
は
じ
め
に

O
 F
a
b
l
e
,
 
allegorical 
tale
,
 usually 

featuring 
a
n
i
m
a
l
s
 
that 
b
e
h
a
v
e
 

a
n
d
 s
p
e
a
k
 
as 
h
u
m
a
n
 b
e
i
n
g
s
,
 told 

w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
 o
f
 m
a
n
.
 A
 m
o
r
a
l
1
 

or 
lesson 
for 
b
e
h
a
v
i
o
u
rー

-i
s
w
o
v
e
n
 into 
the 
story 
a
n
d
 often 
expli, 

citly 
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
 
at 
the 
e
n
d
.
 (
B
R
I
T
 A
N
N
I
 C
A
 M
I
C
R
O
P
E
D
I
A
)
 

「
寓
話
」
と
は
、
狭
義
に
は
、
教
訓
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
し
た

「動
物
物
語
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
動
物
た
ち
は
、
紀
元
前
六
世
紀
に
遡

っ

て、

A
e
s
o
p
、
さ
ら
に
は
、
中
世

―
二
世
紀
に
花
を
開
い
た
M
a
r
i
e
d
e
 F
r
a
n
c
e
 

ら
の
作
品
を
経
て
、
歴
史
的
に
も
ほ
ぽ
固
定
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
と
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
教
材
化

t
e
a
c
h
i
n
g
 
materialiNation 

(R
e
c
e
i
i
v
v
e
d
 
N
o
v
e
m
b
e
r
 
1
9
,
 
1
9
9
3
)
 

H
i
r
o
f
u
m
i
 
K
a
t
o
 

A
 standpoint 
for 
the 
teaching 
materialization 
o
f
 a
 fable 
:
 

A
N
A
T
O
L
E
 whitten 
b
y
 
E
v
e
 Titu
s
 

加

藤

宏

文

ー
イ
プ
1
1

タ
イ
タ
ス

「
ア
ナ
ト

ー
ル、

寓
話
教
材
化
の

視
点

工
場
へ
行
く
」

の
場
合
1

そ
こ
で
は
、
特
に
そ
の
動
物
た
ち
の
会
話
や
行
動
を
中
心
に
、
終
に
は
、
人
間

世
界
の
真
理
を
単
純
明
快
に
描
き
上
げ
る
役
割
を
果
た
す
。
そ
れ
は
、
時
と
し

て
、
私
た
ち
の
状
況
に
対
し
て
も
、
鋭
い
風
刺
の
刃
を
向
け
、
古
今
東
西
を
問

わ
ず
、
人
間
界
の
真
を
照
ら
す
。

し
た
が

っ
て
、
「
寓
話
」
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
動
物
た

ち
を
巧
み
に
使
っ
た
点
か
ら
く
る
レ
ベ
ル
と
、
鋭
い
風
刺
に
は
た
と
膝
を
打
つ

レ
ベ
ル
と
が
あ
っ
て、

「
国
語
科
教
育
」
に
お
け
る
「
教
材
」
化
の
目
標
も
、

こ
の
両
者
へ
の
目
配
り
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。

「
寓
話
」

が
「
教
材
」
と
し
て

の
価
値
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
こ
の
目
配
り
を
指
導
過
程
に
具
体
的
に
ど
う

活
か
す
か
が
、
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
小
学
校
「
国
語
科
教

育
」
に
お
け
る
「
寓
話
」
を
、
ど
う
教
材
化
す
る
か
。

小
学
四
年
生
の
「
国
語
」
教
材
に
は
、
「
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を

【物

語
】
」
の
見
出
し
の
も
と
に
、

E
v
e

T
i
t
u
s

作
・
田
谷
多
枝
子
訳
・

P
a
u
l
 

G
a
l
d
o
n
e
絵
の
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、

工
場
へ
行
く
」
（
原
名
は
、

"
A
n
ato
le"
)

が

あ
る
。

（光
村
図
書

「国
語
四
上
か
が
や
き
」

）
本
稿
で
は
、
山
口
県
防

府
市
立
西
浦
小
学
校
四
年
二
組

（京
免
郁
恵
教
諭
学
級
）
で
の
私
の
実
践
を
踏

ま
え
て
、

右
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
と
の
関
り
で
、
こ
の
「
教
材
」
の
価
値
を
ど

の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

本

「教
材
」
は
、
次
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
。

①

〈

た
ま
ら
な
い
悲
し
み
〉

の
食
物
を
さ
が
し
に
の
人
間
の
言
い
方

0

「
人
か
ら
軽
蔑
さ
れ
た
り
、
の
け
者
に
さ
れ
た
り
す
る
な
ん
て
、
た
ま

ら
な
い
こ
と
だ
よ
。
ね
ず
み
だ

っ
て
、
り
っ
ぱ
な
動
物
な
ん
だ
。
ね
ず
み

に
も
、
め
い
よ
っ
て
も
の
が
あ
る
。
」

（加
藤
整
理
。）
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②
〈
ひ
み
つ
の
ひ
と
仕
事
〉

①
ド
セ
ッ
ト
の
思
い
つ
き
の

食
部
部
長
に

0

「
た
だ
、
人
間
た
ち
に
、
何
か
お
返
し
が
で
き
る
と
い
い
ん
だ
け
ど
。

で
も
、
そ
ん
な
こ
と
、
無
理
ね
。
」

0

「無
理
じ
ゃ
な
い
。
無
理
な
も
の
か
ね
。
君
。
君
の
思
い
つ
き
は
、

ま
っ
た
く
す
ご
い
。
」

③
〈
フ
ラ
ン
ス

一
の
幸
せ
者
〉

の

世

界

一
か
し
こ
い
ね
ず
み
の
ね
ず
み
の
王
様
、
ア
ナ
ト
ー
ル

〇
「
（
前
略
）
あ
ん
な
こ
と
は
、
も
う
た
く
さ
ん
。
あ
な
た
っ
て
、
本
当

に
世
界

一
か
し
こ
い
ね
ず
み
だ
わ
。
」

〇
「
（
前
略
）
だ
っ
て
、
う
ち
の
パ
パ
は
、
り
っ
ぱ
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ね

ず
み
に
な
っ
た
ん
だ
も
の
。
」

①

そ

ん

な

わ

け

で

、
も
し
み
な
さ
ん
が
、
残
り
物
を
あ
さ

っ
て
い
る
ね

ず
み
を
見
か
け
て
も
、
ア
ナ
ト
ー
ル
だ
な
ん
て
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い

ね
。
ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
今
、
フ
ラ
ン
ス
一
、
幸
せ
者
な
ん
で
す
か
ら
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
作
品
」
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
に
つ
い
て
、
同
教
科
書
の

「
指
導
書
」
は
、
そ
の
焦
点
を
、
次
の
三
つ
に
絞
っ
て
、
ま
と
め
て
い
る
。

0

第
一
に
、
主
人
公
の
ね
ず
み
、
ア
ナ
ト
ー
ル
が
、
「
フ
ラ
ン
ス
一
、
幸
せ

者
」
で
、
「
世
界
一
か
し
こ
い
ね
ず
み
」
で
あ
る
と
い
う
設
定
の
お
も
し

訃
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
人
間
の
残
り
物
な
ど
を
食
べ

て
生
き
て
い
る
ね
ず
み
の
ア
ナ
ト
ー
ル
が
、
実
は
、
人
間
よ
り
は
る
か
に

味
の
善
し
悪
し
が
分
か
る
才
能
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
い
う
着
想
の
お
も

し
ろ
さ
で
あ
る
。
第
一二
に
、
ア
ナ
ト
ー
ル
と
読
者
に
だ
け
分
か
っ
て
い
る

秘
密
が
成
立
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
デ
ュ
バ
ル
さ

ん
の
言
動
に
お
か
し
み
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
で
の

分
け
前
ち
ょ
う
だ
い

(3) 

チ
ー
ズ
試

手
法
が
生
み
出
す
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
。

（傍
線
、
加
藤
。
）

こ
こ
に
は
、
先
の

「作
品
」
構
造
を
ど
う
受
け
止
め
、
学
習
指
導
の
目
標

を、

具
体
的
に
ど
こ
に
置
く
か
に
つ
い
て
の
、
「
お
も
し
ろ
さ
」
に
即
し
た

一

つ
の
方
向
が
、
明
快
に
示
さ
れ
て
い
て
、
導
か
れ
る
。

第
一
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
は
、
物
語
の
主
人
公
が

「ね
ず
み
」
で
あ
る
こ
と

と、

言
う
と
こ
ろ
の

「
フ
ラ
ン
ス

一」

や
「
世
界

一
」
と
な
る
こ
と
と
の
間
の

意
外
性
を
碁
に
し
た
「
設
定
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
寓
話
」
が
、

動
物
を
そ
の
登
場
人
物
と
す
る
こ
と
の
意
味
の
確
認
と
、
と
り
わ
け

「
ね
ず

み
」
に
対
す
る
私
た
ち
の
歴
史
的
な
先
入
観
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
発
想
が

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
人
間
世
界
に
お
け
る
「
ね
ず
み
」
的
価
値
へ
の
ど

の
よ
う
な
洞
察
に
基
づ
い
て
い
る
か
に
、
及
ん
で
い
る
か
。

私
た
ち
は
、
「
ね
ず
み
」
に
対
し
て
、
こ
の
物
語
の
中
の

「人
間
」
が
懐
い

て
い
る
よ
う
に
、
「
き
た
な
い
」

・
「
ど
ろ
ぼ
う
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
植
え

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
前
提
に
し
て
、
こ
の
物
語
が
「
寓
話
」
と
し

て
活
か
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
先
入
観
が
、
終
に
は
払
拭
さ
れ
た
上
で
、
あ

の
「
フ
ラ
ン
ス
こ
ゃ
「
世
界

一」

が
、
生
き
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
設
定
」
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
は
、
単
に
あ
る
「
ね
ず
み
」
を
特
別
視
す
る
こ

と
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
に、

「着
想
の
お
も
し
ろ
さ
」
と
は
。
何
で
あ
る
の
か
。

「
人
間
の
残

り
物
な
ど
を
食
べ
て
生
き
て
い
る
」
と
い
う
描
写
に
は
、
先
の
「
設
定
」
と
根

を

―
つ
に
す
る
「
先
入
観
」
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
ね
ず
み
」
が
、

「
人
間
よ
り
は
る
か
に
」
す
ぐ
れ
た

「オ
能
」
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
「
着

想
」
は
、
ど
う
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
「
寓
話
」
の
中
の
動
物
「
ね
ず

み
」
は
、
人
間
社
会
の
中
の
あ
る
存
在
を
体
現
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
す
る

と
、
「
ね
ず
み
」
は
、
ど
う
「
着
想
」
さ
れ
て
い
る
の
か
。

私
た
ち
は
、

「寓
話
」
の
根
本
的
な
働
き
に
引
か
れ
て
、
こ
の

「ね
ず
み
」
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と
「
人
間
」
と
を
、
い
ず
れ
も
私
た
ち
人
間
杜
会
の
中
の
二
つ
の
典
型
と
し
て

受
け
止
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
「
残
り
物
な
ど
を
食
べ
て
生
き
て

い
る
」
存
在
が
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
人
間
」
よ
り
「
は
る
か
に
」
す
ぐ
れ
た

「
オ
能
」
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
「
着
想
」
は
、
当
然
あ
り
得
べ
き
は
ず
の

真
実
を
、
誤
解
や
曲
解
や
差
別
感
覚
を
前
提
に
し
て
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い

か
。
物
語
の
結
末
が
、
そ
の
こ
と
を
再
考
さ
せ
て
く
る
。

第
三
に
、
「
知
ら
な
い
」
「
秘
密
」
の
「
手
法
」
が
も
た
ら
す
「
お
も
し
ろ

さ
」
で
あ
る
。
学
習
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
は
、
「
知
ら
な
い
」
デ
ュ
バ
ル
さ

ん
を
高
み
か
ら
眺
め
て
、
「
作
者
」
と
と
も
に
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
の
立
場
に

遊
ぶ
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
の
「
お
も
し
ろ

さ
」
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
「
寓
話
」
を
「
寓
話
」
と
し
て
ト
ー
タ
ル
に
見
る

立
場
に
、
学
習
者
を
誘
う
大
き
な
力
を
持
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

が
、
第
一
、
第
二
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
と
ど
う
関
る
の
か
。

「
寓
話
」
の
中
で
、
「
ね
ず
み
」
が
、
人
間
で
あ
る
デ
ュ
バ
ル
さ
ん
を
相
対

化
す
る
。

「
ね
ず
み
」
の
「
オ
能
」
を
人
間
の
そ
れ
と
し
か
考
え
る
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
デ
ュ
バ
ル
さ
ん
を
こ
の
よ
う
に
相
対
化
す
る
こ
と
は
、
「
寓
話
」

が
終
に
は
風
刺
の
対
象
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
私
た
ち
自
身
の
人
間
社
会
の
状

況
を
、
厳
し
く
対
象
化
す
る
こ
と
と

―
つ
で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
学
習
者

と
と
も
に
、
「
お
か
し
み
」
の
世
界
に
安
住
し
て
、
こ
の
物
語
が
私
た
ち
に
切

り
出
し
て
く
れ
て
い
る
は
ず
の
価
値
を
、
閉
ざ
さ
な
い
か
。

ち
な
み
に
、
同
指
導
書
は
、
訳
者
・
田
谷
多
枝
子
氏
の
言
葉
を
、
次
の
よ
う

に
引
用
・
紹
介
し
て
い
る
。

0
 
(
前
略
）
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
嫌
わ
れ
、
蔑
ま
れ
る
ね
ず
み
社
会
の
代
表

格
、
ア
ナ
ト
ー
ル
に
、
原
作
者
の
タ
イ
タ
ス
さ
ん
は
、
ど
う
し
て

「チ
ー
ズ

工
場
試
食
部
長
」
な
ど
と
い
う
名
誉
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ

も
、
原
作
者
が
ど
う
し
て
暗
い
ね
ず
み
の
社
会
に
、
明
る
い
ス
ポ

ッ
ト
ラ
イ

ト
を
当
て
よ
う
と
し
た
の
か
ー
—
'
こ
れ
が
、
二
十
年
を
経
た
今
、
改
め
て
読

み
返
し
て
み
て
、
新
た
に
私
の
心
の
中
に
湧
き
あ
が
っ
た
疑
問
で
し
た
。

（
中
略
）

私
の
創
造
で
は
、
ふ
つ
う
の
人
間
な
ら
、
「
い
や
ら
し
い
」
と
言
っ

て、

ママ

ど
ろ
ぽ
う
扱
い
す
る
よ
う
な
ね
ず
み
ま
で
も
、
温
く
抱
み
こ
ん
で
し
ま
う
だ

け
の
、
大
き
な
心
と
豊
か
な
愛
情
を
持
っ
た
人
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し

ま
す
。

（
中
略
）

最
近
、
子
供
の
社
会
に
も
、
残
酷
な
事
件
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
ま

す
。
そ
の
原
因
の

―
つ
に
、
月
並
み
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
家
族
の
絆
と
か

友
情
の
欠
落
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
理
屈
で
は
な
く
、
社
会
全
体
が
、

そ
う
い
う
方
向
に
動
い
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
せ
め
て
、
日

ん
な
に
い
や
ら
し
く
見
え
る
生
き
物
（
人
間
も
含
め
て
）
に
も
、
何
か
し
ら

ユ
ー
モ
ラ
ス
で
、
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
ぐ
ら
い
の
心
の
ゆ
と
り
を

持
つ
よ
う
に
、
心
掛
け
た
い
も
の
で
す
。
今
、
本
文
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
が

読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（
以
上
、
傍
線
、
加
藤
。
）

こ
こ
に
は
、

二
つ
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

―
つ
は
、
訳
者
・
田
谷
多
枝
子
氏
の
「
疑
問
」
の
前
提
に
「
暗
い
ね
ず
み
の

社
会
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
て
、
そ
こ
を
出
発
点
に
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

「
寓
話
」
が
、
動
物
た
ち
の
会
話
と
行
動
と
を
中
心
に
、
人
間
世
界
の
真
理
を

描
き
上
げ
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
「
暗
い
と
さ
れ

て
い
る
ね
ず
み
社
会
」
と
い
う
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
ね
ず
み
」
社

会
が
、
「
寓
話
」
の
中
で
「
人
間
社
会
」
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
さ
せ
て
、
「
お

も
し
ろ
さ
」
を
醸
す
と
す
れ
ば
、
違
い
は
大
き
い
。

し
た
が
っ
て
、
「
明
る
い
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
」
る
と
い
う
と
ら
え
方

も
、
前
者
の
「
前
提
」
と
深
く
関
り
を
持
つ
。
こ
と
は
、
「
暗
い
ね
ず
み
の
社

会
」
を
是
認
し
た
上
で
、
外
か
ら

「
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
と
し
て
の
「
明
る
」
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さ
を
加
え
る
こ
と
と
、
「
暗
い
ね
ず
み
社
会
」
の

「暗
い
」
と
い
う
認
識
が
、

一
方
的
な

「人
間
社
会
」
の
も
の
さ
し
に
拠
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
真
実
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
と
の
間
の
、
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

「教
材
」
化
の
視
点
に

は
、
こ
の
二
つ
の
峻
別
力
が
、
ま
ず
求
め
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
訳
者
・
田
谷
多
枝
子
氏
は
、
右
の
観
点
に
立
っ
た
ま
ま
、
「
ふ
つ

う
の
人
間
」
が
、
「
ね
ず
み
」
を
「
「
い
や
し
い
」
と
言
っ

て
、
ど
ろ
ぽ
う
扱

い
す
る
」
こ
と
を
、
是
認
し
て
出
発
し
て
い
る
。

「
ど
ん
な
に
い
や
ら
し
く
見

え
る
生
き
物

（人
間
も
含
め
て
）」

と
い
う
捉
ら
え
方
に
も
、
そ
の
観
点
は
、

如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
。

「
い
や
し
い
」
と
言
い
、
「
い
や
ら
し
い
」
と
見
え

ママ

る
と
す
る
「
生
き
物
」
を
、
そ
れ
で
は
、

「温
か
く
抱
み
こ
む
」
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
こ
に
微
妙
な
問
題
が
あ
る
。

訳
者
・
田
谷
多
枝
子
氏
は
、
そ
の
観
点
か
ら
、
終
に
は
、

「
に
も
、
何
か
し

ら
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
、
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
（
傍
点
加
藤
。
）
と
い
う

「心
の

ゆ
と
り
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
の
到
達
点
は
、

「寓
話
」
が
真
の
意

味
で
の

「お
も
し
ろ
さ
」
を
、
先
述
の

「風
刺
」
の
鋭
さ
に
ま
で
深
め
て
味
わ

う
た
め
に
は
、
大
き
な
限
界
を
持
つ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「寓
話
」
が、

こ
の
価
値
を
持
ち
得
る
た
め
に
は
、

「風
刺
」
の
「
刃
」
は
、
終
に
は
「
人
間

社
会
」
そ
の
も
の
の
矛
盾
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
原
作
―
'
M
c
G
r
a
w
,Hill
B
8
k
 C
o
m
p
a
n
y
:＿
版
の
表
紙
に
は
、

次
の
よ
う
な
紹
介
文
が
あ
る
。

つ
A
N
A
T
O
L
E

B
y
 E
V
E
T
I
T
U
S
 Pictures 
b
y
 
Paul 
G
a
l
o
n
e
 

A
n
a
t
o
l
e
 
lived 
in 
a
 small 
m
o
u
s
e
 village 
n
e
a
r
 
Paris 
w
i
t
h
 
his 
w
i
f
e
 

g
d
 six 
children. 
E
v
e
r
y
 
e
v
e
n
i
n
g
 
h
e
 
bicycled 
into 
the 
city 
to 
find 

f
o
o
d
 
for 
his 
family
.
 

O
n
e
 e
v
e
n
i
n
g
,
 hiding 

u
n
d
e
n
 
a
 s
o
f
a
`
A
n
a
t
o
l
e
 
h
e
a
r
d
 
a
n
 
a
n
g
r
y
 
m
a
n
 

s
a
y
,
 "

T
h
e
y
 
are 
a
 disgrace 
to 
F
r
a
n
c
e
-
-
t
o
 
be 
a
 m
o
u
s
e
 
is 
to 
be 
a
 

villain
.
 "

S
h
o
c
ke
d
 a
n
d
 upset, 
h
e
 left 
the 
h
o
u
s
e
 a
n
d
 w
e
n
t
 h
o
m
e
 to 
tell 

the 
s
a
d
 
tale 
to 
his 
wife. 

"If 
o
n
l
y
 
w
e
 c
o
u
l
d
 
give 
p
e
o
p
l
e
 s
o
m
e
t
h
i
n
g
 

in 
return. 

"
S
h
e
 m
o
a
n
e
d
`
"
b
u
t
 alas, 
that 
is 
impossible." 

A
t
 
his 
wife's 
w
o
r
d
s
,
 
A
n
a
t
o
l
e
 
j
u
m
p
e
d
 
u
p
 a
n
d
 
d
a
n
c
e
d
 
a
r
o
u
n
d
 
the 

room•He 

a
n
n
o
u
n
c
e
d
 
that 
h
e
 
h
a
d
 
a
n
 
idea
,
 an

d
 
w
h
a
t
 
a
 wonderfull 

idea 
it 
w
a
s
!
 
R
e
a
d
e
r
s
 o
f
 A
N
A
T
O
L
E
 are 
sure 
to 
agree a
n
d
 will 
join 

in 
p
r
o
c
l
a
i
m
i
n
g
 
h
i
m
 the 
M
o
u
s
e
 M
a
g
n
i
f
i
q
u
e
 !
 
(傍
線
、
加
藤
。）

こ
の

「紹
介
」
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

「ね
ず
み
」
が
、

「人
間
」
に
対

し
て

「お
返
し
」
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
こ
の

「寓
話
」
の
発
想
の
出
発
点

に
な

っ
て
い
る
。

「お
返
し
」
と
は
、
何
か
。

一
般
に
、

「お
返
し
」
と
は
、
相
手
か
ら
与
え
ら
れ
た
好
誼
へ
の
感
謝
の
心

を
基
盤
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
、
し
っ
ぺ
返
し
の
意
味
で
は
な

い
。
と
す
る
と
、
ア
ナ
ト
ー
ル
側
は
、
人
間
側
か
ら
の
罵
倒
に
等
し
い
悪
口
雑

言
を
、
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
弱
者
の
立
場
に
立
っ
た
者
た
ち

が
、
権
力
側
に
対
し
こ
の
よ
う
に
阿
る
姿
勢
を
示
す
と
こ
ろ
に
は
、
「
寓
話
」

の
真
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
は
成
立
し
な
い
。
ど
う

「教
材
」
化
す
べ
き
な
の

、
。
力

以
上
、
実
践
に
先
立
っ

て
、
私
た
ち
は
、
「
寓
話
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う

な
基
本
的
な
機
能
を
省
み
る
。

「作
品
」
が

「教
材
」
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、

こ
の
よ
う
な
弱
点
が
確
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

さ
て
、
私
は
、
山
口
県
防
府
市
立
西
浦
小
学
校
四
年
二
組

（京
免
郁
恵
教
諭

学
級
・
男
子

一
六
名
女
子

一
三
名
）
の
単
元

「作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
物

語
」
（
全

―一

時
間
）
中
第
五
及
び
第
八
時
に
お
け
る
京
免
郁
恵
教
諭
の
学
習

指
導
に
、
ま
ず
学
ん
だ
。
そ
こ
で
は
、
「
構
造
ー
」
「
構
造
II
」
に
分
け
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て
、
「
「
お
も
し
ろ
い
」
と
こ
ろ
．
感
心
し
た
と
こ
ろ
」
が
、
次
々
に
発
表
さ

れ
て
い
く
。
私
は
、
聴
き
ひ
た
り
、
聴
き
分
け
て
、
問
題
点
を
こ
う
整
理
し
て

＜
 

しー
「
お
も
し
ろ
い
」
と
こ
ろ
．
感
心
し
た
と
こ
ろ

の
ね
ず
み
が
、

自
転
車
に
乗
っ
て
出
か
け
る
と
こ
ろ
。

の
家
族
の
た
め
に
、

毎
晩
食
べ
物
を
探
す
と
こ
ろ
。

e
ひ
み
つ
の
ろ
う
か
を
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
ぬ
け
る
と
こ
ろ
。

④
う
わ
さ
に
、
ぴ
ん
と
耳
を
立
て
る
と
こ
ろ
。

⑤
女
の
人
の
ぐ
ち
の
こ
ぼ
し
か
た
。

（こ
っ
そ
り
・
ひ

っ
か
き
ま
わ
す
・

乗
っ
か
る
・
す
て
な
く

っ
ち
ゃ
ー
の
言
葉
つ
か
い
）

＠
男
の
人
の
お
こ
り
か
た

（フ
ラ
ン
ス
中
の
は
じ
・
ぷ
り
ぷ
り
し
て
・
ど

ろ
ぽ
う
と
お
ん
な
じ
さ
ー
の
言
葉
づ
か
い
）

の
ア
ナ
ト
ー
ル
の
あ
わ
て
か
た

（さ
あ
、
す
ぐ
に
帰
ろ
う
）

⑧
ガ
ス
ト
ン
の
言
い
方
と
考
え
方

（鼻
の
先
で
言
う
・
人
は
人
、
ね
ず
み

は
ね
ず
み
さ
・
さ
も
く
だ
ら
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
か
た
を
す
く
め

ま
し
た
）

⑨
ア
ナ
ト
ー
ル
が
、
人
間
と
友
達
に
な
り
た
く
て
、
け
い
べ
つ
さ
れ
て
も

が
ま
ん
し
た
と
こ
ろ

（ゆ
め
に
も
お
も
わ
な
か

っ
た
よ
・
た
ま
ら
な
い
こ

と
だ
よ
・
め
い
よ

っ
て
も
の
が
あ
る
）

◎

「

構
造
ー
」
に
関
る
問
題
点

の
ね
ず
み
が
、
人
間
と
お
な
じ
よ
う
に
し
ゃ
べ

っ
た
り
行
動
し
た
り
す
る

世
界
に
、
素
直
な
関
心
を
示
し
て
い
る
。

の
「
ふ
だ
ん
あ
ん
ま
り
使
わ
な
い
」
言
葉
づ
か
い
を
具
体
的
に
と
ら
え

て
、
そ
の
表
現
世
界
に
注
目
し
て
い
る
。

③
ア
ナ
ト
ー
ル
が
家
族
の
た
め
に
毎
晩
働
く
姿
に
も
、

立
派
さ
を
認
め
て

い
る
。

④
ガ
ス
ト
ン
の
言
い
方
と
考
え
方
に
も
注
目
し
て
、

と
評
価
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
寓
話
」
の
世
界
で
は
、
ね
ず
み
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
も

固
定
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
作
品
で
も
、
そ
れ
を
前
提
に
し

て
そ
の
変
革
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
学
習
者
の
受
け
止
め

方
は
、
③
や
④
の
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
こ
か
ら
出
発
し
よ
う
と
は
し
て

い
な
い
。
こ
の
「
寓
話
」
の
教
材
化
に
は
、

学
習
者
の
こ
の
よ
う
な
主
題
意
識

を
ど
う
育
む
か
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

「寓
話」

を
教

材
化
す
る
こ
と
の
意
味
、

「寓
話
」
の

「お
も
し
ろ
さ
」
を
真
の
意
味
で
味
わ

う
こ
と
の
で
き
る
力
を
育
む
方
法
の
摸
索
を
求
め
る
。
そ
れ
は
、
前
節
で
吟
味

し
た
こ
の

「作
品
」
の
持
つ
弱
点
を
、

「教
材
」
化
の
力
量
に
お
い
て
克
服

し
、
突
き
抜
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
学
習
者
の
発
表
は
、
そ
れ
を
教
え
て

い
る
。

た
と
え
ば
、
中
で
、
「
家
族
の
た
め
に
、
毎
晩
食
べ
物
を
さ
が
す
と
こ

ろ
。」

を
指
摘
す
る
学
習
者
の
受
け
止
め
方
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
感
心
」
を

中
心
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

「人
間
」

一
般
の
代
表
と
し
て
後
に
登
場
し

て
く
る
「
女
の
人
」
や

「男
の
人
」
の
受
け
止
め
方
と
は
、

全
く
異
な
る

「ね

ず
み
」
観
が
、
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
食
べ
物
」
が
、

「人
間
」
か
ら

見
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
生
き
て
い
く
」
こ
と
へ
の

一
生
懸

命
な
姿
こ
そ
が
尊
い
と
す
る
考
え
を
、
よ
く
反
映
す
る
。

こ
の
問
題
は
、
「
構
造

m」
に
お
い
て
、

子
供
た
ち
が
、
「

（前
略
）
だ
っ

て
、
う
ち
の
パ
パ
は
、
り

つ
ば
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ね
ず
み
に
な
っ
た
ん
だ
も

の
。
」
と
抱
き
付
く
場
面
に
直
結
す
る
。
右
の
反
応
を
素
直
に
示
し
て
い
た
学

習
者
が
、
こ
こ
に
至
っ

て

「ね
ず
み
の
王
様
、
ア
ナ
ト
ー
ル
」
の
方
向
へ
の
み

傾
い
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の

「作
品
」
を
「
教
材
」
化
し
え
た
こ
と
に
な
る
の

か
。
「
寓
話
」
の
生
命
に
も
触
れ
る
こ
の
よ
う
な
具
体
は
、

学
習
指
導
目
標
と

「
か
し
こ
い
な
。
」
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「
ひ
み

の
関
り
に
お
い
て
、
慎
重
に
吟
味
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
「
ガ
ス
ト
ン
の
言
い
か
た
と
考
え
か
た
」
を
指
摘
す
る
学
習
者
の
受

け
止
め
方
は
、
ど
の
よ
う
な
王
題
意
識
を
反
映
し
て
い
る
の
か
。
た
と
え
ば
、

ア
ナ
ト
ー
ル
の
「
悲
し
そ
う
な
」
こ
と
ば
に
対
し
て
の
ガ
ス
ト
ン
の
「
か
た
を

す
く
め
」
て
の
反
発
は
、
「
こ
れ
が
、
生
き
て
い
く
つ
て
こ
と
さ
。
」
に
こ
そ

集
約
さ
れ
て
い
た
。

「
寓
話
」
は
、
そ
れ
を
置
き
去
り
に
し
て
、
「
お
返
し
」

の
発
想
へ
と
流
れ
込
ん
で
い
く
。
学
習
者
の
右
の
反
応
は
、
こ
の
流
れ
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
る
の
か
、
導
か
れ
な
い
の
か
。

こ
の
問
題
は
、
ガ
ス
ト
ン
が
、
こ
の
「
寓
話
」
の
結
末
近
く
で
、
「
ぴ
ょ
こ

り
と
頭
を
下
げ
て
」
、
「
い
い
と
も
、
喜
ん
で
。
」
と
、
ア
ナ
ト
ー
ル
の
生
き

方
に
同
調
し
て
い
く
場
面
に
直
結
す
る
。
ガ
ス
ト
ン
は
、
ど
こ
で
変
わ
っ
た
の

か
。
あ
の
確
信
に
満
ち
た
信
条
は
、
ど
う
な
っ
た
の
か
。
と
に
も
か
く
に
も
、

こ
の
唐
突
な
変
貌
ぶ
り
は
、
④
の
よ
う
な
学
習
者
の
せ
っ
か
く
の
主
題
意
識

を
、
吟
味
す
る
こ
と
も
、
支
え
る
こ
と
も
な
く
、
打
ち
棄
て
て
し
ま
う
こ
と
に

な
ら
な
い
か
。

「
教
材
」
化
の
視
点
が
、
問
わ
れ
よ
う
。

II

「
お
も
し
ろ
い
」
と
こ
ろ

．
感
心
し
た
と
こ
ろ

の
デ
ュ
バ
ル
社
長
が
、
つ
ま
ん
で
食
べ
て
み
て
、
ま
い
っ
た
、
と
言
っ
た

と
こ
ろ
。

の
デ
ュ
バ
ル
社
長
が
、
ア
ナ
ト
ー
ル
を
人
間
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
る
と

こ
ろ
。

（
こ
っ
そ
り
と
•
お
返
し
•
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
）

e
ド
セ
ッ
ト
と
ア
ナ
ト
ー
ル
、
そ
れ
に
デ
ュ
バ
ル
社
長
も
、
「
お
返
し
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

④
こ
れ
で
、
ね
ず
み
と
人
間
と
は
、
友
達
に
な
れ
る
だ
ろ
う
が
、

つ
の
ま
ま
」
で
あ
る
と
こ
ろ
。

◎

「

構

造

II」
に
関
る
問
題
点

の
ア
ナ
ト
ー
ル
の
才
能
と
知
恵
に
感
心
し
な
が
ら
、

そ
れ
と
表
裏

一
体

「
お
も
し
ろ

に
、
デ
ュ
バ
ル
社
長
た
ち
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
に
、

さ
」
を
味
わ
っ
て
い
る
。

の
ア
ナ
ト
ー
ル
た
ち
ね
ず
み
に
と
っ
て
の
「
お
返
し
」
と
デ
ュ
バ
ル
社
長

た
ち
人
間
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
を
、
お
な
じ
質
の
も
の
と
考
え
て
い
い
の
か
。

e
「
ひ
み
つ
」
と
い
う
条
件
に
つ
い
て
、
価
値
学
習
を
深
め
る
可
能
性
が

あ
る
。

ま
ず
第

一
に、

言
う
と
こ
ろ
の
「
ア
ナ
ト
ー
ル
の
才
能
と
知
恵
」
が
、
何
を

目
的
に
し
て
発
揮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
が
、
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

「
オ
能
」
や
「
知
恵
」
が
、
す
ば
ら
し
い
も
の
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
か
ら
に

は
、
そ
れ
は
、
自
己
に
と
っ
て
も
、
社
会
に
と
っ
て
も
、
真
に
幸
せ
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
り
た
い
。
こ
こ
で
は
、
ど
う
で
あ
る
の
か
。

こ
の
こ
と
は
、
先
述
の
「
お
返
し
」
の
発
想
に
直
結
す
る
。
ア
ナ
ト
ー
ル
の

「
オ
能
」
と
「
知
恵
」
と
は
、
「
哀
し
み
」
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
一
方
的
な

「
お
返
し
」
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
デ
ュ
バ
ル
社
長
が
「
そ
れ
に
気
づ
い
て

い
な
い
」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
点
に
お
い
て
も
、
こ
の

「お
返
し
」

に
関
わ
る
「
オ
能
」
や
「
知
恵
」
に
は
、
「
寓
話
」
を
成
立
さ
せ
る
意
味
で
の

「
お
も
し
ろ
さ
」
に
は
、
む
し
ろ
背
を
向
け
る
要
素
を
内
在
さ
せ
て
は
い
な
い

か
。

「
教
材
」
化
に
は
、
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

第
二
に、

「お
返
し
」
が
、
両
者
に
と

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
か
で
あ
る
。

「
ア
ナ
ト
ー
ル
」
に
代
表
さ
れ
る
「
ね
ず
み
」
に
と
っ
て

の
意
味
は
、
右
に
述
べ
た
。
言
わ
れ
な
き

「罵
倒
」
を
そ
の
ま
ま
甘
受
し
た
上

で
の
「
お
返
し
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
デ
ュ
バ
ル
社
長
に
代
表
さ
れ
る
「
人

間
」
に
と
っ
て
、
喜
ん
で
受
け
取
る
べ
き
「
お
返
し
」
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
デ
ュ
バ
ル
社
長
自
身
、
な
ぜ
「
お
返
し
」
を
さ
れ
る
の
か

に
、
思
い
当
た
る
節
は
な
い
。
利
益
に
酔
う
だ
け
の
姿
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
三
に
は
、
「
ひ
み
つ
」
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
に
つ
い
て
、
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学
習
は
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
来
、
物
語
に
お
け
る
「
ひ
み
つ
」
が
、

子
ど
も
た
ち
に
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
与
え
る
の
は
、
「
ひ
み
つ
」
の
当
事
者
双

方
が
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
な
い
限
り
、
ど
こ
か
で
通
じ
合
、

2
辛
せ
を
予

想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
デ
ュ
バ
ル
社
長
が
、
ア
ナ

ト
ー
ル
を
「
人
間
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
は
成
立

し
て
い
る
。
「
ひ
み
つ
」
は
、
真
に
活
か
さ
れ
た
か
。

私
は
、
学
習
者
の
活
発
な
発
表
に
き
き
ひ
た
り
な
が
ら
、
こ
の
「
作
品
」
を

「
教
材
」
化
す
る
た
め
の
観
点
が
、
「
お
も
し
ろ
さ
」
に
お
い
て
、
表
面
的
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
、
思
い
を
致
し
て
き
た
。

そ
こ
で
、
私
は
、
週
を
隔
て
て
指
導
者
と
し
て
参
入
す
る
予
定
の
こ
の
学
級

の
学
習
者
た
ち
に
、
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
次
の
発
問
を
託
し
た
。
そ
れ
へ

の
学
習
者
た
ち
の
「
理
解
」
と
そ
の

「
表
現
」
と
は
、
京
免
許
郁
恵
教
諭
に

よ
っ
て
、
郵
送
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
三
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
た
。〈

私
の
発
問
〉
ア
ナ
ト
ー
ル
が
、
も
し
デ
ュ
バ
ル
さ
ん
に
会
っ
て
い
た

ら
、
デ
ュ
バ
ル
さ
ん
は
、
何
と
言
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。

〈
類
型
I
〉
（
原
文
の
ま
ま
。
以
下
、
同
じ
。）

「
あ
り
が
と
う
。
ア
ナ
ト
ー
ル
の
お
か
げ
で
、
デ
ュ
バ
ル
チ
ー
ズ
工
場

が
、
よ
み
が
え

っ
た
よ
う
に
、
大
は
ん
じ
ょ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ど
れ
も
、

A
 

み
ん
な
、
あ
な
た
の
お
か
げ
で
す
。
で
も
、
あ
な
た
が
ね
ず
み
だ
と
思
わ
な

か
っ
た
よ
。
き
み
は
、
と
て
も
チ
ー
ズ
の
味
が
わ
か
る
ん
だ
ね
。
ほ
ん
と
う

に
あ
り
が
と
う
。」

〈
類
型
II
〉

「な
あ
ん
だ
。
ね
ず
み
だ
っ
た
の
か
。
で
も
何
で
も
う
ち
の
工
場
が
り
っ

ぱ
に
な
っ
た
ん
だ
か
ら
、
う
れ
し
い
け
ど
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
く
わ
し

か
っ
た
ん
だ
な
。
す
ご
く
き
た
な
い
。
ね
ず
み
が
さ
わ
っ
た
物
は
食
え
な

つ
の
方
向

マ
マ

い
。
（
デ
ュ
バ
ル
さ
ん
は
、
人
間
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
ね
ず
み
を
ば
か
に

し
た
よ
う
な
言
い
方
み
た
い
に
す
る
と
思
っ
た
。
）
」

〈
類
型

m〉

マ
マ

「
（
も
し
ア
ナ
ト
ー
ル
が
ね
ず
み
だ
と
分
か
っ
た
ら
、
き
っ
と
デ
ュ
バ
ル

さ
ん
は
、
し
ん
じ
な
い
と
思
う
。
わ
け
は
、
ね
ず
み
が
字
を
か
け
る
わ
け
な

c
 

い
か
ら
。）

お
前
が
本
当
に
書
い
た
の
か
。
い
や
し
ん
じ
ら
れ
ん
。
ぜ
っ
た

い
に
ね
ず
み
が
書
い
た
と
は
思
え
ん
。
う
そ
だ
。
さ
っ
さ
と
こ
の
へ
や
か
ら

で
て
け
。
で
て
け
ー
。
」

す
な
わ
ち
、

三
つ
の
「
類
型
」
と
も
に
、

A
.
B
.
C
に
と
り
わ
け
き
き
ひ

た
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
し
て
つ
き
つ
め
る
べ
き
価
値
学
習
を
示
唆
す

る
。ま

ず
、

〈
類
型
I
〉
の
学
習
者
た
ち
は
、
例
が
示
す
よ
う
に
、
首
尾
「
あ
り

が
と
う
」
で

一
貫
し
て
い
る
。
デ
ュ
バ
ル
社
長
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
の
工
場

が
「
大
は
ん
じ
ょ
う
に
な
」
っ
た
こ
と
へ
の
喜
び
を
、
率
直
に
表
し
て
い
る

し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
デ
ュ
バ
ル
社
長
は
、

「ね
ず
み
」
の
「
オ
能
」
の

す
ば
ら
し
さ
を
認
め
る
立
場
に
も
立
っ

て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
「
人
間
」
の
代

表
で
あ
る
デ
ュ
バ
ル
社
長
と
、
「
ね
ず
み
」
の
代
表
で
あ
る
ア
ナ
ト
ー
ル
と
の

間
に
、
「
お
返
し
」
の
「
知
恵
」
が
結
実
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
類
型
の
例
に
お
い
て
も
、
波
線
A
に
如
実
に
表
れ
て
い
る

デ
ュ
バ
ル
社
長
の
立
場
か
ら
の
思
い
は
、
右
の
結
実
に
よ
り
不
問
に
付
さ
れ
て

よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
A
で
始
ま
る

一
文
は
、
さ
り
げ
な
く
疑
問
を
呈
し
た

ま
ま
、
次
の

一
文
の
「
オ
能
」
の
確
認
と
感
謝
の
気
持
ち
へ
と
集
約
さ
れ
て

い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

A
に
ほ
の
見
え
た
こ
の
学
習
者
の
思
い
は
、
ど
の
よ

う
に
デ
ュ
バ
ル
社
長
の
立
場
に
立
っ
て
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
具
体
的
な

発
問
で
揺
さ
ぶ
り
、
価
値
学
習
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
〈
類
型
II
〉
の
学
習
者
た
ち
は
、
例
が
示
す
よ
う
に
、
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に
分
裂
し
て
混
乱
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
で
は
、
打
算
的
に
「
う
れ
し

い
」
と
告
白
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、

「ね
ず
み
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て、

あ
の

「男
の
人
」
や
「
女
の
人
」
た
ち
と
同
様
に

「き
た
な
い
」

・
「食
え
な

い
」
と
連
発
し
て
い
る
。

（
）

に
よ
る
補
足
説
明
に
あ
る

「人
間
と
思
っ
て

い
た
か
ら
」
に
は
、
右
の
矛
盾
の
よ
っ
て
来
る
根
本
の
認
識
が
、
告
白
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
受
け
止
め
は
、
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。

た
と
え
ば
、
こ
の
学
習
者
の
表
現
、
波
線
B
を
見
す
え
て
み
る
。
B
の
示
す

方
向
は
、
先
行
し
て
い
た
「
う
れ
し
い
」
を
打
ち
消
す
も
の
な
の
か
。
そ
れ
と

も
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
デ
ュ
バ
ル
社
長
は
、
な
お
、
あ
る
意
味
で
は
「
う

れ
し
い
」

気
持
ち
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
。
だ
と
し
た
ら
、

「
人
間
」
の
代
表
で
あ
る
デ
ュ
バ
ル
社
長
と
「
ね
ず
み
」
の
代
表
で
あ
る
ア
ナ

ト
ー
ル
と
は
、
こ
の
受
け
止
め
方
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
っ
た
こ
と

に
な
る
の
か
。
具
体
的
な
発
問
で
深
め
て
み
た
く
思
う
。

さ
ら
に
、

〈
類
型
皿
〉
の
学
習
者
た
ち
は
、
例
が
示
す
よ
う
に
、
物
語
の
世

界
を
冷
た
く
つ
き
離
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。
「
ね
ず
み
」
が
、
「
ね
ず
み
」

と
し
て
「
寓
話
」
の
世
界
で
機
能
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
。
こ
の
学
習
者
の

例
で
は
、
と
り
わ
け
具
体
的
に
「
ね
ず
み
が
字
を
か
け
る
わ
け
な
い
か
ら
。
」

コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
こ
の
物
語
は
、
も
と
も
子
も
な
く
な
ろ

う
と
い
う
も
の
だ
が
、

学
習
者
を
し
て
、
こ
の
よ
う
に
物
語
を
つ
き
離
さ
せ
た

の
は
、
何
で
あ
る
の
か
、
そ
こ
を
詰
め
て
み
た
い
。

こ
の
学
習
者
の
認
識
は
、
波
線
C
の
一
語
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
強
調
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
デ
ュ
バ
ル
社
長
に
よ
る
先
の
類
型
が
見
せ
た
「
感
謝
」

や
「
喜
び
」
が
、
相
手
の
真
の
存
在
と
の
交
流
を
避
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み

成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
「
お
返
し
」
の
本
質
と

の
関
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
両
者
の
交
流
が
、
こ
の
よ

う
な
隔
た
り
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
を
示
す
。
学
習
者
の

〈
類
型
皿
〉
へ
の

傾
き
の
要
素
は
、
他
の
二
類
型
に
も
、
内
在
し
て
い
た
。

私
は
、
学
習
指
導
計
画
を
立
て
る
に
当
た
っ
て
、
先
の

「問
題
点
」
か
ら
予

測
し
て
い
た
学
習
者
た
ち
の
「
理
解
」
の
本
質
を
、
こ
の
よ
う
に
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、

「ひ
み
つ
」
に
よ

っ
て
の
み
保
た
れ
て
い
る
「
幸

せ
者
」
と
い
う
虚
像
と
、
そ
れ
を
支
え
る
「
お
返
し
」
の
空
疎
な
意
味
と
を
真

正
面
か
ら
吟
味
す
る
学
習
指
導
こ
そ
が
、
具
体
的
に
求
め
ら
れ
て
く
る
は
ず
で

あ
る
。

「
寓
話
」
が

「寓
話
」
と
し
て
の
価
値
を
ど
の
よ
う
に
徹
底
し
て
活
か

し
て
い
る
か
、
こ
の
「
教
材
」
化
は
、
そ
れ
を
問
う
。

こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
あ
の
ガ
ス
ト
ン
の
役
割
を
再
考
す
，る
こ
と
を
、
具

体
的
に
要
求
す
る
。
ガ
ス
ト
ン
の
生
き
抜
き
方
に
鋭
く
表
れ
て
い
た
問
題
が
、

ど
の
よ
う
に
唐
突
に
横
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
の
必
然
的
な
結

果
と
し
て
の
右
の
矛
盾
と
、
矛
盾
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
上
で
の
み
成
り
立

っ
「
世
界

一
か
し
こ
い
ね
ず
み
」

・
「ね
ず
み
の
王
様
、
ア
ナ
ト
ー
ル
」
を、

吟
味
す
る
学
習
指
導
こ
そ
が
、
求
め
ら
れ
る
。
学
習
者
は
、
す
で
に
そ
の
必
要

性
を
確
か
に
自
覚
し
始
め
て
い
る
。
応
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
の
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ
行
く
」
の
学
習
指
導
|
単
元

「
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
物
語
」
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
1

於
山
口
県
防
府
市
小
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
研
究
会
・
防
府
市
国
語
教

育
振
興
会
研
究
大
会

①

日
時

一
九
九
三
年
七
月
八
日

（木
）

―――
一時
二
五
分
1
一
四
時

一
0
分

指
導
者
加
藤
宏
文

②

学
習
者
山
口
県
防
府
市
立
西
浦
小
学
校

四

年

二
組

（京
免
郁
恵
教
諭

学
級
）
男
子

一
六
名

・
女
子

二
二
名

③

教

材

イ

プ
11
タ
イ
タ
ス
作
、
田
谷
多
枝
子
訳
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ

-327 -



「
国
語
四
上
・
か
が
や
き
」
）

ゆ
め
に
も

行
く
」
（
光
村
図
書
・

④

学
習
指
導
の
目
標

り
「
お
も
し
ろ
さ
」
の
焦
点
に
な
る
語
の
理
解
を
確
か
め
・
深
め
る
こ
と

を
通
し
て
、
「
お
も
し
ろ
さ
」
の
質
を
高
め
さ
せ
る
。

の

す

で

に
育
ま
れ
て
い
る

「主
体
的
活
動
」
と

「集
団
思
考
」
の
学
習
形

態
を
、
錬
磨
さ
せ
る
。

e
学
習
の
成
果
を
、
前
時
の
到
達
点
と
の
接
点
で
「
創
る
」
表
現
に
定
着

さ
せ
る
。

⑤

目
標
設
定
の
理
由

第
四
学
年
で
は
、

一
般
的
に
発
達
段
階
の
異
な
る
学
習
者
が
、
集
団
を
な

し
て
い
る
。

一
方、

「弾
力
的
」
と
は
い
え
、
「
中
心
的
」

・
「
関
係
的
」

認
識
が
、
求
め
ら
れ
て
も
い
る
。
前
者
を
、
個
性
と
し
て
の
「
主
体
的
活

動
」
、
後
者
を
そ
の
相
互
批
評
に
お
け
る

「集
団
思
考
」
の
場
で
実
現
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
統
合
の
道
が
伐
り
拓
か
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
前
者
が
豊
か

に
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
た

「お
も
し
ろ
さ
」
の
焦
点
を
な
す
語
を
、
後

者
の
場
で
吟
味
し
合
う
方
法
の
探
求
を
求
め
る
。
そ
の
上
で
の
ひ
と
り
ひ
と

り
の
変
革
を
、
自
覚
的
な
表
現
へ
と
伸
ば
し
た
い
。

⑥

本
時
指
導
の
焦
点

囚
「
な
あ
ん
だ
。
そ
ん
な
こ
と
か
。
」

ガ
ス
ト
ン
は
鼻
の
先
で
言
い
ま
し
た
。

「人
は
人
、
ね
ず
み
は
ね
ず
み
さ
。
ぼ
く
ら
の
家
族
だ

っ
て
、
も
の
を

食
わ
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
だ
し
、
ね
ず
み

つ
て
も
の
は
、
人
の
家
で
し
か
食

べ
物
を
あ
さ
れ
な
い
ん
だ
ぜ
。
」

「
で
も
、
ぼ
く
は
、
人
間
が
あ
ん
な
言
い
方
を
す
る
と
は
、

思
わ
な
か

っ
た
よ
。
」

ア
ナ
ト
ー
ル
は
悲
し
そ
う
に
言
い
ま
し
た
。

「
人
か
ら
軽
べ
つ
さ
れ
た
り
、
の
け
者
に
さ
れ
た
り
す
る
な
ん
て
、
た

ま
ら
な
い
こ
と
だ
よ
。
ね
ず
み
だ
っ
て
、
り
っ
ぱ
な
動
物
な
ん
だ
。
ね
ず

み
に
も
、
め
い
よ

っ
て
も
の
が
あ
る
。
」

ガ
ス
ト
ン
は
、
さ
も
く
だ
ら
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
か
た
を
す
く

が
ま
し
た
。

「そ
ん
な
こ
と
、
ど
う
だ

っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
ア
ナ
ト
ー
ル
。
こ

れ
が
、
生
き
て
い
く
っ
て
こ
と
さ
。
」

(8
5
.
I
O
)

⑧
デ
ュ
バ
ル
さ
ん
は
、
ア
ナ
ト
ー
ル
に
、
ぜ
ひ
会
い
た
い
と
、

手
紙
を
書

き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
こ
の
ま
ま
知
ら
れ
ず
に
い
た

い
と
、
返
事
を
よ
こ
し
ま
し
た
。

(9
5
.
3
)

⑦

学
習
指
導
の
展
開

（注
l
)

（本
時
分
）
ー
発
問
を
中
心
と
し
た
構
造
|

〈
は
じ
め
〉

の
ガ
ス
ト
ン
の
言
っ
た
言
葉
の
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
心
に
残
っ
て
い
る
の

を
、
で
き
る
だ
け
短
く
取
り
上
げ
な
さ
い
。

の
そ
れ
は
、
ア
ナ
ト
ー
ル
の
ど
ん
な
言
葉
に
た
い
し
て
、
向
け
ら
れ
た
も

の
で
す
か
。

の
ガ
ス
ト
ン
は
、
そ
の
言
葉
を
、
ど
ん
な
態
度
で
言
い
ま
し
た
か
。

〈
な
か
〉

の

「鼻
の
先
で
言
う
」
の
使
い
方
を
、
次
の
例
で
確
か
め
て
み
よ
う
。

（例
略
。
）
ー
「
理
解
」
を
確
か
め
る
゜
ー

の
ガ
ス
ト
ン
は
、
何
に
た
い
し
て
、
そ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
の
で
す

か
。
ー
ー

「理
解
」
を
深
め
る
。
1

e
「
か
た
を
す
く
め
る
」
の
使
い
方
を
、
次
の
例
で
確
か
め
て
み
よ
う
。

|

「理
解
」
を
確
か
め
る
。
1

④
ガ
ス
ト
ン
は
、
何
に
た
い
し
て
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
で
す

か
゜
ー

「

理

解
」
を
深
め
る
。
1
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⑤
ガ
ス
ト
ン
の
生
き
方
を
、
ど
う
思
い
ま
す
か
°
|
「
表
現
」
す
る
。
1

〈
と
じ
め
〉

の
ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
何
の
つ
も
り
で
、
「
ひ
と
仕
事
」
を
し
た
の
で
す

、
。
力

の
ガ
ス
ト
ン
は
、
な
ぜ
生
き
方
を
変
え
た
の
で
す
か
。

e
ァ
ナ
ト
ー
ル
が
、
も
し
デ
ュ
バ
ル
さ
ん
に
会
っ
て
い
た
ら
、
デ
ュ
バ
ル

さ
ん
は
、
何
と
言
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。

⑧
指
導
上
の
留
意
点

〈
は
じ
め
に
〉
に
関
っ
て
。

の
「
学
習
者
の
視
点
に
立
つ
」
と
、
よ
く
唱
え
ら
れ
る
。
初
発
の
感
想

が
、
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
え
て
し
て
右
の
提
唱
が
、

一
方
で
は
気

ま
ま
を
許
容
し
た
り
、
他
方
で
は
機
械
的
形
式
的
な
活
動
の
み
を
訪
っ
た

り
し
が
ち
で
あ
る
。

「
い
ち
ば
ん
心
に
残
っ
て
い
る
の
」
お
よ
び
「
で
き

る
だ
け
短
く
」
は
、
学
習
者
が
、
自
ら
の
「
初
発
の
感
想
」
の
価
値
を
自

覚
し
た
上
で
発
表
す
る
態
度
や
方
法
を
誘
ヽ
？
も
の
で
あ
る
。
教
科
書
に
傍

線
を
引
く
こ
と
が
、
多
け
れ
ば
よ
い
と
誤
解
さ
れ
た
り
、
発
表
の
場
合

も
、
長
々
と
引
用
し
た
り
す
る
ば
か
り
で
、
発
表
そ
の
も
の
が
「
表
現
」

と
し
て
の
基
本
的
な
条
件
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
傾
向
を
、
改
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
学
習
者
は
、
主
題
意
識
を
確
認
す
る
。

の

0
に
お
い
て
、
学
習
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、
ガ
ス
ト
ン
像
を

描
き
始
め
て
い
る
。
こ
の
貴
重
な
入
り
口
が
、
こ
の
物
語
の
主
流
と
ど
の

よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
、
そ
の
視
点
か
ら
構
造
的
・
相
対
的
に
理
解
を
深

め
さ
せ
た
い
。
学
習
者
は
、
こ
こ
で
、
ア
ナ
ト
ー
ル
と
ガ
ス
ト
ン
と
の
生

き
方
に
つ
い
て
の
信
条
を
、
相
対
化
す
る
。
こ
の
確
か
さ
こ
そ
は
、
こ
の

物
語
の
「
寓
話
」
性
を
、
正
し
く
、
あ
る
い
は
批
判
的
に

「理
解
」
す
る

方
向
へ
と
、
指
導
し
て
い
こ
う
。

e
学
習
者
た
ち
は
、
前
時
限
で
、
京
免
郁
恵
教
諭
か
ら
、
語
彙
指
導
の
角

度
か
ら
、
「
鼻
の
先
で
言
う
」
や
「
か
た
を
す
く
め
る
」
の
用
法
と
意
味

に
つ
い
て
指
導
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
語
彙
の
習
得

（注
2
)
を
念
頭
に
、
さ
ら
に
、
こ
の
場
面
で
の
具
体
に
即
し
た
習
熟
ヘ

と
、
そ
の
価
値
学
習
を
深
め
て
い
き
た
い
。

〈
は
じ
め
に
〉
の
段
階
で
、

学
習
者
は
、
の
．
の
を
受
け
た

eに
至
っ
て
、
ガ
ス
ト
ン
像
を
、
で
き
る

だ
け
具
体
的
に
描
き
出
し
て
お
く
こ
と
に
な
る
。

〈
な
か
〉
に
関
っ
て
。

の
語
彙
の
技
能
的
な
面
で
の
「
理
解
」
と
そ
の
「
表
現
」
と
に
、
し
ば
ら

く
は
徹
し
て
み
る
。

「
鼻
の
先
で
言
う
」
に
関
わ

っ
て
、
い
辞
書
に
よ
る

説
明
、
⑰
そ
の
具
体
的
な
場
面
例
、
④
そ
の
用
例
ー
の
三
点
を
、
他
の

「鼻」

を
用
い
た
表
現
例
を
も
同
様
に
混
ぜ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ

せ
を
ま
と
め
る
活
動
を
、
色
分
け
の
カ
ー
ド
を
用
い
て
、
ゲ
ー
ム
の
よ
う

に
試
み
る
。

「
理
解
」
を
確
か
め
る
訓
練
例
で
あ
る
。

の

〈
は
じ
め
に
〉
の
の
で
、
学
習
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、
ガ
ス

ト
ン
の
言
葉
の
―
つ
を
す
で
に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち

の
一
っ
の
典
型
で
あ
る
の
の
表
現
を
核
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
吟

味
す
る
。
す
べ
て
の
学
習
者
の
場
合
を
等
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
学
習
指
導
が
平
板
に
な
る
こ
と
は
避
け
た
い
。―

つ
の
典
型
を
学
習

す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「理
解
」
を
深
め
る
こ
と
に
繋
が
る
よ
う
で

あ
り
た
い
。
焦
点
化
し
て
い
く
。

の
同
じ
よ
う
に
、
「
か
た
を
す
く
め
る
」
に
焦
点
を
当
て
る
。
先
の
「
鼻

の
先
で
言
う
」
で
の
「
理
解
」
は
、
こ
こ
で
改
め
て
確
か
め
ら
れ
も
す

る
。
グ
ル
ー
プ
で
の
カ
ー
ド
集
め
で
相
互
批
評
や
集
団
思
考
を
取
り
入
れ

て
、
み
ん
な
が
支
え
ら
れ
て
‘

―
つ
の
段
階
へ
到
達
す
る
よ
う
で
あ
り
た

い
。

「
こ
れ
が
生
き
て
い
く
っ
て
こ
と
さ
。
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
が
ス
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ト
ン
の
生
き
方
が
、
こ
れ
ら
の
語
句
に
食
い
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら

に
深
い
次
元
で
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

〈
と
じ
め
〉
に
関
わ
っ
て
。

の
右
の
学
習
を
通
し
て
、
学
習
者
た
ち
は
、
こ
の
「
寓
話
」
の
卒
み
持
つ

矛
盾
に
、
す
で
に
気
づ
き
始
め
て
い
る
。
そ
の
第

一
が
、
「
お
返
し
」
と

し
て
の
「
ひ
と
仕
事
」
に
関
る
。
窮
地
に
陥
っ
て
い
た
ア
ナ
ト
ー
ル
が
、

妻
ド
セ
ッ
ト
の
「
お
返
し
」
の

ニ―
-
E

に
よ
っ
て
思
い
立
っ
た

「
ひ
と
仕

事
」
に
は
、
ど
ん
な
「
つ
も
り
」
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
「
つ

も
り
」
に
は
、
ど
ん
な
価
値
が
あ
る
の
か
、
問
い
詰
め
ら
れ
る
。

の
次
に
、
「
鼻
の
先
で
言
い
」
、
「
か
た
を
す
く
め
」
さ
え
も
し
た
ガ
ス

ト
ン
が
、
「
ぴ
ょ
こ
り
と
頭
を
下
げ
て
」
、
「
い
い
と
も
」
と
、

一
見
ア

ナ
ト
ー
ル
に
迎
合
す
る
か
の
よ
う
に
信
条
を
変
貌
さ
せ
た
の
は
、
な
ぜ

か
。
こ
れ
を
も
「
こ
れ
が
、
生
き
て
い
く
っ
て
こ
と
さ
。
」
の
具
体
だ
と

受
け
止
め
る
学
習
者
も
い
る
。
と
す
る
と
、
そ
れ
と
―
つ
に
な
る
ア
ナ

ト
ー
ル
の
「
フ
ラ
ン
ス

一
、
幸
せ
者
」
と
は
、
ど
う
い
う
価
値
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

の
さ
ら
に
は
、
こ
の
二
つ
の
矛
盾
を
蹄
ま
え
た
上
で
、
再
確
認
を
求
め
る

べ
き
が
、
先
の
発
問
で
あ
る
。
デ
ュ
バ
ル
社
長
が
、
ア
ナ
ト
ー
ル
を

「ね

ず
み
」
だ
と
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
の
「
フ
ラ
ン
ス

一
、

幸
せ
者
」
の
世
界
は
、
学
習
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
す
で
に
三
つ
の
類
型
に

共
通
し
て
、
疑
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
ガ
ス
ト
ン
と
の
相
対
化
に

よ
っ
て
、
ア
ナ
ト
ー
ル
の
行
為
の
意
味
を
吟
味
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
さ

ら
に
自
覚
的
に
対
象
化
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
学
習
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
、
原
作
の
文
脈
に
照
ら
し

て
、
改
め
て
吟
味
し
て
み
る
。

①

ガ

ス

ト
ン
豹
変
の
不
自
然
さ

「
な
あ
ん
だ
。
そ
ん
な
こ
と
か
。
」
が
ス
ト
ン
は
鼻
の
先
で
言
い
ま
し

た
。

「
人
は
人
、
ね
ず
み
は
ね
ず
み
さ
。
ぼ
く
ら
の
家
族
だ
っ
て
、
も
の

を
く
わ
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
だ
し
、
ね
ず
み
つ
て
も
の
は
、
人
の
家
で
し
か

食
べ
物
を
あ
さ
れ
な
い
ん
だ
ぜ
。
」

◎

―'B
A
H
!
 A
 m
e
r
e
 
trifle
," 
S
c
o
f
f
e
d
 
G
a
s
t
o
n
.
 

P
e
o
p
l
e
 
are 
people, 

a
n
d
 
m
i
c
e
 
are 
mice. 

O
u
r
 l
o
v
e
d
 
o
n
e
s
 
m
u
s
t
 
eat
,
 an

d
 
o
u
r
 
o
n
l
y
 

h
u
n
t
i
n
g
,
g
r
o
u
n
d
s
 
are p
e
o
p
l
e
's
 h
o
m
e
s
.
"
 

〈参
考
〉

「
ぼ
く
た
ち
も
ほ
ん
と
に
う
れ
し
い
よ
。
だ
っ
て
、
う
ち
の
パ

パ
は
、
り
っ
ぱ
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ね
ず
み
に
な
っ
た
ん
だ
も
の
。
」

◎

―'
W
e
 are 
so 
proud! 
O
u
r
 b
e
l
o
v
e
d
 
P
a
p
a
 
is 
n
o
w
 a
 respectable 

b
u
s
i
n
e
s
s
,
3
o
u
s
e
!
"
 

イ
ガ
ス
ト
ン
は
、
さ
も
く
だ
ら
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
か
た
を
す
く

め
ま
し
た
。

「
そ
ん
な
こ
と
、
ど
う
だ
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
ア
ナ

ト
ー
ル
。
こ
れ
が
、
生
き
て
い
く

っ
て
こ
と
さ
。
」

◎

G
a
s
t
o
n
 
s
h
r
u
g
g
e
d
 
his 
shoulders 
indifferently
.
 

"
R
esign 
your, 

self,
 Anatole. 

C
'
e
s
t
 
la 
vie! 
"
 

ウ
「
ね
え
、
ガ
ス
ト
ン
。
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
、
ぽ
く
が

一
人
で
出
か
け
た

か
ら

っ
て
、
気
を
悪
く
し
な
い
で
お
く
れ
よ
。
実
は
、
こ
っ
そ
り
と
や
ら

な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
仕
事
が
あ
る
ん
だ
。
」
す
る
と
、
ガ
ス
ト
ン
は
言

い
ま
し
た
。

「
ぽ
く
は
君
の
友
達
だ
ぜ
。
友
達
が
、
気
を
悪
く
な
ど
す
る

も
ん
か
ね
。
友
達
は
、
お
た
が
い
に
信
じ
合
わ
な
く
っ
ち
ゃ
。
ま
、
う
ま

く
や
れ
よ
。
」

◎

―'
G
aston
,
 will 
y
o
u
 feel 
insulted 
if I

 

g
o
 off alone after 
this ?
 I
 

h
a
v
e
 a
n
 idea 
that I

 

m
u
s
t
 w
o
r
k
 o
n
 in 
secret.
：⇒

G
a
s
t
o
n
 a
n
s
w
e
r
e
d
,
 

:'
I
 

a
m
 y
o
u
r
 friend, 
n'est,ce,pas? 
A
 friend 
is 
n
e
v
e
r
 insulted. 
-

a
 friend 
h
a
s
 
faith
.
 G

o
o
d
 luck !
 "
 

ア
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工
よ
く
日
、
ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
ガ
ス
ト
ン
を
よ
ん
で
、
「
ど
う
だ
い
、

い
っ
し
ょ
に
は
た
ら
か
な
い
か
。
」
と
き
い
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
こ

の
年
上
の
ね
ず
み
は
、
ぴ
ょ
こ
り
と
頭
を
下
げ
て
言
い
ま
し
た
。

「
い
い

と
も
、
喜
ん
で
。
」
そ
し
て
、
友
達
を
だ
き
し
め
て
、
さ
け
び
ま
し
た
。

「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
ば
ん
ざ
あ
い
。
ぼ
く
た
ち
、
み
ん
な
の
ね
ず
み
の
た
め

に
、
だ
ま
っ
て
し
な
い
で
は
た
ら
い
た
、
え
ら
い
ね
ず
み
の
ア
ナ
ト
ー

ル
。
ね
ず
み
の
王
様
、
ア
ナ
ト
ー
ル
。
」
そ
し
て
、
本
当
に
そ
う
な
り
ま

し
た
。
ア
ナ
ト
ー
ル
と
ガ
ス
ト
ン
は
、
い
っ
し
ょ
に
力
を
合
わ
せ
て
、
エ

場
で
は
た
ら
い
た
の
で
す
。

◎

#

e

 next 
d
a
y
 
A
n
a
t
o
l
e
 
invited 
G
a
s
t
o
n
 
to 
be 
his 
helper
・ゴ
e

older 
m
o
u
s
e
 m
a
d
e
 a
 very 
d
e
e
p
 b
o
w
.
 
"
G
l
adly 
will 
I
 join 
y
o
u
 

て

T
h
e
n
h
e
 
kissed 
his 
friend 
o
n
 
both 
cheeks, 
a
n
d
 
cried :
 "
 

V
I
V
E
 A
N
A
T
O
L
E
!
 
W
a
s
 h
e
 content 
to 
sit 
b
a
c
k
 a
n
d
 d
o
 nothing 

a
ぎ
ut
o
u
r
 
w
a
y
 o
f
 
life ?
 

N
O
N
 !
 
N
O
N
 !
 
h
e
 
is 
a
 m
o
u
s
e
 
o
f
 

action -
m
o
u
s
e
 o
f
 h
o
n
o
r
-
A
 M
O
U
S
E
 M
A
G
N
I
F
I
Q
U
E
 !
 "
 An
d
 

s
o
 
it 
c
a
m
e
 
to 
pass. 
A
n
a
t
o
l
e
 
a
n
d
 
his 
partner 
w
o
r
k
e
d
 
at 
the 

factory
,
 side 

b
y
 side 
in 
p
e
ユect
h
a
r
m
o
n
y
.
 

②
語
り
手
の
観
点
（
参
照

「構
造
④
」
）

0

そ
ん
な
わ
け
で
、
も
し
み
な
さ
ん
が
、
残
り
物
を
あ
さ
っ
て
い
る
ね
ず

み
を
見
か
け
て
も
、
ア
ナ
ト
ー
ル
だ
な
ん
て
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。

ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
今
、
フ
ラ
ン
ス
一
、
幸
せ
者
な
ん
で
す
か
ら
。

◎

S
o
 if 
y
o
u
 
s
h
o
u
l
d
 
ever 
m
e
e
t
 
a
 m
o
u
s
e
 
1
g
k
i
n
g
 
for 
leftovers, 

y
o
u
 
wil
ー
百
o
w
at 
o
n
c
e
 
that 
it 
c
a
n
n
o
t
g
s
s
i
b
l
y
 
be 
Anatole, 
the 

happiest, 
m
o
s
t
 c
o
n
t
e
n
t
e
d
3
o
u
s
e
 
in 
all 
France. 

ち
な
み
に
、
一
九
九
三
年
度
前
期
「
教
科
教
育
法
国
語
」
（
小
学
校
・
養

護
・
幼
稚
園
課
程
三
年
次
）
の
学
習
者
た
ち
は
、
右
の
作
品
の
「
教
材
」
研

究
の
過
程
で
、
そ
の
受
け
止
め
方
を
こ
う
記
述
し
て
い
る
。

A

こ
の
結
末
の
言
い
回
し
「
ア
ナ
ト
ー
ル
だ
な
ん
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

私
は
、
ひ
っ
か
か
り
ま
し
た
。
こ
の
言
い
回
し
か
ら
、
ア
ナ
ト
ー
ル
以
外
の

ネ
ズ
ミ
が
や
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
残
り
物
を
あ
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
、

ア
ナ
ト
ー
ル
の
や
っ
て
い
る
こ
と
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
み
た
い
な
仕
事
）
よ

り
、
下
品
な
も
の
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
の
物
を
と
っ
て
生

き
て
い
く
よ
り
、
自
分
で
働
い
て
お
金
を
か
せ
い
で
生
き
て
い
く
方
が
正
し

い
ん
だ
と
い
う
人
間
の
視
点
か
ら
み
た
も
の
で
、
ネ
ズ
ミ
を
人
間
の
世
界
に

む
り
や
り
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
み
た
い
で
、
私
は
、
あ
ま
り
好
ま
し
く

な
い
と
思
い
ま
す
。

B

ね
ず
み
社
会
の
中
で
、
ア
ナ
ト
ー
ル
だ
け
が
幸
せ
者
に
な
っ
た
言
い
方

で
、
外
の
ね
ず
み
は
、
残
り
者
に
な
っ
た
言
い
方
で
、
外
の
ね
ず
み
は
、
残

り
も
の
を
あ
さ
っ
て
、
不
幸
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
ナ
ト
ー
ル
個
人

は
、
幸
せ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
ね
ず
み
と
し
て
の
ア
ナ
ト
ー
ル
で

は
な
く
人
間
化
し
た
ア
ナ
ト
ー
ル
で
あ
り
、
人
間
社
会
の
中
で
の
出
世
が
、

ね
ず
み
社
会
の
中
で
出
世
と
い
え
る
か
ど
う
か
。

（
傍
線
、
加
藤
。
）

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
寓
話
」
は
、
「
終
に
は
、
人
間
世
界

の
真
理
を
単
純
明
快
に
描
き
上
げ
る
」
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
鋭
い
風
刺
の
刃
を
」
私
た
ち
の
状
況
に
対
し
て
つ
き
つ
け
て
く

る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
本
質
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
作
品
」
は
、
「
寓

話
」
の
形
を
借
り
な
が
ら
、
実
は
、
決
定
的
な
点
で
、
そ
の
資
格
を
欠
い
て
は

い
な
い
か
。
「
教
材
」
と
し
て
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
も
、
そ
れ
と
無
縁
で
は
な

、
。
し

そ
の
点
で
、
ま
ず
、

A
さ
ん
の

「人
間
の
視
点
か
ら
み
た
」
と
い
う
指
摘

は
、
そ
の
点
を
鋭
く
突
い
て
い
る
。

「
寓
話
」
は
、
逆
に
、
動
物
の
視
点
か
ら

人
間
を
見
た
と
き
に
、
人
間
の
世
界
の
矛
盾
や
真
実
が
、
鋭
く
え
ぐ
り
出
さ
れ

-323 -



る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
つ
き
つ
め
れ
ば
、
人

間
社
会
に
お
け
る
「
労
働
」
に
つ
い
て
の
い
び
つ
な
価
値
観
が
根
底
に
ま
ず

あ
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
「
ね
ず
み
」
の
社
会
を
照
ら
し
出
し
、

一

見
、
訳
者
の
言
う
「
い
い
と
こ
ろ
」
を
描
き
出
し
た
か
に
見
え
る
。

さ
ら
に
は
、

B
さ
ん
の
「
人
間
化
し
た
ア
ナ
ト
ー
ル
」
と
い
う
指
摘
が
、
そ

の
弱
点
を
深
く
つ
い
て
い
る
。
「
人
間
」
が
、
つ
い
に
は
「
ア
ナ
ト
ー
ル
」
に

お
い
て
真
実
を
具
現
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
が
、
こ
こ
で
は
、
「
ね
ず
み
」
の

代
表
で
あ
る
ア
ナ
ト
ー
ル
が
、
「
人
間
化
」
、
す
な
わ
ち

「人
間
」
の
尺
度
に

引
き
戻
さ
れ
て
、
そ
の
位
置
付
け
を
得
て
し
ま
っ
て
い
る
。
A
さ
ん
の
指
摘
し

た
「
だ
な
ん
て
」
は
（
原
文
と
照
合
し
て
も
）
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
人
間
」

観
を
も
、
如
実
に
さ
ら
け
出
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

四

で
は
、
学
習
者
は
、
こ
の
単
元
の
と
じ
め
で
、
ど
の
よ
う
な
到
達
点
を
示
し

て
い
る
の
か
。
京
免
郁
恵
教
諭
の
引
き
続
く
指
導
の
結
果
は
、
こ
う
で
あ
る
。

c
私
は
ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
す
ば
ら
し
い
ね
ず
み
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
人

間
に
も
、
ア
ナ
ト
ー
ル
み
た
い
な
人
は
、
い
る
で
し
ょ
う
か
。
い
る
と
思
い

ま
す
。
そ
ん
な
人
が
た
く
さ
ん
い
た
ら
…
、
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
教
室
の
ド
ア
を
開
け
る
と
、
ド
ド
ド
ド
。
走
る
と
こ
ん
な
音
が
す
る
＜

ら
い
い
い
人
、
ア
ナ
ト
ー
ル
み
た
い
な
人
が
い
る
と
、
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し

い
で
し
ょ
う
か
。
／
小
学
校
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
中
学
校
、
高
校
、
大
学
、
会

社
の
人
、
中
学
、
小
学
、
大
学
、
高
校
の
先
生
も
み
ー
ん
な
み
ー
ん
な
ア
ナ

ト
ー
ル
み
な
い
な
人
に
な
っ
た
ら
、
今
度
は
、
楽
し
さ
や
、
お
も
し
ろ
さ
、

み
ん
な
の
い
い
と
こ
ろ
が
、
に
げ
て
し
ま
う
ん
だ
よ
ね
。
だ
け
ど
ア
ナ
ト
ー

ル
み
た
い
な
人
が
い
る
と
、
た
く
ま
し
い
感
じ
が
す
る
な
。
／
ガ
ス
ト
ン
の

思
い
や
り
、
ア
ナ
ト
ー
ル
の
思
い
や
り
、
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
ガ
ス
ト
ン

は
、
「
ぼ
く
は
、
君
の
友
達
だ
ぜ
。
」
と
言
う
と
こ
が
、
と
く
に
す
ご
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
や
っ
ぱ
り
、
ア
ナ
ト
ー
ル
の
こ
と
を
信
じ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
わ
か
る
か
ら
で
す
。
／
ア
ナ
ト
ー
ル
は
、

よ
っ
ぽ
ど
、
人
間

に
、
う
わ
さ
さ
れ
る
の
が
い
や
な
ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。
だ
っ
て
、
そ
れ

は
ね
ず
み
で
も
、
カ
ー
ド
を
さ
し
た
り
す
る
の
は
、
い
や
だ
っ
た
か
ら
と
思

い
ま
す
。

D

ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
人
間
に
、
お
か
え
し
を
さ
れ
る
ほ
ど
、
と
っ
て
も
よ
く

は
た
ら
い
て
、
ね
ず
み
の
王
さ
ま
に
な
っ
て
、
世
界
一
か
し
こ
い
ね
ず
み
だ

ろ
う
。
／
わ
た
し
た
ち
も
、
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
人
間
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

い
つ
か
、
そ
ん
な
人
間
に
な
っ
て
み
た
い
。
／
ア
ナ
ト
ー
ル
と
が
ガ
ス
ト
ン

が
、
力
を
あ
わ
せ
て
、
は
た
ら
い
た
ら
、
も
っ
と
す
ご
い
工
場
に
な
る
だ
ろ

う
。
／

ア

ナ

ト

ー
ル
は
、
ひ
み
つ
で
、
は
た
ら
い
て
、
い
ば

っ
た
り
し

な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
。
こ
の
は
な
し
は
、
ガ
ス
ト
ン

が
お
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
さ
い
ご
、

二
人
で
は
た
ら
け
る
よ
う
に
な
っ
た

と
思
う
。
／
で
も
、
残
り
物
を
あ
さ
る
ね
ず
み
は
、
名
前
が
あ
る
の
か
。

ま
ず
、

C
さ
ん
も
、

D
君
も
、
そ
れ
ぞ
れ
前
半
に
お
い
て
は
、
共
通
し
て

「
す
ば
ら
し
い
」
と
、
学
習
の
「
成
果
」
を
表
現
し
て
い
る
。
作
者
の
主
題
意

識
、
訳
者
の
感
動
、
「
教
材
」
設
定
者
の
意
図
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
指

導
者
の
学
習
指
導
に
よ
っ
て
、
達
成
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
両
者

と
も
に
、
単
純
に
そ
こ
に
落
ち
着
い
て
い
な
い
節
が
あ
る
。

A
さ
ん
は
、
イ
で
、
「
み
ん
な
の
い
い
と
こ
ろ
」
を
指
摘
し
な
い
で
は
い
ら

れ
な
い
。

「
フ
ラ
ン
ス

一
、
世
界

一
」
と
さ
れ
る
ア
ナ
ト
ー
ル
以
外
に
、
「
残

り
物
を
あ
さ
っ
て
い
る
ね
ず
み
を
見
か
け
」
た
と
き
の
思
い
が
、
こ
こ
に
は
滲

み
出
て
い
る
。

「
す
ば
ら
し
い
」
こ
と
を
追
究
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
す

る
こ
と
と
、

「す
ば
ら
し
い
」
と
さ
れ
な
い
存
在
を
排
除
す
る
こ
と
と
は
、
一

つ
で
あ
っ
て
な
な
ら
な
い
。
C
さ
ん
は
、

一
方
で
こ
の
学
習
に
導
か
れ
な
が
ら
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も
、
こ
の
点
を
し
つ
か
り
と
握
り
し
め
続
け
て
も
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
直
接
的
に
も
、
ア
ナ
ト
ー
ル
が
「
フ
ラ
ン
ス

一
、
世
界

こ

に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
「
カ
ー
ド
を
さ
し
た
り
す
る
の
は
、
い
や
だ

っ
た」

と
、
思
い
を
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ア
ナ
ト
ー
ル

は
、
「
ひ
み
つ
」
を
条
件
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
人
間
の
代
表
の

一
人
と
し
て
の
デ
ュ
バ
ル
社
長
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
ナ
ト
ー
ル
の
思
い
は
、
「
カ
ー
ド
を
さ
し
た
り
す
る
」

「
ひ
み
つ
」
に
よ
っ

て
、
そ
の
本
意
が
抑
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。

ま
た
、

D
さ
ん
は
、
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
い
る
。

「
残
り
物
を

あ
さ
る
ね
ず
み
」
へ
の
思
い
で
あ
る
。
こ
の
「
教
材
」
の
結
末
部
分
は
、
原
文

と
微
妙
な
違
い
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
考
虐
芦
↑
入
れ
て
も
、
な
お
、
こ
の

「
作
品
」
に
は
「
残
り
物
を
あ
さ
る
」
こ
と
へ
の
負
の
評
価
が
、
強
く
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
を
美
化

す
る
「
子
ど
も
た
ち
」
の
科
白
に
も
、
端
的
に
表
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
教

材
」
に
よ
る
学
習
目
標
は
、
ま
だ
先
に
あ
る
と
言
う
べ
き
か
。

イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
の
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ
行
く
」
教
材
化
の
確
か
な
視

点
を
求
め
て
、
私
た
ち
は
、

「寓
話
」
と
は
何
か
と
の
原
点
に
、
改
め
て
立
ち

返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

見
「
寓
話
」
の
形
を
と
り
な
が
ら
、
「
寓
話
」

で
あ
る
こ
と
の
本
質
を
見
失
う
こ
と
は
、

学
習
者
を
底
の
浅
い
「
お
も
し
ろ

さ
」
の
世
界
に
ひ
と
た
び
は
遊
ば
せ
こ
そ
す
れ
、
「
こ
と
ば
を
通
し
て
生
き
抜

く
」
力
と
し
て
の
「
国
語
」
の
学
力
を
育
み
、
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
自
己
変
革
の

「
お
も
し
ろ
さ
」
を
そ
こ
に
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
「
寓
話
」
は
、
こ
う
説
か
れ
て
き
た
。

F
A
B
L
E
,
 a
 brietf fictional 
narrative 
illustrating 
a
 m
a
x
i
m
 o
f
 w
o
r
l
d
l
y
 

w
i
s
d
o
m
.
 Su

c
h
 a
 m
a
x
i
m
,
 if 

explicitly 
stated 
either 
before 
or after 
the 

n
目
ativè
is
called 
the 
"moral.
"
 
Fables 
typically 
e
m
p
l
o
y
 as 
charac, 

ters 
eithetr 
a
n
i
m
a
l
s
,
 natural 

objects 
a
n
d
 forces
,
 or

3
e
3
b
e
r
s
 o
f
 l
o
w
l
y
 

8
c
u
p
a
t
i
o
n
s
.
 T

h
e
i
r
 
style 
is 
pithy 
a
n
d
 h
o
m
e
l
y
,
 an

d
 the 
lessons 
they 

inculcate 
are 
o
n
 
a
 fairly 
l
o
w
 
level 
o
f
 
p
r
u
d
e
n
c
e
 
o
n
 
practicality
.
 

Fables differ 
f
r
o
m
 a
n
e
c
d
o
t
e
s
 
in 
b
e
i
n
g
 fictitious 
rather than 
historical
,
 

f
r
o
m
 
parables 
in 
a
v
o
i
d
i
n
g
 
systematic 
allegory
,
 an

d
 
f
r
o
m
 m
y
t
h
s
 a
n
d
 

f
r
o
m
 
folktales 
o
f
 
m
a
r
v
e
l
 
or 
a
d
v
e
n
t
u
r
e
 
in 
e
m
p
h
a
s
i
z
i
n
g
 
prctical 

s
h
r
e
w
d
n
e
s
s
.
 T
h
e
y
 differ 
f
r
o
m
 
proverbs 
in 
providing 
a
n
 
illustrative 

n
目
ative
,
a
l
t
h
o
u
g
h
 
s
u
c
h
 
allegorical 
proverabs 
as 
"
 the 
m
o
u
n
t
a
i
n
 
w
a
s
 

in 
labor 
a
n
d
 
b
r
o
u
g
h
t
 
forth 
a
 m
o
u
s
e
 "
 c
a
n
 
b
e
 
considered 
fables 
in 

m
m
1
a
t
u
r
e
.
 

O
n
e
 theory 
o
f
 the 
origin 
o
f
 the 
fable 
is 
that 
it 
w
a
s
 a
 product 
o
f
 

the 
e
m
e
r
g
e
n
t
 l
o
w
e
r
 classes
,
 w

h
o
 u
s
e
d
 fables 
to 
c
コticizc"their
betters 

w
i
t
h
o
u
t
 
b
e
i
n
g
 
p
u
n
i
s
h
e
d
 
for 
o
p
e
n
 
insolence
.
 (
E
N
C
Y
C
L
O
P
E
D
I
A
 

A
M
E
R
I
C
A
N
A
 
JO) 

こ
こ
に
は
、
「
寓
話
」
が
歴
史
上
の
重
い
必
然
か
ら
深
く
備
え
る
に
至

っ
た

条
件
が
、
お
よ
そ
四
つ
の
点
で
鋭
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「教
材
」
と
し
て
の

こ
の
「
作
品
」
も
、
こ
こ
か
ら
再
検
討
を
要
し
よ
う
。

こ
こ
か
ら
、

「教
材
化
の
視
点
」
を
こ
う
学
ぶ
。

①

身
近
な
文
体
で
描
か
れ
た
簡
潔
な
虚
構
の
短
編
と
し
て
、

学
習
者
に
ふ
さ

わ
し
い
か
。

ま
ず
は
、

「身
近
」
で
あ
る
こ
と
と
「
虚
構
」
で
あ
る
こ
と
と
に
、
注
目

し
た
い
。
と
り
わ
け
、
小
学
校
に
お
け
る
「
寓
話
」
の
「
教
材
」
で
は
、
と

か
く

「身
近
」
で
あ
る
こ
と
が
、
表
面
的
に
取
り
扱
わ
れ
や
す
い
。

「身

近
」
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の

「現
実
」
を
踏
ま
え
て
、
な
ぜ
「
虚
構
」
を
目

指
す
の
か
、
そ
こ
に
潜
む
主
題
意
識
を
究
め
た
い
。

②

普
遍
的
な
知
恵
あ
る
い
は
金
言

・
道
徳

（低
い
レ
ベ
ル
の
分
別
・
実
用
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性
）
が
、
冒
頭
あ
る
い
は
末
尾
に
ど
の
よ
う
に
込
め
ら
れ
て
い
る
か
。

次
に
は
、

「
普
遍
的
」
で
あ
る
こ
と
と
「
低
い
レ
ベ
ル
」
で
あ
る
こ
と
と

の
共
存
に
も
注
目
し
た
い
。
両
者
に
共
存
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
私
た
ち
人

間
社
会
に
お
い
て
、

一
見
「
低
い
レ
ベ
ル
」
の
倫
理
や
道
徳
や
真
理
や
が
、

現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
、
「
軽
い
」
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
普
遍
的
」
に
「
重
い
」
課
題
な
の
で
あ
る
。

③
登
場
人
物
は
、
動
物
や
自
然
物
あ
る
い
は
「
下
層
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た

「
職
業
人
」
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
型
が
、
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
て
い

る
か
。

さ
ら
に
は
、
右
が
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
み
な
さ
れ
て
い
た
」
現
実

か
ら
、
「
寓
話
」
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

「
表
現
」
や
「
主
張
」
と
し
て
創

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
ね
ず
み
」
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ

の
よ
う
な
社
会
的
状
況
へ
の
認
識
な
し
に
は
、
意
味
を
持
た
な
く
な
る
。

④
③
に
言
う
「
下
層
」
が
、
「
上
層
」
を
ど
れ
だ
け
鋭
く
風
刺
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
か
。

そ
の
上
で
、
「
寓
話
」
は
、
終
に
は
、

「
風
刺
」
の
表
現
で
あ
る
。

「風

刺
」
は
、
「
お
返
し
」
が
文
字
通
り
の
自
己
抑
制
で
あ
る
限
り
、
そ
の
意
義

を
失
う
。
「
ね
ず
み
」
は
、
「
人
間
」
を
、
ど
れ
だ
け
「
風
刺
」
す
る
位
置

に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ガ
ス
ト
ン
に
前
半
見
ら
れ
た
辛
辣
さ
が
、
貌
変

す
る
こ
と
の
意
味
も
、
こ
の
こ
と
と
無
縁
に
は
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
風
刺
は
命
で
あ
る
。

「
寓
話
」
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
ラ
11
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
が
、
「
作
者
」
の
視

点
か
ら
鋭
く
説
い
て
い
る
。

（注
3
)

〇

寓
話
は
ふ
た
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
つ
。
ひ
と
つ
を
肉
体
と
呼
び
、
も
う

ひ
と
つ
を
魂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
肉
体
は
話
で
あ
り
。
魂
は
教
訓
で

あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
寓
話
に
動
物
し
か
許
容
し
な
い
。
人
間
や
植
物

は
除
外
し
て
い
る
。
こ
の
規
則
は
必
須
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
た
し
な
み

と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
イ
ソ
ッ
プ
も
、
フ
ァ
エ
ド
ル
ス
も
、
寓

話
作
者
の
だ
れ
も
、
こ
の
規
則
を
守
っ
て
は
い
な
い
。
教
訓
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
と
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
、
そ
れ
を
言
い
落
と
し
て
い
る
者
は
い
な
い
。

わ
た
し
は
と
き
に
教
訓
を
言
い
落
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
う
ま

く
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
だ
け
、
そ
れ
を
補
う
こ
と
が
読
者
に
と
っ

て
容
易
で
あ
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
も
っ
ぱ
ら
人
を
楽
し

ま
せ
る
も
の
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
大
切
な
規
則
で
あ
り
、
い
わ

ば
唯

一
の
規
則
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
、
古
い
し
き
た
り
に
し
た
が
う

と
ま
ず
い
こ
と
に
な
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
を
無
視
す
る
の
を
悪
い
こ
と
だ

と
は
考
え
な
か
っ
た
。
イ
ソ
ッ
プ
の
時
代
に
は
、
寓
話
は
素
朴
に
語
ら
れ
、

教
訓
は
別
に
、
い
つ
も
あ
と
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
フ
ェ
ア
ド
ル
ス
に
な
る

と
、
こ
の
順
序
に
従
わ
な
か
っ
た
。
か
れ
は
物
語
を
美
し
く
飾
り
、
終
わ
り

の
教
訓
を
と
き
に
は
初
め
に
も
っ
て
き
て
い
る
。
ど
こ
か
に
教
訓
を
入
れ
る

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
わ
た
し
が
そ
う
い
う
教
え
に
違
反

し
て
い
る
の
は
、
た
だ
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
大
切
な
も
う
ひ
と
つ
の
教
え
に

従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
教
え
を
わ
た
し
た
ち
に
あ
た
え
て
い
る
の

は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
で
あ
る
。
こ
の
著
者
は
、
作
家
が
そ
の
精
神
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
題
材
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
む

き
に
な
る
の
を
好
ま
し
く
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
か
れ
の
言
う
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
成
功
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
な

い
。

「
そ
れ
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
も
の
は
な
に
も
つ
く
れ
な
い
」
と
は
っ
き

り
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
放
棄
す
る
。

ラ
11
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
、
「
寓
話
」
は
、

「肉
体
」
と
し
て
の
「
話
」
と

「魂
」
と
し
て
の
「
教
訓
」
と
か
ら
成
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
は
、
そ

の
「
教
訓
」
を
明
示
す
る
こ
と
と
、
「
話
」
を
「
楽
し
ま
せ
る
」
こ
と
と
の
関
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係
が
、
作
家
の
現
実
的
な
視
点
か
ら
動
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、

イ
プ
1
1
タ
イ
タ
ス
の

「寓
話
」
に
、
こ
の
二
つ
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
。
先
に

紹
介
し
た
「
指
導
書
」
の
「
こ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
」
も
、
素
朴
に
こ
こ

に
関
る
。

す
な
わ
ち
、
作
者
イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
が
こ
の
作
品
に
込
め
た
「
設
定
」
や

「
着
想
」
や
「
手
法
」
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
は
、
右
の
ラ
11

フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の

指
摘
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
イ
プ
11
タ
イ
タ

ス
は
、
確
か
に
、
そ
の
結
末
に
お
い
て
、

「だ
な
ん
て
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い

ね
。
」
と
「
教
訓
」
を
「
あ
と
に
つ
け
」
た
。
こ
れ
は
、
右
の
三
つ
の
「
お
も

し
ろ
さ
」
を
、
ど
の
よ
う
に
活
か
す
の
か
、
活
か
さ
な
い
の
か
。
ラ
11

フ
ォ
ン

テ
ー
ヌ
の
言
う
「
ま
ず
い
こ
と
」
に
な
り
は
し
な
い
の
か
。

さ
ら
に
は
、
ラ
1
1

フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
、
作
家
が
、
そ
の
「
精
神
」
や
「
題

材
」
を
尊
重
す
る
こ
と
と
「
教
訓
」
を
明
示
す
る
こ
と
と
の
関
係
を
指
摘
し
て

い
る
。

「
寓
話
」
は
、
そ
も
そ
も
、
作
家
の
「
精
神
」
に
お
い
て
「
素
朴
に
語

ら
れ
」
る
こ
と
が
、
そ
の
本
意
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
精
神
」
が
、
そ
の
作
家
の

生
き
抜
く
状
況
や
社
会
に
お
い
て
、
先
に
見
た
「
風
刺
」
の
力
に
富
ん
だ
豊
か

な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
自
ら
な
る
適
切
な
「
題
材
」
を
得
て
、
読

者
の
心
に
響
く
は
ず
で
あ
る
。
「
む
き
」
に
は
な
ら
な
い
。

こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
の
「
寓
話
」
は
、
そ
の
「
精
神
」

に
お
い
て
「
素
朴
に
語
ら
れ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
に
自
己
変
革
を
迫

る
鋭
い
「
風
刺
」
の
こ
と
ば
を
投
げ
か
け
た
か
。
ガ
ス
ト
ン
の
豹
変
や
子
ね
ず

み
た
ち
の
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
観
は
、
そ
れ
と
相
容
れ
る
も
の
か
。
と
り
わ
け

て
、
結
末
の
「
教
訓
」
の
「
む
き
に
な
る
」
あ
り
方
は
、
逆
に
そ
の
「
精
神
」

や
「
題
材
」
の
歪
さ
を
こ
そ
露
呈
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「寓

話
」
は
、
こ
の
点
か
ら
、
教
材
化
の
可
否
が
問
わ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
の
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ
行
く
」
は
、
現
行
小
学
校

「
国
語
」
教
科
書
所
収
教
材
の
中
で
も
、
数
少
な
い
「
寓
話
」
の

―
つ
で
あ

る
。

「
寓
話
」
は
、
素
朴
に
、
ま
ず
は
学
習
者
を
物
語
の
世
界
に
遊
ば
せ
る
の

に
有
効
な
力
を
持
つ
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
学
習
者
た
ち
は
、
「
寓
話
」
の
外
見

上
の
特
質
で
あ
る
動
物
た
ち
の
語
り
や
行
動
の
世
界
に
、
自
在
に
そ
の
想
像
力

を
遊
ば
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
そ
の
素
朴
な
彼
我
の
関
係
を
尊

重
す
る
。

イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
の
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ
行
く
」
は
、
そ
の
次
元
に
お

い
て
、
設
定
と
着
想
と
手
法
を
活
か
し
つ
つ
、
物
語
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
学

習
者
た
ち
に
提
供
し
て
い
る
。
設
定
の
意
外
性
や
着
想
の
斬
新
さ
や
手
法
の
巧

妙
さ
が
、
こ
と
ば
を
通
し
て
学
習
者
に
発
見
共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
そ
れ

と
し
て
学
習
目
標
の

一
面
の
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
ば
を
通
し
て
生
き

抜
く
力
と
し
て
の
「
国
語
」
学
力
を
育
む
に
は
、

「
教
材
」
は
、
そ
の
価
値
に

お
い
て
の
み
活
か
さ
れ
て
、
止
ど
ま
っ
て
も
よ
い
の
か
。

新
し
い
「
学
力
」
観
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
、
ひ
と
り
ひ
と

り
の
学
習
者
が
、
学
習
を
通
し
て
「
自
己
実
現
」
を
す
る
と
こ
ろ
に
集
約
さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
「
学
力
」
観
が
、
と
り
わ
け
て
実
践
の
場
に
お
い
て
、

学
習
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
を
疎
外
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
に
基

づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
ま
ず
は
、
こ
の
観
点
に
立
っ
て
、

「
自
己
実
現
」
に
と
っ
て
、

「教
材
」
が
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の

か
、
い
な
い
の
か
を
、
具
体
的
に
省
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
教
材
」
は
、
「
作
品
」
と
同
義
で
は
な
い
。
作
者
が

「
作
品
」
に
込
め
た
主
題
意
識
が
、
学
習
者
の
そ
れ
と
ど
こ
で
接
点
を
持
つ
の

か
を
、
私
た
ち
指
導
者
は
洞
察
す
る
力
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
私

た
ち
指
導
者
は
、
自
ら
の
「
作
品
」
に
つ
い
て
の
主
題
意
識
を
、
具
体
的
に
確
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（注）
1

拙
稿
「
表
現
・
理
解
の
関
連
指
導
」
（
長
谷
川
孝
士
監
修
「
小
学
校
国

語
科
教
育
の
研
究
」

1
1
建
吊
社
刊
11

第
八
章
参
照
。

2

拙
稿

「語
棠
を
豊
か
に
す
る
主
題
単
元
学
習
の
展
開

（
五
）
ー
「
戦
争

を
、
な
ぜ
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
」
の
場
合
ー
」
（
「
国
語
教
育

孜
」
第
六
号
所
収
）
参
照
。

3

今
野
一
雄
訳
「
寓
話
」
「
序
文
」
岩
波
文
庫

拙
稿
「
国
語
教
育
力
を
育
成
す
る
「
国
語
科
教
育
法
」
の
目
桓

T
教
材

4
 

認
し
て
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
こ
そ
、
「
寓
話
」
に
お
け
る

「
話
」
と
「
教
訓
」
と
の
価
値
と
し
て
の
統
合
が
実
現
し
、
学
習
者
の

「
自
己

実
現
」
に
資
す
る
学
習
指
導
が
、
確
か
に
出
発
す
る
。

「
寓
話
」
に
お
け
る
「
お
も
し
ろ
さ
」
は
、
右
に
見
た
形
式
上
の
そ
れ
に
帰

し
て
は
な
ら
な
い
。
防
府
市
立
西
浦
小
学
校
四
年
二
組
の
学
習
者
た
ち
ゃ
、
私

の
「
国
語
教
室
」
の
学
習
者
た
ち
が
鋭
く
指
摘
を
し
て
い
た

「価
値
」
の
世
界

こ
そ
が
、
本
当
の

「お
も
し
ろ
さ
」
へ

の
一
里
塚
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
迫
る

も
の
重
い
状
況
の
中
で
、
学
習
者
と
と
も
に
、
そ
の
主
題
意
識
を
、
具
体
的
な

こ
と
ば
を
通
し
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
変
革
を
迫
ら
れ
、
変
革
を
自
覚
し
、
そ
こ
に

「
自
己
実
現
」
を
評
価
し
合
え
る
学
習
を
求
め
た
い
。

「
寓
話
教
材
化
」
の
具
体
の
中
で
、
そ
の

一
視
点
を
求
め
た
。
技
能
止
ま
り

を
恐
れ
、
価
値
に
ま
で
至
る
学
習
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
ひ
と
り
「
寓

話
」
を
教
材
と
し
た
場
合
の
み
で
は
な
い
。

「
国
語
科
教
育
」
に
今
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
、
指
導
者
に
お
け
る
「
教
材
透
視
力
」
と
具
体
的
な
こ
と
ば
へ
の

「焦
点
化
力
」
（
注
4
)
に
基
づ
い
た
「
授
業
構
想
力
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
単
元
学
習
」
を
指
向
す
る
。

「
寓
話
教
材
化
の
一
視

点
」
は
、
現
今
の
「
国
語
科
教
育
」
に
広
く
求
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。

〈
後
記
〉

本
稿
を
ま
と
め
る
に
先
立
っ
て
は
、
山
口
県
防
府
市
小
学
校
教

育
研
究
会
国
語
部
会

・
同
市
国
語
教
育
振
興
会
の
諸
先
学
、
お
よ
び
、
わ
け
て

も
、
同
市
立
西
浦
小
学
校
の
田
村
迪
子
校
長
・
京
免
郁
恵
教
諭
を
は
じ
め
と
し

た
諸
先
生
方
に
、

一
方
な
ら
ぬ
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
同
小
学
校
四
年
二
組
一二
九

名
の
児
童
の
み
な
さ
ん
へ
と
と
も
に
、
学
恩
に
深
謝
を
申
し
上
げ
る
。

（一

九
九
三

・

透
視
か
ら
授
業
構
想
ヘ
ー
」

（
本
誌
第
四
号
所
収
）
参
照
。

五
記
）
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