社
と
し
て
も
か

な
り
の
力
を
注
い
だ
ら
し
く
、
社
長
で
あ
っ
た
嶋
中
雄
作
の
「
宣
一
宮
己

も
付
載
き
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
「
新
人
出
で
よ
、
新
人
出
で
よ
、

今
ぞ
新
人
輩
出
の
秋
で
あ
る
。
」
と
の
言
葉
が
み
ら
れ
、
応
募
者
の

意
気
を
そ
そ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
原
稿
締
切
は
四
月
三
十
日
、
枚
数

は
四
百
字
詰
百
枚
以
内
。
そ
の
結
果
は
、
昭
和
九
年
七
月
、
「
中
央

公
論
」
臨
時
増
刊
・
新
人
号
（
第
四
十
九
年
第
八
号
〉
に
お
い
て
、

「
創
作
」
の
応
募
総
数
一
四
五
八
篇
と
い
う
多
数
の
う
ち
か
ら
四
篇

が
当
選
作
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
断
然
他
を
抜
」
い
て

い
る
と
評
さ
れ
た
島
木
健
作
「
盲
目
」
、
丹
羽
文
雄
「
費
肉
」
の
二

篤
と
、
「
兎
に
角
色
々
な
条
件
を
具
備
し
て
ゐ
る
」
と
こ
ろ
の
平
川

虎
臣
「
生
き
甲
斐
の
問
題
」
、
石
川
鈴
子
「
無
風
帯
」
の
四
篇
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
中
央
公
論
」
同
号
に
掲
載
さ
れ
た
が
、

木

村

信

そ
の
他
に
選
外
佳
作
と
し
て
十
篇
の
作
品
名
と
作
者
名
と
を
付
記
し

て
い
る
。
中
島
の
「
虎
狩
」
は
そ
の
第
八
番
目

K
記
さ
れ
た
作
品
で

あ
っ
た
。

中
島
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
昭
和
九
年
七
月
十
七
日
付
、
氷
上
英
広

宛
葉
書
に
お
い
て
、
「
虎
狩
、
叉
し
て
も
だ
め
な
り
。
但
し
何
と
か

佳
作
と
称
す
る
と
こ
ろ
に
は
ひ
っ
て
い
る
。
な
ま
じ
っ
か
、
そ
ん
な

と
こ
ろ

K
出
な
い
方
が
よ
か
っ
た
の
に
。
す
こ
し
い
や
に
な
る
。
」

と
自
分
の
心
情
を
洩
ら
し
て
い
る
。
右
の
言
葉
の
う
ち
、
「
文
し
て

も
だ
め
な
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
或
い
は
中
島
は
こ
れ
以
前
K

も
何
ら
か
の
原
稿
募
集
に
応
じ
て
い
た
か
と
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
虎
狩
、
叉
し
て
も
」
と
い
う
こ
と
ば
を
素
直
に
受
け
と
れ
ば
、
他

の
機
会
に
「
虎
狩
」
を
投
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
遷

K
漏
れ
た
と

の
意
に
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
「
中
央
公
論
」
に
投
稿
し
た
「
虎

狩
」
は
、
最
初
に
投
じ
た
原
稿
を
改
稿
・
手
直
し
し
た
可
能
性
も
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
文
し
て
も
」
の
み

K
力
点
を
お
い
た

言
葉
と
受
け
と
れ
ば
、
「
虎
狩
」
以
外
の
作
品
を
他
の
原
稿
募
集
に

応
じ
、
落
選
し
た
と
の
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
、
現

在
残
さ
れ
て
い
る
全
集
収
録
の
作
品
を
み
る
限
り
、
「
昭
和
七
年
の

-39ー



頃
」
「
一
つ
の
私
記
と
し
て
書
か
れ
た
」
と
い
う
「
斗
南
先
生
」
を

挙
げ
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
昭
和
八
年
に
お
け
る
文

芸
雑
誌
の
原
稿
募
集
の
呼
び
か
け
は
、
「
新
潮
」
「
中
央
公
論
」
な

ど
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
事
実
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
「
虎
狩
」
の
よ
う
に
選
外
佳
作
で
あ
る
に
せ
よ
明

瞭
に
活
字
と
な
っ
て
投
稿
の
結
果
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の
以
外
は
、

推
測
の
域
を
出
な
い
と
す
る
の
が
穏
当
な
と
ζ

ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
推
測
は
、
第
一
高
等
学
校
時
代
、
校

友
会
雑
誌
に
六
篇
ほ
ど
の
習
作
を
発
表
し
て
以
来
、
し
ば
ら
く
ま
と

ま
っ
た
創
作
を
公
の
場
所
に
表
わ
す
こ
と
を
試
み
な
か
っ
た
中
島
が

昭
和
七
・
八
年
頃
か
ら
意
欲
的
と
も
言
え
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
り
始

め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
て
、
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
昭
和
七
年
十
一
月
、
卒
業
論
文
「
耽
美
派
の
研
究
」
四
百
二
十

枚
を
脱
稿
し
、
翌
八
年
三
月
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
中
島
は

大
学
院
に
進
む
と
共
に
高
等
女
学
校
の
教
諭
と
な
り
、
実
質
上
妻
子

を
か
か
え
て
の
社
会
人
と
し
て
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
で
は
、
そ
の
「
虎
狩
」
と
は
い
か
な
る
作
品
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
前
後
か
ら
、
か
ね
て
か
ら
の
願
い
と
し
て
の
作
家
志
望
の
実
践
を
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
つ
の
把
え
方
が
な
さ
れ
て

も
ス
タ
ー
ト
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
中
島
が
懸
賞
募
集
と
き
て
い
る
。
一
つ
は
、
瀬
沼
茂
樹
氏
の
「
自
己
の
存
在
を
ふ
く
め
て

い
う
形
に
応
じ
、
「
な
ま
じ
っ
か
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
出
な
い
方
が
人
間
存
在
の
得
体
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
を
暗
示
し
、
作
者
の
志
向
を
早

よ
か
っ
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
自
侍
を
持
ち
つ
つ
、
習
作
以
来
の
創
作
く
も
し
め
し
た
も
の
」
と
い
う
指
摘

K
始
ま
る
存
在
論
的
な
見
方
で

活
動
を
再
び
開
始
し
た
と
い
う
点
を
見
の
が
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
。
続
い
て
佐
々
木
充
氏
は
、
「
お
の
れ

K
対
立
す
る
不
気
味
な

そ
し
て
、
最
も
注
意
さ
る
べ
き
と
と
は
こ
の
時
に
中
島
の
選
び
と
っ
外
界
と
い
う
も
の
の
、
確
実
な
存
在
性
」
を
暗
示
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

た
、
或
い
は
獲
得
し
た
創
作
方
法
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
試
み
は
、
を
中
島
が
作
品
の
末
尾
に
配
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
こ
に
作
品
の
眼
目

「
斗
南
先
生
」
に
お
い
て
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
端
的
に
言
を
見
て
と
っ
て
い
る
。
文
、
や
や
視
点
は
異
な
る
が
、
浜
川
勝
彦
氏

え
ば
、
そ
れ
は
他
者
と
自
己
と
の
類
縁
・
共
通
性
を
探
る
こ
之
に
よ
ー
ー
は
1

ー：中
F

島
の
「
初
期
ト
甑
u

総
挟
算
ト
符
誌
記
b
f
j
A
h妊
九

？”持一軒

zt浅い
h
d
u

完
全
長
許
認

PHwFEE－
安
部
室
裕
子
宮
内
か
ま
一
品

J

務

室

ぎ

Low
－：

J
；
議
室
轟
軍
事
饗
基
盤
灘
襲
撃
轟
襲
撃
華
麗
翠
轟
彊
畢
量
覇
軍
曹
轟
轟
霊
童
聾
聾
曹
覇
軍
聾
審
議
書
轟
事
費
量

の
関
心
と
、
白
己
刊
の
回
帰
、
凝
視
と
い
う
相
反
し
た
内
容
と
姿
勢
胎
か
れ
た
も
わ
と
考
え
、
乍
同
問
。
テ
ー
マ
ま
「
当
支
皇
女
一
つ
時
限
E

っ
て
、
自
分
と
は
何
か
を
思
索
し
、
自
ら
の
生
き
る
方
向
を
把
握
し

よ
う
と
す
る
主
人
公
像
の
造
型
な
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
素
材

を
中
国
古
典
に
得
た
作
品
、
た
と
え
ば
「
山
月
記
」
や
「
弟
子
」

「
李
陵
」
に
至
る
ま
で
踏
襲
さ
れ
、
中
島
文
学
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン

と
な
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
後
期
の
作
品
に
お
い
て

は
、
そ
の
素
材
の
活
用
に
始
ま
り
、
表
現
力
、
人
物
造
型
な
ど
す
べ

て
の
点
に
芸
術
的
完
成
度
の
高
き
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
原
初
的
方

法
を
「
斗
南
先
生
」

K
得
た
中
島
は
、
「
虎
狩
」

K
お
い
て
も
同
様

K
用
い
て
い
る
。
し
か
も
、
筆
の
進
め
方
は
あ
る
種
の
余
裕
を
持
っ

て
、
語
り
の
巧
み
さ
を
も
伴
い
、
読
者
の
興
味
を
そ
そ
り
つ
つ
物
語

を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
「
斗
南
先
生
」
の
よ
う
な
「
私
記
」
と
し
て

で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
「
創
作
」
を
目
指
し
た
中
島
文
学
の
出
発

の
時
期
が
こ
こ
に
お
と
ず
れ
た
と
一
一
一
白
え
る
で
あ
ろ
う
。
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一
刻
再
引
斗
己
収
金

L
T
R
ノ
カ
ヵ
’
t
t
F
a
σ
，
て
主
主
力
指
町
配
M

M
れ
言

え
ば
、
そ
れ
は
他
者
と
自
己
と
の
類
縁
・
共
通
性
を
探
る
こ
と
に
よ

の
関
心
と
、
自
己
へ
の
回
帰
、
凝
視
と
い
う
相
反
し
た
内
容
と
姿
勢

と
の
、
危
い
均
衡
の
上
に
成
り
立
っ
た
」
作
品
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
自
己
の
存
在
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
作
品
の
テ

ー
マ
と
し
て
い
る
と
の
把
握
に
対
し
て
、
い
ま
一
つ
の
理
解
と
し
て
‘

鷺
只
雄
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
「
享
楽
主
義
者
の
心
性
」
が
こ
の
作

品
K
は
語
ら
れ
て
お
り
、
「
『
生
の
不
思
議
』
あ
る
い
は
『
奇
怪
に

し
て
魅
力
に
富
め
る
人
生
』
こ
そ
主
題
で
あ
る
」
と
の
見
解
も
見
の

が
し
え
な
い
。

一
方
、
こ
の
作
品
の
評
価

K
関
し
て
は
、
「
文
章
こ
そ
年
令

K
比

し
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
後
年
の
完
成
度
か
ら
い
え
ば
遠
く
及
ば
ず
、

器
用
に
ま
と
め
た
感
じ
が
す
る
」
と
の
発
言
か
ら
、
「
単
に
幼
時
の

虎
狩
の
体
験
を
語
っ
た
物
語
と
印
象
さ
れ
て
し
ま
う
欠
陥
が
あ
り
」
、

「
『
北
方
行
』
の
よ
う
な
逗
し
い
未
完
の
作
で
は
な
く
、
か
弱
く
線

の
細
い
完
成
品
」
で
あ
る
と
の
評
言
ま
で
、
作
品
の
出
来
栄
え
と

い
う
観
点
か
ら
は
や
や
否
定
的
に
把
え
る
傾
向
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

い
ず
れ
も
「
自
我
追
求
」
の
物
語
と
し
て
読
み
と
る
論
者
の
意
見

で
あ
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
後
期
作
品
群
で
は

「
己
れ
と
は
何
か
」
と
の
命
題
を
史
料
・
文
献
中
の
人
物
に
託
し
、

見
事
な
作
品
世
界
を
繰
り
広
げ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
「
虎
狩
」
は

そ
の
発
想
、
意
図
こ
そ
後
期
作
口
聞
に
買
な
る
も
の
を
有
し
て
は
い
る

が
形
象
性
に
之
し
い
と
の
謂
な
の
で
あ
ろ
う
。
確
か

K
こ
う
し
た
評

言
は
、
的
を
得
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
も
う
少
し
積
極
的

な
評
価
を
付
与
し
た
い
と
思
う
。
以
下
の
作
品
構
造
の
分
析
を
進
め

る
中
で
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
が
、
私
の
立
場
は
、
こ
の
作
品
が

「
斗
南
先
生
」
と
同
儀
の
、
前
述
し
た
よ
う
な
方
法
意
識
の
も
と
に

を
日
月
て
と
r
，て

L
毛
4

ヌ
可
キ
キ
告
制
点
は
異
な
る
か
‘
源
川
勝
彦
氏

は
、
中
島
の
「
初
期
作
品
群
の
総
決
算
」
で
あ
る
と
し
、
「
社
会
へ

描
か
れ
た
も
の
と
考
え
、
作
品
の
テ
l

マ
は
「
自
我
追
求
」
の
線
K

沿
っ
て
在
る
と
見
た
い
。
従
っ
て
、
「
あ
る
明
る
さ
、
は
ず
ん
だ
ひ

び
き
」
が
随
所
に
散
見
す
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
が
、
「
虎
狩
」
と

い
う
作
品
は
「
明
る
さ
・
軽
妙
さ
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
」
（
傍
点
・

木
村
）
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
、
作
品
は
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
の
も
の
を
語
る
こ
と
に
中

心
を
置
く
も
の
で
は
な
く
、
最
後
の
第
七
章

K
中
心
点
が
あ
り
、
各

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
終
章
を
導
き
出
す
た
め
の
序
章
的
、
あ
る
い
は
き
わ

だ
た
せ
る
た
め
の
背
景
的
役
割
を
捻
っ
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
作
品
は
「
重
層
的
」
な
構
成
を
配
し
て
い
て
、
各
章

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
最
終
章
に
お
け
る
テ
l

マ
提
示
の
も
と

K
収
品
賦
し

て
い
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
各
章
、
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
血
脈
が
通

わ
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
の
ち
の
「
弟
子
」
に
お
い
て
使
用
さ
れ

た
構
成
に
似
通
っ
た
手
法
を
用
い
て
い
る
と
考
え
た
い
。
ま
た
、
作

品
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
テ
i

マ
の
形
象
性

K
不

備
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
何
よ
り
も
作
者
の
こ
の
作
品
に
盛

り
こ
も
う
と
し
た
テ
l

マ
の
持
つ
意
味
と
、
中
島
に
お
け
る
「
虎
狩
」

と
い
う
作
品
の
果
し
た
役
割
と
も
考
え
あ
わ
せ
て
価
値
を
見
出
し
た
い

と
思
う
。
「
斗
南
先
生
」
以
上
に
、
「
自
己
発
見
の
劇
」
と
し
て
の

要
素
は
強
く
、
の
ち
に
「
光
と
風
と
夢
」
で
語
ら
れ
た
「
此
の
上
な

く
魅
力
K
富
ん
だ
怪
奇
な
物
語
の
構
成
」
と
「
巧
み
な
話
法
」
と
の

い
ち
早
い
試
み
も
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
応
の

白
論
見
を
立
て
た
上
で
、
以
下
、
具
体
的
に
作
品
の
構
造
分
析
に
入

っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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作
品
は
次
の
よ
う
な
調
子
で
始
ま
る
。

私
は
虎
狩
の
話
を
し
よ
う
と
思
う
。
虎
狩
と
い
っ
て
も
タ
ラ
ス

コ
ン
の
英
雄
タ
ル
タ
ラ
ン
氏
の
獅
子
狩
の
や
う
な
ふ
ざ
け
た
も

の
で
は
な
い
。
正
真
正
銘
の
虎
狩
だ
。
場
所
は
朝
鮮
の
、
し
か

も
京
城
か
ら
二
十
里
位
し
か
隔
っ
て
ゐ
な
い
山
の
中
、
と
い
ふ

と
、
今
時
そ
ん
な
所

K
虎
が
出
て
堪
る
も
の
か
と
云
っ
て
笑
は

れ
き
う
だ
が
、
何
し
ろ
今
か
ら
二
十
年
程
前
迄
は
、
京
城
と
い

っ
て
も
、
そ
の
近
郊
東
小
門
外
の
平
山
牧
場
の
牛
や
馬
が
よ
く

夜
中
に
さ
ら
は
れ
て
行
っ
た
も
の
だ
。

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
語
り
口
は
確
か
に
「
軽
妙
さ
」
に

溢
れ
て
い
て
、
作
品
に
「
明
る
さ
、
は
ず
ん
だ
ひ
び
き
」
を
与
え
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
に
続
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
「
稚
気
満
々
た
る
お
伽
話
」
の
雰
囲
気
を
た
た
え
た
も
の
で
も

あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
虎
狩
」
と
い
う
表
題
の
か

も
し
出
す
冒
険
語
的
イ
メ
ー
ジ
や
、
又
軽
快
な
文
体
、
内
容
を
持
っ

た
作
品
の
す
べ
り
出
し
と
い
っ
た
も
の
が
、
最
結
部
ま
で
一
貫
し
て

流
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
よ
う

K
思
わ
れ

る
。
作
者
は
巧
妙
な
手
法
を
駆
使
し
て
作
品
を
展
開
し
て
い
く
の
で

あ
り
、
こ
の
冒
頭
部
の
一
見
軽
や
か
な
口
調
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
読
者
の
好
奇
心
を
煽
り
立
て
る
如
く

K
物
語
を
進
め
て

い
き
、
最
後
に
至
っ
て
自
ら
の
想
定
し
た
テ
l

マ
の
在
り
所
へ
と
深

く
導
く
。
そ
の
テ
l

マ
の
序
曲
的
役
割
り
を
、
第
二
章
が
早
く
も
示

J
C
、ー

ινD
釘

p
’
〆
毎
早
中
小
、
；

き
て
、
虎
狩
の
話
の
前
に
、
一
人
の
友
達
の
こ
と
を
話
し
て
置

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
友
達
の
名
は
趨
大
換
と
い
っ
た
。
名
前

で
八
万
る
と
ほ
り
、
彼
は
半
島
人
だ
っ
た
。

と
始
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
い
か
に
も
興
味
深
げ
に
記
さ
れ
た

「
虎
狩
」
の
話
は
、
こ
こ
で
一
旦
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

よ
り
も
、
「
一
人
の
友
達
」
「
超
大
換
」
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
友
達
」
を
め
ぐ
っ
て
の
話
は
、
実

K

第
五
章
ま
で
続
き
、
第
六
章
に
至
っ
て
や
っ
と
そ
の
友
人
と
共
に
経

験
し
た
「
虎
狩
」
の
て
ん
ま
つ
を
叙
述
す
る
。
全
七
章
の
う
ち
、
純

粋
に
タ
イ
ト
ル
に
相
応
し
い
「
虎
狩
」
と
い
う
事
件
を
扱
っ
た
の
は

僅
か
一
つ
の
章
の
み
で
あ
り
、
あ
と
は
「
越
大
換
の
話
」
と
で
も
言

え
そ
う
な
挿
話
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
最
終
章
こ
そ
、
そ

の
「
誼
大
換
の
話
」
を
最
も
盛
り
あ
げ
る
と
共

K
、
作
者
の
こ
の
作

品
を
書
こ
う
と
す
る
必
然
を
も
感
じ
さ
せ
、
作
品
す
べ
て
の
い
わ
ば

お
ち
と
言
え
る
構
成
を
配
し
て
主
題
を
強
く
提
示
し
て
い
る
部
分
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
中
に
お
け
る
虎
狩
の
い
き
き
つ
が
、
読
み
手
の

興
味
を
つ
な
ぐ
一
つ
の
狂
言
回
し
的
役
割
り
を
果
た
し
、
そ
の
実
、

「
私
」
の
友
人
「
粗
大
換
」
に
つ
い
て
話
す
こ
と
を
作
者
は
意
図
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
根
拠
と
し
て
上
述
し
た
よ
う
な

作
品
構
成
以
外
に
、
第
七
章
に
お
け
る
次
の
表
現
も
見
落
す
と
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

：
・
十
五
六
年
、
ま
る
で
彼
と
は
逢
は
な
い
の
だ
。
い
や
、
そ

う
云
ふ
と
嘘
に
な
る
。
実
は
私
は
彼
に
逢
っ
た
の
だ
。
し
か
も

宮
北
れ
ー
常
盤
咋

r

粧
ま
ド
事
」
、
も
京
動
傾

-42 
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く
導
く
。
そ
の
テ
l

マ
の
序
曲
的
役
割
り
を
、
第
二
章
が
早
く
も
一
不

み
え
い
る
l
t宮
市
ニ
察
官
、

話
を
始
め
る
気
に
な
っ
た
の
だ
が
、
併
し
、
そ
の
逢
ひ
方
と
い

ふ
の
が
頗
る
奇
妙
な
も
の
で
、
果
し
て
、
逢
っ
た
と
い
へ
る
か
、
、

ど
う
か
。
（
傍
点
・
木
村
〉

こ
の
よ
う
な
叙
述
に
続
い
て
、
そ
の
「
越
大
検
」
と
の
「
奇
妙
」
な

再
会
の
「
次
第
」
を
作
者
は
語
っ
て
い
く
。
従
っ
て
、
時
間
的
に
は

第
一
章
の
冒
頭
「
私
は
虎
狩
の
話
を
し
よ
う
と
思
ふ
」
と
い
う
文
章

の
書
か
れ
る
前
K
、
第
七
章
K
お
け
る
「
私
」
と
「
誼
」
と
の
「
十

五
六
年
」
ぶ
り
の
出
会
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
話
を

始
め
る
動
因
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
趨
」
と
の
再
会

に
よ
っ
て
「
私
」
は
何
を
感
じ
、
何
を
得
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
れ
が
い
か
よ
う
に
作
用
し
て
「
私
」

K
「
虎
狩
」
の
話
を

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
一
篇
の
テ

l
マ
に
か
か
わ
る
問
題
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
順
序
と
し
て
、
作
品
の
章
立
て
に
従

い
、
「
私
」
と
「
趨
」
と
の
最
初
の
出
会
い
か
ら
「
趨
」
が
突
然
、

「
姿
を
消
し
て
了
」
う
ま
で
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ

う
。
「
趨
」
は
、
「
割

K
背
の
高
い
、
庫
せ
た
、
限
の
細
い
、
小
鼻

の
張
っ
た
」
少
年
で
あ
り
、
「
半
島
人
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
日
本
語
が
非
常
K
巧
み
」
で
、
小
説
好
き
で
あ
っ
た
か
ら
「
江
戸

前
の
言
葉
」
さ
え
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
彼
の
お
母
さ
ん
」
は
、

何
か
の
事
情
が
あ
る
ら
し
く
、
親
し
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
私
」
は

一
度
も
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
誼
」
と
「
私
」
と

が
知
り
あ
い
に
な
っ
た
の
は
、
「
私
」
が
内
地
か
ら
龍
山
の
小
学
校

に
転
校
し
て
き
て
、
新
し
い
級
友
と
は
異
る
発
音
で
文
章
を
読
み
、

そ
の
恥
ず
か
し
き
を
ま
ぎ
ら
わ
す
行
為
を
「
趨
」

K
よ
っ
て
榔
婦
さ

う
一
玄
ふ
と
嘘
に
な
る
。
実
は
私
は
彼
に
逢
っ
た
の
だ

4

し
カ
ベ

そ
れ
が
つ
い
此
の
間
の
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
も
こ
ん
な

快

u
F
I
Lた
お
も
が
酌
民
主
主
義

hpr必較ぷ－
F
V熱
意
ゃ
ー
を
禁
容
や
暮

れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
二
人
は
取
っ
組
み
合
い
の

喧
嘩
を
す
る
が
、
「
明
笑
に
充
ち
た
笑
ひ
」
を
見
せ
た
「
趨
」
は
、

意
外

K
も
、
「
弱
虫
」
で
「
喧
嘩
を
し
て
勝
っ
た
た
め
し
」
の
な
い

「
私
」
に
苦
も
な
く
組
敷
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
自
尊
心
が
強

く
、
そ
れ
ゆ
え
他
の
者
に
皮
肉
の
刃
を
向
け
ざ
る
を
え
ほ
い
「
趨
」

は
、
喧
嘩
と
い
う
肉
体
的
な
次
元
で
は
全
く
無
力
で
あ
る
こ
と
を
さ

ら
け
だ
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
．
こ
の
性
向
は
「
趨
」
の
み
な
ら
ず

実
は
「
私
」
に
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
。
す
で
に
、
鷺
只
雄
氏
は
、

－
こ
の
小
説
は
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
視
点
か
ら
越
が
描

か
れ
る
の
み
で
、
「
私
」
な
る
人
物
の
性
格
・
心
性
は
あ
ま
り

明
瞭
な
輪
郭
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
多
く
越
を
語
る
こ
と
が
同
時
に
「
私
」
を
語
る
こ
と

K
も

な
る
と
い
う
陰
微
な
か
た
ち
故
の
必
然
で
あ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
「
趨
」
が
「
半
島
人
」
で
「
私
」
は
日
本
人
だ

と
い
う
点
を
の
ぞ
け
ば
、
「
ま
せ
た
少
年
」
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い

る
「
私
」
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
「
趨
」
も
「
ま
せ
」
て

い
た
し
（
名
前
を
名
の
る
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
〉
、

同
じ
少
女
に
ほ
の
か
な
恋
情
を
抱
い
た
り
、
次
々
と
眼
前
K
展
開
し

て
い
く
「
生
の
不
思
議
」
や
「
奇
怪
に
し
て
魅
力
に
富
め
る
人
生
の

多
く
の
事
実
」
に
対
し
て
、
二
人
は
等
し
く
「
鋭
い
好
奇
の
限
を
光

ら
せ
ば
じ
め
」
て
い
る
こ
と
な
ど
、
列
挙
し
て
い
け
ば
二
人
の
精
神

的
同
質
性
と
い
う
も
の
は
一
目
瞭
然
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

「
趨
大
検
」
と
い
う
人
物
は
、
実
際

K
京
城
中
学

K
学
ぶ
中
島
敦

の
同
級
生
と
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
「
趨
」
で
な
く
と
も
そ

9
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の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人
聞
は
存
在
し
て
い
た
と
想
像
も
さ
れ
る
。
し
に
お
け
る
上
級
生
か
ら
制
裁
を
う
け
る
「
彼
」
（
三
造
）
の
体
験
は
、

か
し
、
作
品
に
お
い
て
は
多
分
に
中
島
の
自
画
像
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
「
虎
狩
」
の
「
趨
」
の
そ
れ
に
相
応
す
る
。

え
ら
れ
た
人
間
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
肉
体
へ
の
屈
服
」
、
「
精
神
へ
の
蔑
視
」
に
対
す
る
憤
り
と
失
望

中
島
の
意
識
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
託
す
と
が
、
「
誼
」
を
も
ま
た
と
ら
え
て
い
る
。
力
に
よ
る
支
配
、
統
治

の
K
相
応
し
い
人
物
を
選
び
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
作
品
の
テ
ー
を
受
け
、
被
圧
迫
民
族
と
し
て
の
位
置
に
い
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

マ
を
い
わ
ば
自
己
の
発
見
劇
と
い
う
よ
う
な
形
の
も
と
に
成
そ
う
と
せ
ら
れ
て
い
る
「
半
島
人
」
の
「
誼
」

K
、
中
島
は
自
己
に
個
有
の

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
問
題
を
あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
精
神
性
な
強
く
持
っ
た

第
五
章
に
お
け
る
「
趨
」
の
発
し
た
「
強
い
と
か
弱
い
と
か
つ
て
、
人
間
が
、
反
精
神
的
な
も
の
に
ふ
み
に
じ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
憤
り

一
体
ど
う
い
ふ
こ
と
だ
ら
う
な
あ
」
と
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
の
論
議
や
く
や
し
さ
、
ま
た
そ
れ
を
は
ね
の
け
え
な
い
自
己
の
無
力
さ
と
い

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
グ
エ
ー
ん
に
つ
つ
ま
れ
」
て
は
い
る
に
し
て
っ
た
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
分
の
生
き
る
方
向
に
ま
で
深
く
か
ら

も
、
「
朝
鮮
人
の
悲
し
み
」
を
読
み
と
る
浜
川
勝
彦
氏
の
評
言
が
思
み
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
「
裸
の
、
弱
虫
の
、
そ
し

い
お
こ
さ
れ
も
す
る
が
、
中
島
の
意
図
は
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
て
内
地
人
で
は
な
い
、
半
島
人
の
、
彼
を
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
」
が
、

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
趨
」
の
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
「
私
」
に
は
満
足
を
与
え
た
と
記
さ
れ
る
時
、
「
私
」
の
喜
び
は
ま

推
し
は
か
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
：
：
俺
は
ね
、
あ
さ
に
自
分
と
同
じ
精
神
構
造
を
有
し
た
人
間
へ
の
共
感
に
よ
る
も
の

ん
な
奴
等
に
殴
ら
れ
た
っ
て
、
（
中
略
）
負
け
た
と
は
思
ひ
や
し
な
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

い
ん
だ
よ
。
（
中
略
）
そ
れ
な
の
に
、
や
っ
ぱ
り
（
中
略
）
く
や
し
第
六
章
、
虎
狩
の
場
面
に
お
け
る
「
私
を
驚
か
せ
た
」
「
歯
大
燦

い
ん
だ
。
そ
れ
で
、
く
や
し
い
く
せ
に
向
っ
て
行
け
な
い
ん
だ
。
怖
の
態
度
」
は
、
思
い
が
け
な
い
こ
と

K
、
そ
の
よ
う
な
精
神
性
を
有
つ

く
っ
て
向
っ
て
い
け
な
レ
ん
だ
己
と
。
こ
こ
に
は
、
意
識
、
或
い
は
た
人
開
の
中
に
流
れ
て
い
る
「
此
の
地
の
豪
族
の
血
」
を
痛
感
さ
せ

精
神
に
お
い
て
は
不
屈
を
持
し
て
い
て
も
、
感
覚
、
肉
体
が
恐
怖
を
る
。
そ
れ
は
、
「
私
」
と
「
趨
」
と
を
隔
て
る
「
血
」
で
あ
り
、
ま

覚
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
自
己
の
う
ち
に
お
け
る
精
神
と
肉
体
た
「
私
」
の
中

K
も
目

K
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
流
れ
て
い
る
自
侍

と
の
一
種
の
相
魁
が
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
、
「
虎
狩
」
の
「
血
」
で
も
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
「
誼
」
の
「
刻
簿
な

と
ほ
ぼ
同
じ
頃
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
題
材
的
に
も
「
同
じ
時
表
情
」

K
「
終
り
を
全
う
し
な
い
相
」
を
思
い
う
か
べ
る
「
私
」
に

期
の
内
面
の
成
長
を
物
語
っ
て
ゐ
る
作
品
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
プ
は
、
「
血
」
の
持
つ
無
気
味
き
が
感
じ
と
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

ウ
ル
の
傍
で
」
に
お
け
る
「
肉
体
へ
の
屈
服
」
と
「
精
神
へ
の
蔑
視
」
そ
し
て
第
七
章
の
「
私
」
と
「
趨
」
と
の
「
奇
妙
」
な
再
会
の
場
面

ールねりい
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刷
新
の
内
面
の
成
長
を
物
言
て
て
え
F
s
f
E口
」

寸

2
2
J
Z
J
U

ウ
ル
の
傍
で
」
に
お
け
る
「
肉
体
へ
の
屈
服
」
と
「
精
神
へ
の
蔑
視
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
切
る
の
が
相
応
し
い
ν

か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
作
品

古
い
羊
葵
色
の
縁
の
、
ペ
ロ
り
と
垂
れ
た
中
折
を
阿
弥
胞
に
か

ぶ
っ
た
下
に
、
大
き
な
ロ
イ
ド
眼
鏡
l
そ
れ
も
片
方
の
弦
が
無

く
て
、
紐
が
そ
の
代
用
を
し
て
ゐ
る
ー
を
光
ら
せ
、
汚
点
だ
ら

け
の
詰
襟
版
は
ボ
タ
ン
が
二
つ
も
取
れ
て
ゐ
る
。
薄
汚
い
長
い

顔
に
は
、
白
く
乾
い
た
層
の
ま
は
り
に
疎
ら
な
無
精
髭
が
し
ょ

ぼ
し
よ
ゆ
生
え
て
、
そ
れ
が
聞
の
抜
け
た
表
情
を
与
へ
て
は
ゐ
る
が
、

し
か
し
、
文
、
其
の
．
聞
の
迫
っ
た
眉
の
あ
た
り
に
は
、
何
か

し
ら
油
断
の
出
来
な
い
感
じ
を
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
や
う
だ
。

「
田
舎
者
の
顔
」
と
「
梅
摸
の
顔
」
と
を
一
緒
K
し
た
よ
う
だ
と
、

「
私
」
は
思
う
。
虎
狩
か
ら
二
年
程
経
っ
て
、
第
五
章

K
お
け
る
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
（
発
火
演
習
の
夜
、
上
級
生
か
ら
制
裁
を
う
け
た
）
の

後
、
「
私
」
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
た
「
趨
」
の
、
あ

ま
り
に
も
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
表
情
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
趨
」

は
「
私
」
に
気
づ
く
が
、
「
私
」
は
容
易
に
記
憶
が
も
ど
っ
て
こ
な
い
。

「
趨
」
は
と
り
と
め
な
い
、
叉
不
思
議
な
話
を
「
私
」
に
語
る
。
人

聞
の
記
憶
と
い
う
も
の
の
た
よ
り
な
さ
と
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
機
能

的
に
は
間
違
い
な
く
働
い
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
。
「
感
覚
と
か
感
情

な
ら
ば
、
う
す
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
混
同
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ

が
、
言
葉
や
文
字
の
記
憶
は
正
確
な
か
は
り
に
、
ど
う
か
す
る
と
、

と
ん
で
も
な
い
別
の
物
に
化
け
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
。
」
と
の
「
趨
」

の
言
葉
は
、
「
趨
」
と
「
私
」
と
の
現
在
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
を
も
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
「
私
」
は
こ
こ
で
う
ら
ぶ
れ
、
「
薄
汚
」

れ
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
観
念
や
精
神
に
の
み
価
値
を
見
出
し
、
町

を
さ
ま
よ
う
て
い
る
自
分
の
姿

K
出
会
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
「
趨
」
と
の
再
会
ば
、
「
十
五
六
年
」
後
に
ふ
と

そ
し
て
第
七
章
の
「
私
」
と
「
趨
」
と
の
「
奇
妙
」
な
再
会
の
場
面

が
登
場
す
る
。
こ
の
時
の
「
趨
」
の
風
体
は
一
種
異
様
で
あ
る
。

自
覚
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
自
己
へ
の
認
識
を
も
含
ん
で
い
る
。
「
私
」

も
「
趨
」
と
大
差
の
な
い
「
異
様
な
風
体
の
男
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
言
葉
や
文
字
の
記
憶
」
は
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
「
趨
」

と
「
私
」
と
の
少
年
時
代
の
か
か
わ
り
を
「
正
確
」
に
残
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
美
化
さ
れ
、
記
録
化
さ
れ
て
お
り
、
生

き
た
も
の
と
し
て
は
手
中
に
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
「
う
す
れ
」
て

し
ま
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
「
趨
」
と
「
私
」
と
の
精
神
的
同
質
性

と
も
言
う
べ
き
「
感
覚
や
感
情
」
は
現
在
に
ま
で
生
づ
い
て
残
る
。

一
篇
の
主
題
は
、
「
趨
」
と
「
私
」
と
の
交
渉
を
措
き
、
再
会
の

「
異
様
」
さ
を
配
す
る
こ
と

K
よ
っ
て
、
輝
や
か
し
い
「
好
奇
の
眼
」

を
有
し
た
幸
福
な
時
期
を
す
ぎ
、
い
つ
知
ら
ず
生
一
の
疲
労
に
と
ら
わ

れ
は
じ
め
て
い
る
自
己
の
現
在
の
姿
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
私
」
の

感
無
量
の
思
い
に
在
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
私
」
は
明
確

K
生
き
る
方
向
を
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
大
東
京
の
人

混
み
の
中
に
見
失
つ
」
た
「
超
大
換
」
の
あ
と
を
「
私
」
も
叉
自
ら

を
追
い
求
め
る
如
く
探
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

付
記
紙
幅
の
関
係
で
、
「
虎
狩
」
論
の
前
半
部
分
を
こ
こ
に

記
し
ま
し
た
。
従
っ
て
、
註
は
付
さ
な
い
で
（
そ
の
二
）

K
お
い
て
記
し
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
本
学
講
師
）
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