
岡
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〇
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二
．「
痩
せ
た
雄
鶏
」（
尾
崎
一
雄
）

こ
の
作
品
は
、
二
〇
一
二
年
度
入
試
に
お
い
て
第
一
問
と
し
て
出
題
さ
れ

た
。
以
下
に
ま
ず
本
文
と
設
問
を
引
用
し
て
お
く
。

「
圭
ち
ゃ
ん
来
年
の
夏
休
み
、
お
父
ち
ゃ
ん
と
二
人
で
、
国
府
津
の
海
へ
行

く
ん
だ
」

「
あ
あ
、
い
く
と
も
。
大
磯
へ
も
、
小
田
原
へ
も
い
く
よ
、
圭
ち
ゃ
ん
と
二

人
で
」

「
う
れ
し
い
な
」
二
女
は
、
眠
っ
て
い
る
と
き
に
し
ば
し
ば
見
せ
る
、
あ
の

夢
の
よ
う
な
笑
顔
を
す
る
。
父
親
と
二
人
で
国
府
津
の
海
岸
へ
行
く
、
と
い
う

何
の
変
哲
も
な
い
空
想
が
、
ど
う
し
て
こ
の
幼
女
を
こ
ん
な
に
仕
合
せ
に
す
る

の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
幼
女
の
、
病
む
父
親
に
か
け
る
あ
ら
ゆ
る
夢
と
希
望

と
が
、
こ
ん
な
変
哲
も
な
い
こ
と
に
凝
結
さ
れ
て
い
る
、
と
で
も
い
う
の
だ
ろ

う
か
。

（
１
）
あ
あ
、
こ
れ
は
、
が
ん
じ
が
ら
め
だ
、
死
ぬ
に
も
死
ね
な
い
と
い
う

が
、
ほ
ん
と
だ
な
、
と
緒
方
は
肚
で
溜
息
を
つ
く
。
一
方
彼
は
、
自
分
の
例
の

一
．
は
じ
め
に

令
和
四
年
度
入
学
生
よ
り
、
新
学
習
指
導
要
領
に
移
行
す
る
。
い
よ
い
よ

「
論
理
国
語
」
と
「
文
学
国
語
」
に
分
か
れ
る
訳
だ
が
、「
そ
ん
な
に
単
純
に
分

類
で
き
る
も
の
な
の
か
」
と
い
う
声
は
多
い
。
私
自
身
も
懐
疑
的
で
あ
り
、
新

学
習
指
導
要
領
の
伝
達
講
習
は
受
講
し
た
も
の
の
、
教
科
書
が
ま
だ
一
切
公
表

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
部
分
も
多
く
、
不
安
は
大
き

い
。
新
テ
ス
ト
の
時
の
よ
う
に
、
土
壇
場
で
「
や
っ
ぱ
り
や
め
ま
し
た
」
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
今
一
度
「
文
学
に
論
理
は
な
い
の
か
」

「
文
学
で
論
理
は
指
導
で
き
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
お

き
た
い
。
今
年
度
三
年
生
を
担
当
し
、
三
学
期
の
特
別
授
業
で
京
都
大
学
受
験

予
定
者
を
週
に
二
日
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
過
去
に
出
題
さ
れ

た
文
学
作
品
も
取
り
扱
っ
た
が
、「
こ
れ
は
論
理
的
な
構
造
そ
の
も
の
で
は
な

い
か
」
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い

き
た
い
。

　

文
学
に
お
け
る
論
理
性
に
つ
い
て

　
　

～
三
年
三
学
期
特
別
授
業
に
お
け
る
京
都
大
学
入
試
問
題
指
導
を
通
し
て
～

国
語
科
教
諭　

守　

本　

哲　

也　
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れ
る
。
緒
方
も
い
つ
と
な
く
そ
う
い
う
ふ
う
に
教
え
ら
れ
、
そ
う
い
う
も
の
な

ん
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
今
の
緒
方
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は

他
人
事
で
あ
っ
た
。

凡
人
の
つ
ね
と
し
て
、
緒
方
は
、
つ
ね
ら
れ
て
見
な
け
れ
ば
、
痛
さ
は
判
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
自
分
で
つ
ね
る
の
は
余
り
好
ま
な
い
。
文
字
や
言
葉

の
上
で
は
一
応
判
り
、
時
に
は
自
分
で
も
そ
ん
な
文
字
や
言
葉
を
吐
き
散
ら
す

こ
と
も
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
ち
っ
と
も
身
に
し
み
て
は
い
な
か
っ
た
。

自
分
が
病
気
に
な
り
、
ど
う
考
え
て
も
余
り
長
い
命
で
な
い
、
と
い
う
事
実

に
ぶ
ち
当
っ
た
と
き
、
緒
方
は
始
め
て
、
痛
い
、
と
感
じ
た
。（
３
）
彼
に

は
、
判
り
切
っ
た
こ
と
が
判
り
切
っ
た
こ
と
で
な
く
な
っ
た
。
素
通
り
し
て
来

た
も
の
を
、
改
め
て
見
直
す
と
、
ひ
ど
く
新
鮮
で
あ
っ
た
。
あ
り
ふ
れ
た
あ
た

り
の
も
の
も
、
心
を
と
め
て
見
る
と
、
み
ん
な
た
だ
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。

彼
は
自
分
の
中
の
部
屋
に
引
き
こ
も
っ
て
、
そ
れ
ら
を
丹
念
に
噛
み
く
だ
き
始

め
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
の
彼
は
、
自
分
だ
け
で
あ
り
、
目
先
に
ち
ら
つ

く
家
族
は
、
心
に
つ
な
が
る
何
物
で
も
な
か
っ
た
。

自
分
の
こ
ん
な
状
態
を
、
家
族
た
ち
の
誰
に
話
そ
う
と
、
ま
る
で
無
益
な
こ

と
を
彼
は
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
天
真
ら
ん
ま
ん
な
、
若
い
、
生
命
に
充
ち
溢

れ
た
人
間
た
ち
に
、
そ
れ
が
通
じ
よ
う
は
ず
は
な
い
。
通
じ
な
い
の
が
当
然
だ

し
、
通
じ
る
の
は
間
違
い
な
の
だ
。
彼
ら
は
、
そ
の
生
命
の
溢
れ
る
ま
ま
に
、

泣
き
、
笑
い
、
歌
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
緒
方
の
よ
う
な
衰
頽
者
の
、

夕
暮
れ
の
思
考
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
毒
汁
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
や
が
て
彼

ら
に
も
、
避
け
が
た
い
薄
暮
が
お
と
ず
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ
の
時
の
こ

雄
鶏
気
分
が
多
分
に
く
す
ぐ
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
。
彼
は
、
ま
ん
ざ
ら
で

も
な
く
な
り
、
よ
ろ
し
い
治
っ
て
や
る
、
治
っ
て
や
ら
な
い
ま
で
も
、
む
や
み

と
死
ん
だ
り
は
し
な
い
か
ら
安
心
し
た
ま
え
、
と
、
多
分
隣
り
の
雄
難
に
似
て

い
る
だ
ろ
う
気
負
っ
た
目
つ
き
に
な
る
の
だ
っ
た
。

実
は
、
緒
方
が
、
以
前
よ
り
も
ど
こ
か
も
の
や
わ
ら
か
な
男
に
な
っ
た
こ
と

に
は
、
も
う
一
つ
大
き
な
原
因
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
、
自
分
の
中
に
、

（
２
）
誰
に
も
の
ぞ
か
せ
な
い
小
さ
な
部
屋
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
い

る
、
と
い
う
自
覚
に
あ
る
。

毎
日
顔
を
つ
き
合
わ
せ
、
話
を
し
、
顔
つ
き
だ
け
で
も
相
手
の
気
持
が
大
体

判
る
、
と
い
う
家
族
の
者
も
、
緒
方
が
そ
ん
な
秘
密
の
部
屋
を
持
っ
て
い
る
と

は
知
ら
な
い
。
恐
ら
く
彼
ら
に
は
、
緒
方
が
そ
れ
を
隠
そ
う
と
し
な
く
て
も
、

そ
の
存
在
に
気
が
つ
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
彼
ら
に
何

の
か
か
わ
り
も
な
く
、
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
く
、
考
え
た
こ
と
も
な

い
だ
ろ
う
も
の
だ
か
ら
だ
。

と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
別
に
こ
み
入
っ
た
話
で
は
な
い
。
緒
方
の
よ
う
な

境
遇
に
あ
る
者
な
ら
、
誰
で
も
直
ぐ
に
了
解
す
る
だ
ろ
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
分
と
い
う
も
の
は
何
で
生
れ
て
来
た
の
か
、
何
故
生
き
、
そ
う
し

て
何
故
死
ぬ
の
か
、
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ

と
か
ら
あ
と
か
ら
と
湧
き
出
す
種
々
雑
多
な
疑
問
に
何
か
の
答
を
得
よ
う
と
あ

せ
る
こ
と
、
大
体
そ
れ
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
積
み
重
ね

ら
れ
た
多
く
の
考
え
は
、
大
昔
か
ら
現
在
ま
で
、
そ
の
重
み
に
堪
え
ぬ
ほ
ど

で
、
人
間
の
全
努
力
は
そ
こ
に
向
っ
て
集
中
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
宗

教
、
哲
学
、
科
学
、
芸
術
の
巨
大
な
集
積
は
、
す
べ
て
そ
こ
へ
の
登
路
と
思
わ
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た
だ
、
こ
っ
そ
り
と
自
分
だ
け
の
部
屋
を
用
意
し
、
閑
さ
え
あ
れ
ば
（
彼

は
、
大
体
、
普
通
の
意
味
で
は
閑
人
で
あ
る
）
家
族
と
離
れ
て
そ
こ
へ
も
ぐ
り

込
も
う
と
す
る
、
ど
う
や
ら
こ
れ
は
、
一
種
の
出
家
遁
世
か
も
知
れ
な
い
。

「
寝
て
い
て
出
家
遁
世
出
来
る
法
、
か
。（
５
）
俺
の
雄
難
精
神
も
、
影
が

う
す
く
な
っ
た
」

隣
の
難
小
屋
で
は
、
ま
た
卵
を
生
ん
だ
ら
し
い
。
あ
の
雄
難
の
元
気
に
は
、

と
て
も
及
ば
な
い
。
い
さ
さ
か
も
遅
疑
逡
巡
す
る
と
こ
ろ
な
い
、
あ
の
気
負
い

方
は
ど
う
だ
。
あ
れ
は
立
派
で
、
堂
々
と
し
て
い
る
。
あ
れ
を
、
し
た
り
顔

に
、
滑
稽
だ
、
な
ど
と
見
る
の
は
、
引
か
れ
者
の
小
唄
か
も
知
れ
な
い
。
俺

も
、
い
や
俺
は
、
疳
癪
を
起
さ
ず
、
凝
っ
と
持
ち
こ
た
え
て
行
こ
う
。
堪
え
、

忍
び
、
時
が
早
か
ろ
う
と
遅
か
ろ
う
と
、
そ
こ
ま
で
静
か
に
持
ち
こ
た
え
て
ゆ

く
、
─
─
そ
れ
が
俺
の
や
る
べ
き
こ
と
ら
し
い
、
な
ど
と
緒
方
は
考
え
つ
づ
け

た
。

 

（
尾
崎
一
雄
「
痩
せ
た
雄
難
」
よ
り
）

問
一　

傍
線
部
（
１
）
の
よ
う
に
緒
方
が
感
じ
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

問
二　

傍
線
部
（
２
）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
説
明
せ
よ
。

問
三　

傍
線
部
（
３
）
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。

問
四　

傍
線
部
（
４
）
の
よ
う
に
緒
方
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

問
五　

傍
線
部
（
５
）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
本
文
全
体
を
踏
ま
え
て
説
明

せ
よ
。

さ
て
、
こ
の
作
品
は
、
基
本
的
に
「
対
比
」
の
構
造
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と

と
で
い
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
緒
方
は
、
何
気
な
い
顔
で
、
彼
ら
と
の
つ
き
合
い
を
つ
づ
け
て
い

る
。
顔
を
つ
き
合
せ
、
話
の
や
り
と
り
も
そ
つ
が
な
い
の
に
、
頭
は
ま
る
で
相

手
と
か
か
わ
り
な
い
思
考
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
自
分
を
、
緒
方
は
、
惨
酷
な
、

冷
た
い
奴
と
思
う
。
し
か
し
、
自
分
の
い
の
ち
に
つ
い
て
、
自
分
が
考
え
ず

に
、
い
っ
た
い
誰
が
考
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
病
気
を
看
護
し
、
献

身
的
努
力
で
自
分
の
生
命
を
救
っ
て
く
れ
、
あ
る
い
は
生
き
の
び
さ
せ
て
く
れ

る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
、（
そ
れ
は
感
謝
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
好
ま

し
い
こ
と
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
）
全
く
別
の
話
な
の
だ
、
そ
う
思
う
。
緒
方

は
、
い
の
ち
、
あ
る
い
は
生
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
納
得
し
た
い
の
だ
、
た

だ
そ
れ
だ
け
の
、
至
極
簡
単
な
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
分
で
納
得

す
る
よ
り
外
、
仕
方
が
な
い
。
そ
の
こ
と
と
は
、
た
だ
一
人
で
し
か
向
き
合
う

こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
作
業
は
た
だ
一
人
で
し
か
出
来
な
い
。

せ
ん
だ
っ
て
、
あ
る
若
い
文
学
批
評
家
か
ら
私
信
が
来
て
、
そ
の
端
に
、

「
赤
ん
坊
ギ
ャ
ア
ギ
ャ
ア
、
女
房
プ
リ
プ
リ
、
雑
事
は
山
積
で
、
こ
の
と
こ
ろ

出
家
遁
世
を
思
う
や
切
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
」
と
あ
っ
た
。
緒
方
は
「
出
家

遁
世
ぐ
ら
い
、
家
の
中
に
い
て
も
出
来
ま
す
か
ら
、
試
し
に
や
っ
て
ご
ら
ん
な

さ
い
」
と
返
事
の
中
に
書
い
た
。
何
の
気
な
し
に
書
い
た
の
だ
が
、
あ
と
で
、

こ
れ
は
、
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。（
４
）
ど
う
も
緒
方
の
状
態
に
は
、
そ
う
い

え
な
く
も
な
い
節
が
あ
る
。
勿
論
、
緒
方
は
東
洋
流
の
、
無
常
感
、
諦
観
の
上

に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
若
し
そ
う
な
ら
、
彼
は
、
文
章
な
ど

一
行
も
書
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
書
く
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
。
彼
に
は
、
未
だ

野
心
と
色
気
が
残
っ
て
い
る
。
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が
、「
自
分
と
い
う
も
の
が
何
で
生
れ
て
来
た
の
か
、
何
故
生
き
、
そ
う
し
て

何
故
死
ぬ
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
内
心
密
か
に
思
考
し
て
い
る
様
子

を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
緒
方
」
の
、
家
族
と
「
何
気
な
い
顔

で
、
彼
ら
と
の
つ
き
合
い
を
つ
づ
け
て
い
る
」
外
面
と
、「
頭
は
ま
る
で
相
手

と
か
か
わ
り
な
い
思
考
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
自
分
」
の
内
面
と
が
「
対
比
」
的

に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
家
族
を
「
こ
れ
ら
天
真
ら
ん
ま
ん
な
、
若
い
、
生
命
に
充
ち
溢
れ
た

人
間
た
ち
」
と
描
写
す
る
一
方
で
、
自
分
の
こ
と
は
「
衰
頽
者
の
、
夕
暮
れ
の

思
考
」
だ
と
、
や
は
り
「
対
比
」
的
に
描
い
て
い
る
。

【
解
答
例
】

死
を
間
近
な
も
の
に
感
じ
て
い
る
緒
方
が
、
自
分
の
生
死
や
そ
れ
に
関
す
る

多
く
の
疑
問
に
た
っ
た
一
人
で
向
き
合
い
、
納
得
で
き
る
答
え
を
得
よ
う
と
し

て
思
考
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
状
態
。

続
い
て
問
三
に
つ
い
て
。
傍
線
部
（
３
）「
彼
に
は
、
判
り
切
っ
た
こ
と
が

判
り
き
っ
た
こ
と
で
な
く
な
っ
た
」
は
、
傍
線
部
自
体
に
お
い
て
「
判
り
切
っ

た
こ
と
」
と
「
判
り
切
っ
た
こ
と
で
な
」
い
こ
と
が
「
対
比
」
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
判
り
切
っ
た
こ
と
」
と
は
、「
自
分
と
い
う
も
の
は
何
で
生
れ
て

き
た
の
か
、
何
故
生
き
、
そ
う
し
て
何
故
死
ぬ
の
か
、
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、

そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
と
湧
き
出
す
種
々
雑
多
な

疑
問
」
に
「
何
か
の
答
え
を
得
よ
う
と
」
し
て
、「
大
昔
か
ら
現
在
ま
で
」「
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
多
く
の
答
え
」
を
得
て
、「
文
字
や
言
葉

言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
問
一
に
つ
い
て
。
傍
線
部
（
１
）「
あ
あ
、
こ
れ
は
、
が
ん
じ
が
ら
め

だ
」
に
お
け
る
「
緒
方
」
の
状
態
は
、「
自
分
が
病
気
に
な
り
、
ど
う
考
え
て

も
余
り
長
い
命
で
な
い
、
と
い
う
事
実
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
と
き
」
の
、「
幼
女

の
、
病
む
父
親
に
か
け
る
あ
ら
ゆ
る
夢
と
希
望
」
を
感
じ
、「
死
ぬ
に
も
死
ね

な
い
」
と
「
肚
で
溜
息
を
つ
く
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
直
後
に
「
一
方
彼
は
、
自
分
の
例
の
雄
鶏
気
分
が
多
分
に
く
す

ぐ
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
」
し
、「
よ
ろ
し
い
治
っ
て
や
る
、
治
っ
て
や
ら
な
い

ま
で
も
、
む
や
み
と
死
ん
だ
り
は
し
な
い
か
ら
安
心
し
た
ま
え
」
と
「
気
負
っ

た
目
つ
き
に
な
る
の
だ
っ
た
」
と
あ
る
。

こ
の
場
面
は
「
一
方
」
と
い
う
語
を
は
さ
ん
で
、
死
を
間
近
な
も
の
と
し
て

感
じ
て
い
る
「
緒
方
」
の
、
片
や
「
娘
の
期
待
に
は
応
え
た
い
が
、
生
死
は
ど

う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
困
惑
と
、
片
や
「
娘
の
期
待
に
応
え
た
い
の
で
、

生
死
を
何
と
か
し
て
や
ろ
う
」
と
い
う
意
欲
と
が
「
対
比
」
的
に
描
か
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

【
解
答
例
】

病
気
の
た
め
自
分
の
余
命
は
長
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
娘
が
来
夏
に
自

分
と
海
へ
行
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
の
で
、
死
ぬ
に
死
ね
な
い
と
自
分

が
精
神
的
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
。

次
に
問
二
に
つ
い
て
。
傍
線
部
（
２
）「
誰
に
も
の
ぞ
か
せ
な
い
小
さ
な
部

屋
の
よ
う
な
も
の
」
と
は
、
死
を
間
近
な
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
「
緒
方
」
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続
い
て
問
四
に
つ
い
て
。
傍
線
部
（
４
）「
ど
う
も
緒
方
の
状
態
に
は
、
そ

う
い
え
な
く
も
な
い
節
が
あ
る
」
で
は
、「
あ
る
若
い
文
学
批
評
家
」
と
「
緒

方
」
と
が
「
対
比
」
的
に
描
か
れ
て
い
る
。「
あ
る
若
い
文
芸
批
評
家
」
が
、

「
赤
ん
坊
ギ
ャ
ア
ギ
ャ
ア
、
女
房
プ
リ
プ
リ
、
雑
事
は
山
積
」
と
、
俗
事
に
囲

ま
れ
、「
こ
の
と
こ
ろ
出
家
遁
世
を
思
う
や
切
な
る
も
の
」
が
あ
る
の
に
対
し

て
、「
緒
方
」
は
、
確
か
に
「
未
だ
野
心
と
色
気
が
残
っ
て
」
お
り
、
仕
事
や

家
族
と
の
関
わ
り
の
煩
わ
し
さ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、「
彼
は
、
大
体
、
普
通
の

意
味
で
は
閑
人
で
あ
」
り
、「
こ
っ
そ
り
と
自
分
だ
け
の
部
屋
を
用
意
し
、
閑

さ
え
あ
れ
ば
家
族
と
離
れ
て
そ
こ
へ
も
ぐ
り
込
も
う
と
」
し
、「
ど
う
や
ら
こ

れ
は
、
一
種
の
出
家
遁
世
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
う
。
こ
こ
で
の
両
者
に
は
、

俗
事
に
追
わ
れ
る
と
い
う
共
通
点
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、「
出
家
遁
世
」
に
つ

い
て
は
、
実
現
で
き
て
い
る
か
で
き
て
い
な
い
か
と
い
う
「
対
比
」
が
見
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

【
解
答
例
】

東
洋
流
の
無
常
観
や
諦
観
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
表
面
上
は
家
族
と
の

つ
き
合
い
を
続
け
な
が
ら
、
こ
っ
そ
り
と
心
の
中
で
は
一
人
で
生
死
に
つ
い
て

の
問
い
に
答
え
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
状
態
は
、
俗
世
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら

逃
れ
て
す
る
は
ず
の
出
家
遁
世
を
自
宅
で
や
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
だ
か
ら
。

最
後
に
問
五
に
つ
い
て
。
傍
線
部
（
５
）「
俺
の
雄
鶏
精
神
」
は
、「
隣
の
鶏

小
屋
」
の
「
雄
鶏
」
の
「
元
気
」
や
「
い
さ
さ
か
も
遅
疑
逡
巡
す
る
こ
と
の
な

の
上
で
は
一
応
判
」
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
、「
判
り
切
っ
た
こ
と
で
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
の
は
、「
ち
っ
と
も

身
に
し
み
て
は
い
な
か
っ
た
」
つ
ま
り
、
本
当
に
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
き
っ
か
け
は
、「
病
気
に
な
り
、
ど
う
考
え
て
も
余
り
長
い
命
で
な

い
、
と
い
う
事
実
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
と
き
」
に
「
始
め
て
、
痛
い
、
と
感
じ

た
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
緒
方
」
は
頭
の
中
だ
け
で
観
念
的
に
物
事
を

理
解
し
、
そ
れ
で
十
分
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
初
め
て

物
事
を
理
解
す
る
と
は
、
実
感
を
伴
っ
て
こ
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
判
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
も
う
一
つ
「
精
神
」
と
「
肉
体
」、
言
い
換
え
る

と
「
理
性
」
と
「
感
性
」
と
の
「
対
比
」
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
は
「
論
理
」
自
体
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
面
に
見
ら

れ
る
考
え
方
は
、
評
論
で
頻
出
の
「
身
体
論
」「
心
身
二
元
論
」
と
の
関
連
が

あ
る
。「
論
理
国
語
」
で
は
、
文
学
を
取
り
上
げ
て
は
な
ら
な
い
ら
し
い
が
、

「
文
学
国
語
」
で
も
、
評
論
を
取
り
上
げ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
参

考
資
料
と
し
て
な
ら
、
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

【
解
答
例
】

こ
れ
ま
で
は
実
感
を
伴
わ
ず
、
理
屈
の
上
だ
け
で
理
解
し
て
い
た
、
あ
る
の

が
当
た
り
前
で
気
に
も
と
め
な
か
っ
た
物
事
が
、
死
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
、
実
感
を
伴
っ
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
り
ふ
れ
た
物
事
も
改

め
て
注
意
し
て
見
て
み
る
と
、
新
鮮
で
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
事
態
。
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負
っ
た
雄
鶏
の
よ
う
に
、
自
分
も
家
族
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
病
気
に
立
ち
向

か
い
、
文
筆
活
動
に
も
野
心
と
色
気
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
強

い
意
気
込
み
。

以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に
文
学
作
品
を
分
析
し
て
し
ま

う
と
、
味
も
素
っ
気
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
読
書
す
る
際
に
は
、
感
性
の
赴

く
ま
ま
、
も
っ
と
自
由
に
作
品
世
界
を
読
み
味
わ
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
作
者
は
お
そ
ら
く
相
当
緻
密
な
「
計
算
」
に
基
づ
い
て
作
品
を
構
成
し
て

い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
再
現
し
て
見
せ
る
こ
と
は
、
小
説
を
読
み
慣
れ
て

い
な
い
初
級
者
に
対
し
て
は
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
型
」

な
り
「
作
法
」
を
し
っ
か
り
と
学
び
、
反
復
訓
練
す
る
中
で
「
身
に
つ
く
」
つ

ま
り
身
体
化
さ
れ
、
無
意
識
の
う
ち
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
、
何

事
に
お
い
て
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
．
お
わ
り
に

拙
稿
は
、
尾
崎
一
雄
に
関
す
る
先
行
論
文
を
一
切
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な

く
、
決
し
て
学
術
的
な
分
析
や
考
察
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
自

覚
し
て
い
る
。
指
導
の
際
に
ふ
と
考
え
た
こ
と
を
、
備
忘
録
的
に
書
き
留
め
た

に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
校
に
い
る
か
ら
こ
そ
書
け
た
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
世
の
中
の
変
化
、
そ
し
て
教
育
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化

に
は
目
ま
ぐ
る
し
い
も
の
が
あ
る
。
確
か
に
時
代
の
流
れ
、
変
化
に
は
目
を
向

け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
い
つ
ま
で
も
旧
態
依
然
と
し
た
ま

い
」「
気
負
い
」、「
立
派
」
さ
や
「
堂
々
と
し
」
た
姿
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
「
対
比
」
さ
れ
て
い
る
の
は
、
傍
線
部
の
前
後
も
含
み
、「
寝

て
い
て
出
家
遁
世
出
来
る
法
、
か
。
俺
の
雄
鶏
精
神
も
、
影
が
薄
く
な
っ
た
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
一
で
も
触
れ
た
「
雄
鶏
気
分
」、
す
な
わ
ち
自
分
の
病

気
に
対
し
て
前
向
き
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
「
気
負
」
い
が
、
物
事
の
本
質
に

つ
い
て
深
く
思
考
し
て
い
る
う
ち
に
、「
出
家
遁
世
」
し
て
い
る
よ
う
な
状
態

に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
す
っ
か
り
薄
ら
い
だ
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
後
に
続
く
「
俺
も
、
い
や
俺
は
、

癇
癪
を
起
さ
ず
、
凝
っ
と
持
ち
こ
た
え
て
行
こ
う
。
堪
え
、
忍
び
、
時
が
早
か

ろ
う
と
遅
か
ろ
う
と
、
そ
こ
ま
で
静
か
に
持
ち
こ
た
え
て
ゆ
く
、
そ
れ
が
俺
の

や
る
べ
き
こ
と
ら
し
い
、
な
ど
と
緒
方
は
考
え
つ
づ
け
た
」
と
い
う
部
分
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
弁
証
法
」
に
お
け
る
「
止
揚
」
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
「
雄
鶏
精
神
」
と
「
雄
鶏
精
神
も
、
影
が
薄
く
な
っ
た
」
と
い
う

矛
盾
し
た
状
況
を
、
発
展
的
に
統
合
し
て
、
独
自
の
境
地
を
見
い
だ
し
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、「
痩
せ
た
雄
鶏
」
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
「
対
比
」
の
構

造
に
つ
い
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
最
後
の
場
面
で
は
「
弁
証
法
」「
止
揚
」
に
つ

い
て
、「
論
理
」
を
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

【
解
答
例
】

隣
の
鶏
小
屋
に
い
る
、
元
気
で
立
派
で
堂
々
と
し
た
、
た
め
ら
い
の
な
い
気
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ま
で
、
時
代
の
遺
物
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
良
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
新
テ
ス
ト
の
時
の
よ
う
に
突
然
の
「
手
の
ひ
ら
返
し
」
も
あ
る
訳
だ
か

ら
、
絶
え
ず
「
本
質
と
は
何
か
」
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
つ
つ
、
決
し
て
一
時

的
な
「
流
行
」
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
指
導
に
当
た
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
「
深
い
」
教
材
研
究
や
「
広
い
」
周
辺
知
識
の
研
究
、
さ
ら
に

「
ゆ
っ
く
り
と
」
実
践
へ
の
振
り
返
り
が
で
き
る
よ
う
な
、「
時
間
」
と
「
心
」

の
に
ゆ
と
り
が
持
て
る
環
境
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

 

（
２
０
２
０
年
３
月
）
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