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一

　

本
論
考
の
目
的
は
、「
山
椒
魚
」
に
お
け
る
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
（
事

実
ら
し
く
見
え
る
虚
構
）
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る（

1
（

。
井
伏
鱒
二
は
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る（

（
（

。

　
「
山
椒
魚
」
に
蝦
が
一
匹
出
て
来
る
ん
で
す
よ
、
そ
れ
が
産
卵
す

る
ん
で
す
が
ね
。
そ
れ
を
僕
は
「
彼
」
と
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
教

科
書
に
載
っ
た
ん
だ
が
、
そ
の
参
考
書
に
「
産
卵
す
る
蝦
を
彼
と
す

る
の
は
お
か
し
い
」
と
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
れ
を
読
ん
だ
生
徒
が
問

い
合
わ
せ
て
来
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
こ
ろ
僕
は
蝦
が
雄
と
雌
と
別
だ

と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
す
し
屋
の
お
や
じ
に
、
蝦
は
雄
と

雌
が
別
か
、
と
聞
い
た
ら
、「
さ
あ
、
わ
か
ら
な
い
」
と
言
う
し
ね
。

　

こ
の
井
伏
の
発
言
に
つ
い
て
、「
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
わ
た
し
は
無
知

の
せ
い
か
、
淡
水
の
川
に
え
び
が
泳
い
で
い
る
こ
と
の
方
が
不
思
議
で
な

ら
な
い
」「
こ
う
し
た
疑
問
は
、
と
り
た
て
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
」
と

い
う
研
究
者
の
指
摘
が
あ
る（

（
（

。
淡
水
の
エ
ビ
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、

調
査
す
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
。
エ
ビ
に
雄
と
雌
の
別
が
あ
る
と
は
知
ら
な

か
っ
た
と
い
う
井
伏
の
話
は
韜
晦
で
あ
り
、
生
徒
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
を

面
白
お
か
し
く
ユ
ー
モ
ア
に
包
み
つ
つ
、
柔
ら
か
く
反
駁
し
て
い
る
の
で

あ
る
。「
彼
」
と
い
う
代
名
詞
は
、
か
つ
て
は
男
性
で
も
女
性
で
も
用
い

た
の
で
あ
る
。
自
選
全
集
テ
キ
ス
ト
で
は
「
彼
女
」
に
直
さ
れ
て
、「
か
れ
」

と
ル
ビ
が
振
ら
れ
る
。
鮓
屋
の
お
や
じ
は
、
エ
ビ
の
雄
と
雌
に
味
の
違
い

は
な
い
と
い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
の
発
言
も
ま
た
虚

構
で
あ
る
。
ミ
ミ
ズ
や
カ
タ
ツ
ム
リ
の
よ
う
に
雌
雄
同
体
の
生
物
も
い
る

が
、
エ
ビ
は
ち
が
う
。
そ
れ
が
た
と
え
、「
細
部
に
拘
泥
し
て
全
体
像
を

見
失
う
な
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
と
も
、
と
り
た
て
る
ほ
ど
の
こ
と
も

井
伏
鱒
二
「
山
椒
魚
」
論

─
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
に
つ
い
て
─

日　

置　

俊　

次
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な
い
と
研
究
者
が
解
釈
を
放
棄
し
た
り
、
読
者
を
判
断
停
止
に
誘
う
べ
き

で
は
な
い
。
い
か
な
る
矛
盾
点
や
疑
問
点
も
あ
ら
か
じ
め
封
じ
る
べ
き
で

は
な
く
、
重
要
な
登
場
人
物
「
小
蝦
」
を
お
ろ
そ
か
に
扱
う
べ
き
で
は
な

い
。

　

も
う
ひ
と
つ
例
を
あ
げ
る
。
東
大
教
授
の
野
崎
歓
は
最
新
刊
の
井
伏
鱒

二
論
の
中
で
、「
山
椒
魚
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お
け
る
山
椒
魚
の
状
態

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（
（

。

　
「
も
う
駄
目
な
よ
う
だ
」
と
蛙
に
打
ち
明
け
る
言
葉
は
憐
れ
を
誘

う
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
彼
に
は
（
そ
し
て
彼
に
よ
っ
て
無
理

や
り
共
棲
相
手
に
さ
せ
ら
れ
た
蛙
に
も
）、
な
お
し
ば
ら
く
の
生
命

は
保
証
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

野
崎
は
、
山
椒
魚
が
空
腹
で
死
ぬ
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、

山
椒
魚
は
蛙
に
「
も
う
駄
目
な
や
う
か
」
と
質
問
し
た
の
で
あ
る
。「
駄

目
な
や
う
だ
」
と
答
え
た
の
は
蛙
で
あ
る
。
山
椒
魚
は
死
な
な
い
。
空
腹

で
死
ぬ
の
は
蛙
で
あ
り
、
蛙
の
生
命
は
風
前
の
と
も
し
び
で
あ
る（

（
（

。
こ
れ

は
「
す
ば
る
」
に
連
載
さ
れ
、
加
筆
修
正
さ
れ
、
多
く
の
編
集
者
の
目
が

通
っ
た
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た
井
伏
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
蛙
で
は
な
く
山
椒

魚
が
死
ぬ
と
い
う
意
見
が
、
当
然
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
り
得

な
い
解
釈
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
山
椒
魚
」
と
い
う
作
品
に
は
、
テ

キ
ス
ト
が
精
密
に
分
析
さ
れ
な
い
ま
ま
、
テ
キ
ス
ト
と
は
別
の
次
元
で
論

じ
ら
れ
、
そ
れ
が
称
賛
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。

　

本
論
考
は
、
作
品
の
中
に
あ
る
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
精
査
し
、
そ
こ
に

矛
盾
や
、
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
を
発
見
し
、
そ
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す

る
試
み
で
あ
る
。
井
伏
に
お
け
る
虚
構
の
扱
い
が
、
実
は
あ
る
と
こ
ろ
ま

で
計
算
さ
れ
制
御
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、

長
く
定
稿
と
し
て
親
し
ま
れ
た
テ
キ
ス
ト
（
旧
稿
）
と
、
自
選
全
集
版
で

末
尾
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
（
新
稿
）
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
を
採
用

す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
考
察
し
て
お
き
た
い（

6
（

。

二

　
「
山
椒
魚
」
で
は
、「
岩
屋
の
外
で
は
、
水
面
に
大
小
二
ひ
き
の
水
す
ま

し
が
遊
ん
で
ゐ
た
。
彼
等
は
小
な
る
も
の
が
大
な
る
も
の
の
背
中
に
乗
つ

か
り
、
彼
等
は
唐
突
な
蛙
の
出
現
に
驚
か
さ
れ
て
、
出
鱈
目
に
直
線
を
折

り
ま
げ
た
形
に
逃
げ
ま
は
つ
た
」
と
描
か
れ
る
。
こ
の
「
大
小
二
匹
の
水

す
ま
し
」
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
シ
ー
ン
が
重
要
で
あ
る
の

は
、
独
身
者
の
蛙
が
、
カ
ッ
プ
ル
に
な
っ
て
い
る
幸
せ
な
虫
を
邪
魔
し
た

構
図
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
に
関

し
て
は
、
実
は
細
部
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

私
は
里
山
と
水
田
に
か
こ
ま
れ
た
土
地
に
生
ま
れ
、
ア
メ
ン
ボ
や
ミ
ズ

ス
マ
シ
や
カ
エ
ル
や
エ
ビ
と
遊
び
な
が
ら
育
っ
た
。
現
在
も
時
間
の
あ
る

限
り
水
鳥
や
昆
虫
な
ど
の
観
察
を
続
け
て
い
る
。
日
本
で
は
、
ミ
ズ
ズ
マ

シ
と
い
う
名
前
は
、
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
に
似
た
甲
虫
を
指
す
場
合
と
、
ア
メ
ン

ボ
を
指
す
場
合
が
あ
る
。
毎
年
、
学
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
い
る
が
、

ミ
ズ
ス
マ
シ
と
言
っ
た
時
、
そ
れ
が
甲
虫
な
の
か
ア
メ
ン
ボ
な
の
か
、
イ

メ
ー
ジ
が
定
ま
ら
な
い
。
特
に
西
日
本
出
身
の
学
生
に
は
、
ア
メ
ン
ボ
の

こ
と
を
ミ
ズ
ス
マ
シ
と
呼
ぶ
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
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甲
虫
の
ミ
ズ
ス
マ
シ
は
激
減
し
て
お
り
、
甲
虫
の
存
在
を
知
ら
な
い
学
生

も
多
い
。な
お
ア
メ
ン
ボ
は
、ア
メ
ン
ボ
ウ
と
言
っ
て
も
ミ
ズ
グ
モ
と
言
っ

て
も
よ
い
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
「
水
す
ま
し
（
ミ
ズ
ス
マ
シ
）」

と
い
う
名
称
の
曖
昧
さ
で
あ
る
。『
広
辞
苑
』
を
は
じ
め
、
ど
の
辞
書
を

引
い
て
も
、
甲
虫
で
あ
る
と
い
う
指
摘
の
ほ
か
に
、
ア
メ
ン
ボ
の
俗
称
、

別
称
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
特
に
俳
句
で
は
ア
メ
ン
ボ
を
指
し
て

「
水
す
ま
し
」
が
用
い
ら
れ
る
。
表
記
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、「
は
る
か

ぜ
や
吹
れ
そ
め
た
る
水
す
ま
し
」（
加
舎
白
雄
『
白
雄
句
集
』）、「
つ
れ
づ

れ
に
跼
め
ば
跳
ね
て
水
馬
」（
水
原
秋
櫻
子
『
葛
飾
』）、「
水
馬
汝
も
肩
車

し
て
貰
ふ
」（
鷹
羽
狩
行
『
遠
岸
』）
な
ど
の
句
で
、
水
す
ま
し
と
い
う
の

は
、
ア
メ
ン
ボ
を
指
し
て
い
る
。

　
「
山
椒
魚
」
の
テ
キ
ス
ト
と
現
実
の
虫
た
ち
を
比
較
し
よ
う
。
甲
虫
の

ミ
ズ
ス
マ
シ
は
、旋
回
す
る
よ
う
な
動
き
を
す
る
。二
匹
の
う
ち
上
に
乗
っ

て
い
る
ミ
ズ
ス
マ
シ
が
、
下
の
ミ
ズ
ス
マ
シ
よ
り
小
さ
い
か
ど
う
か
、
わ

か
ら
な
い
。
一
セ
ン
チ
以
下
の
小
さ
な
虫
で
、
動
き
が
速
す
ぎ
て
よ
く
見

え
な
い
。
し
か
し
、
ア
メ
ン
ボ
の
場
合
、
上
に
乗
る
ア
メ
ン
ボ
は
下
の
ア

メ
ン
ボ
よ
り
小
さ
い
。
雄
よ
り
も
雌
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
ン
ボ

は
直
線
的
に
水
の
上
を
進
み
、
方
向
転
換
を
す
る
。
雄
と
雌
が
重
な
っ
た

ま
ま
、
直
線
を
折
り
曲
げ
た
形
で
逃
げ
る
。
ア
メ
ン
ボ
は
立
ち
上
が
る
よ

う
に
水
面
に
浮
く
。
時
々
跳
ね
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
甲
虫
の
ミ
ズ
ス
マ

シ
は
潜
る
こ
と
が
得
意
で
あ
る
。「
岩
屋
の
外
で
は
、
水
面
に
大
小
二
ひ

き
の
水
す
ま
し
が
遊
ん
で
ゐ
た
。
彼
等
は
小
な
る
も
の
が
大
な
る
も
の

の
ゝ
背
中
に
乗
つ
か
り
、
彼
等
は
唐
突
な
蛙
の
出
現
に
驚
か
さ
れ
て
、
出

鱈
目
に
直
線
を
折
り
ま
げ
た
形
に
逃
げ
ま
は
つ
た
」
と
い
う
文
章
を
、
数

十
年
の
長
い
時
間
を
か
け
て
考
察
し
て
き
た
が
、
作
中
の
水
す
ま
し
は
、

ア
メ
ン
ボ
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
結
論
は
、
次
の
井
伏
自
身
の
言
葉

に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。
井
伏
は
「
山
椒
魚
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る（

7
（

。

　

サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
を
見
た
の
は
（
旧
制
福
山
）
中
学
の
池
で
飼
っ

て
い
た
の
を
見
た
の
が
初
め
て
だ
が
、
招
魂
社
の
お
祭
り
の
時
に
練

兵
場
の
隣
の
広
場
に
小
屋
掛
け
し
て
「
印
旛
沼
の
主
」
と
い
っ
て
見

世
物
に
し
て
い
た
。ろ
く
ろ
首
な
ん
か
も
あ
っ
た
。太
鼓
叩
い
て
や
っ

て
た
。
そ
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
は
学
校
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
を
貸
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
盥
な
ん
か
に
入
れ
て
い
る
の
。
ど
う
も
そ
う

ら
し
い
。
僕
ら
が
学
校
を
出
て
か
ら
雨
の
降
る
日
に
街
を
歩
い
て
い

た
の
を
つ
か
ま
え
た
っ
て
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
川
の
中

に
い
る
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
僕
た
ち
の
家
の
通

り
の
川
に
は
い
な
い
か
ら
。
ひ
と
つ
向
こ
う
の
裏
側
の
村
の
川
に
い

る
の
を
木
下
夕
爾
君
が
見
た
っ
て
言
っ
て
た
。
早
稲
田
に
入
っ
て
か

ら
、ガ
ー
ネ
ッ
ト
の
英
訳
で
チ
ェ
ホ
フ
を
読
ん
だ
。そ
の
こ
ろ
は
チ
ェ

ホ
フ
ば
か
り
だ
っ
た
。（
チ
ェ
ホ
フ
と
中
学
の
と
き
に
見
た
サ
ン
シ
ョ

ウ
ウ
オ
が
結
び
つ
い
て
）
そ
れ
で
「
幽
閉
」
を
（
青
木
南
八
に
見
せ

る
た
め
に
）
書
い
た
。『
世
紀
』
に
書
い
て
い
る
ん
だ
。
そ
の
時
は

手
を
加
え
て
い
な
い
。『
三
田
文
学
』
に
載
せ
る
と
き
清
書
（
改
稿
・

改
題
）
し
た
。
と
に
か
く
文
章
を
書
く
こ
と
を
知
ら
な
い
ん
だ
か
ら

文
章
を（
自
然
主
義
の
文
体
か
ら
）変
え
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
思
っ
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て
、
チ
ェ
ホ
フ
の
影
響
も
あ
っ
て
翻
訳
調
に
し
て
れ
ば
情
景
が
出
る

と
思
っ
た
。
植
物
学
は
好
き
だ
っ
た
。（
谷
川
の
様
子
は
子
供
の
と

き
か
ら
知
っ
て
い
た
が
）
ま
あ
空
想
な
ん
だ
。
藻
が
生
え
た
り
し
て

い
る
け
ど
、
僕
の
方
の
川
は
花
崗
岩
台
地
だ
か
ら
藻
は
生
え
な
い
。

ア
メ
ン
ボ
ウ
な
ん
か
も
い
な
い
。
淀
ん
で
る
静
か
な
沼
な
ん
か
に
は

い
る
け
ど
川
に
は
い
な
い
。
エ
ビ
は
い
る
。
苔
は
湿
地
で
西
陽
が
射

さ
な
い
か
ら
よ
く
生
え
る
。（「
山
椒
魚
」
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
）
ど

う
し
よ
う
も
な
い
感
じ
だ
が
、
あ
れ
は
も
う
少
し
変
え
て
ま
と
め
て

書
け
ぱ
よ
か
っ
た
。
地
震
が
あ
る
と
か
で
、
崩
れ
て
出
ら
れ
る
よ
う

に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
な
。
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
な
ん
て
い
う
の
は
、
ま

あ
滑
稽
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
何
と
も
し
ょ
う
が
な
い
。
そ
の

程
度
じ
ゃ
な
い
か
。（
ヒ
ン
ト
を
得
た
）
チ
ェ
ホ
フ
の
「
賭
け
」
で

は
悟
る
ん
だ
け
ど
、（
チ
ェ
ホ
フ
は
）
本
に
す
る
と
き
（
そ
の
部
分
）

捨
て
て
る
ね
。
悟
る
と
こ
ろ
は
別
に
書
い
て
る
ら
し
い
ん
だ
よ
。
悟

り
の
気
持
を
一
分
間
で
も
二
分
間
で
も
経
験
す
れ
ぱ
、
そ
れ
な
り
に

書
け
る
け
ど
、
観
念
の
ま
ま
じ
ゃ
具
象
が
出
な
い
と
感
じ
て
や
め
た

ん
だ
。

　

こ
の
引
用
文
の
う
ち
、「
藻
は
生
え
な
い
。
ア
メ
ン
ボ
ウ
な
ん
か
も
い

な
い
。（
中
略
）
川
に
は
い
な
い
。
エ
ビ
は
い
る
」
と
い
う
個
所
に
注
目

し
た
い
。
つ
ま
り
「
山
椒
魚
」
で
は
、
藻
や
ア
メ
ン
ボ
を
描
い
て
い
る
が
、

井
伏
が
モ
デ
ル
と
し
た
川
に
は
い
な
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に

流
れ
が
速
い
と
こ
ろ
に
は
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
井
伏
は
、「
川
の

中
に
い
る
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
は
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

井
伏
鱒
二
は
川
で
は
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
、
空
想
を
用
い
て
、
も
っ

と
も
ら
し
い
嘘
と
し
て
描
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
そ
の

も
の
と
は
つ
き
あ
い
が
あ
り
、
ま
た
一
般
の
川
に
エ
ビ
は
い
る
し
、
サ
ン

シ
ョ
ウ
ウ
オ
も
棲
ん
で
い
る
。
川
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
い
は
川
の
場
所
に

よ
っ
て
は
、
藻
が
生
え
る
し
、
ア
メ
ン
ボ
も
い
る
。
描
写
が
す
べ
て
嘘
だ

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
地
震
に
関
し
て
付
言
す
れ
ば
、「
幽
閉
」（「
世
紀
」

1
9
2
3
・
7
）
を
発
表
し
て
間
も
な
く
、
井
伏
は
関
東
大
震
災
で
罹
災

す
る
。「
山
椒
魚
」
に
現
実
的
な
地
震
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
込
む
こ
と

は
可
能
で
あ
っ
た
。
な
お
、「
山
椒
魚
」
は
「
三
田
文
学
」
で
は
な
く
「
文

芸
都
市
」（
1
9
2
9
・
5
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

井
伏
は
ア
メ
ン
ボ
の
存
在
を
虚
構
で
描
い
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
作

中
で
水
す
ま
し
と
呼
ば
れ
て
い
る
虫
は
、
ア
メ
ン
ボ
で
あ
る
と
判
明
す
る
。

ア
メ
ン
ボ
に
関
す
る
描
写
は
、
水
す
ま
し
の
描
写
の
他
に
登
場
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
井
伏
の
感
覚
で
は
、
水
す
ま
し
と
は
ア
メ
ン
ボ
で
あ
る
。
井

伏
は
、
川
に
い
な
い
ア
メ
ン
ボ
を
、
空
想
で
作
中
に
描
い
た
と
い
う
事
実

を
、
自
分
で
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
ど
こ

ま
で
事
実
で
ど
こ
か
ら
虚
構
な
の
か
、
井
伏
は
記
憶
し
て
い
る
。
い
わ
ば

虚
構
を
統
御
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
山
椒
魚
」
を
読
解
す
る
現
場
（
教
室
）
で
は
、
水
す
ま
し
は
甲
虫
の

虫
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
私
も
中
学
生
の
時
、
教
室
で
そ
う
習
っ
た
。

疑
問
は
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
少
年
少
女
日
本
文
学
館
12　

走

れ
メ
ロ
ス
・
山
椒
魚
』
と
い
う
よ
く
売
れ
て
い
る
本
が
あ
る（

8
（

。
小
学
校
低

学
年
か
ら
読
め
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
国
語
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
作
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品
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
山
椒
魚
」
に
、
詳
し
い
注
や
説
明
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
水
す
ま
し
に
は
甲
虫
の
絵
が
載
っ
て
い
る
。
体
は
黒

く
楕
円
形
で
、
光
沢
が
あ
る
絵
で
あ
る
。「
水
面
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
る
」

と
説
明
が
あ
る
。
ぐ
る
ぐ
る
と
回
る
の
な
ら
、「
出
鱈
目
に
直
線
を
折
り

ま
げ
た
形
」
で
水
面
を
泳
ぐ
と
い
う
本
文
の
内
容
と
矛
盾
す
る
。
足
の
先

で
す
い
す
い
と
水
面
を
滑
っ
て
い
く
ア
メ
ン
ボ
は
、
あ
た
か
も
水
の
上
で

ス
ケ
ー
ト
を
し
て
い
る
よ
う
な
風
情
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
雄
が
雌
の
上
に

乗
る
。
そ
の
ま
ま
素
早
く
方
向
転
換
を
す
る
の
で
、
直
線
を
折
り
曲
げ
た

形
に
な
る
。
彼
ら
の
脚
が
、
す
で
に
折
り
曲
げ
た
直
線
で
あ
る
。

　

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
、
論
じ
つ
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

る
短
編
「
山
椒
魚
」
で
あ
る
が
、
短
い
物
語
で
あ
る
の
に
、
い
ま
だ
に
言

葉
の
意
味
が
探
求
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
ま
ま
教
育
現
場
で
不
自
然
な
解

釈
が
強
要
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
に
、
重
要
な
言
葉
を
地
道
に
精
査
し
、

検
討
し
て
い
く
作
業
が
必
要
で
あ
る
。

三

　

一
九
二
九
年
（
昭
和
四
年
）、
井
伏
は
二
月
に
三
十
一
歳
と
な
っ
た
。

こ
の
年
、
十
月
二
十
四
日
の
「
暗
黒
の
木
曜
日
」
か
ら
世
界
恐
慌
が
始
ま

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
昭
和
初
年
代
の
厳
し
い
時
代
背
景
が
そ
こ
に
象

徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
に
発
表
さ
れ
た
の
が「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」（「
創

作
月
刊
」
3
月
）、「
山
椒
魚

─
童
話

─
」（「
文
芸
都
市
」
5
月
）、「
屋

根
の
上
の
サ
ワ
ン
」（「
文
学
」
11
月
）
と
い
っ
た
作
品
で
あ
る
。

　
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
と
「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」
に
は
、「
山
椒
魚
」

と
同
じ
時
代
の
空
気
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
同
じ
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。そ
れ
は
、も
っ

と
も
ら
し
い
嘘
を
め
ぐ
る
手
法
で
あ
る
。「
山
椒
魚
」
に
お
け
る
、
井
伏

的
な
虚
構
と
い
う
手
法
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
の
二
作
品
を
参
考
に
し
て

み
た
い
。
ま
ず
「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
サ
ワ
ン
は

雁
で
あ
る
。
そ
の
雁
の
描
写
に
、
こ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

サ
ワ
ン
は
水
面
に
浮
か
ぶ
こ
と
を
好
ん
だ
の
み
で
は
な
く
、
水
に

潜
る
こ
と
を
も
好
み
ま
し
た
。
時
と
し
て
は
十
幾
分
間
も
水
中
に
ひ

そ
ん
で
ゐ
る
こ
と
さ
へ
も
あ
り
ま
し
た
。

　

サ
ワ
ン
は
マ
ガ
ン
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
潜
水
採
食
ガ
モ
で
は
な
い
。
主

に
草
食
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
陸
上
の
生
活
に
適
応
し
た
体
を
し

て
い
る
。
水
中
で
自
由
に
動
け
る
カ
モ
は
、
多
く
魚
貝
を
餌
と
す
る
。
マ

ガ
ン
は
、
お
尻
を
水
面
に
出
し
て
逆
立
ち
す
る
よ
う
に
も
ぐ
る
こ
と
は
あ

る
が
、
全
身
で
十
数
分
も
水
中
に
潜
る
こ
と
は
な
い
。
ホ
シ
ハ
ジ
ロ
や
キ

ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ
で
も
、
一
分
も
潜
水
で
き
な
い
。
水
面
採
食
ガ
モ
で
も
ま

れ
に
潜
る
こ
と
は
あ
る
が
、
数
秒
の
こ
と
で
、
水
中
に
ひ
そ
む
こ
と
は
あ

り
え
な
い（

9
（

。
こ
こ
は
、「
常
識
を
く
つ
が
え
し
て
サ
ワ
ン
が
潜
る
」「
サ
ワ

ン
は
特
殊
能
力
鳥
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
文
脈
で
も
な
い
。
自
選
全

集
で
は
次
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
が
直
さ
れ
た
。

　

サ
ワ
ン
は
水
面
に
浮
か
ぶ
こ
と
を
好
ん
だ
の
み
で
な
く
、
水
に
潜

る
こ
と
を
も
好
み
ま
し
た
。
時
と
し
て
は
水
中
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
こ

と
さ
へ
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
空
を
飛
ぶ
鳥
で
、
十
数
分
間
の
潜
水
が
可
能
な
鳥
な
ど
存
在
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す
る
の
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
る
。
井
伏
も
、
ど
こ
か
で
そ
う
い
う
意
見

を
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
「
十
幾
分
間
」
と
い
う
時
間
の
表

現
を
消
去
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
ま
だ
ガ
ン
に
関
し
て
嘘
を
つ
い
て

い
る
。ガ
ン
は
水
中
に
潜
ま
な
い
。そ
れ
で
も
井
伏
は
嘘
を
撤
回
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
作
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

雁
と
い
ふ
鳥
は
、
元
来
、
昼
間
の
光
線
や
太
陽
熱
を
好
ま
な
い
も

の
ら
し
い
で
す
。
私
が
サ
ワ
ン
を
う
つ
ち
や
つ
て
お
く
時
に
は
、
彼

は
終
日
、
廊
下
の
下
に
う
づ
く
ま
つ
て
昼
寝
ば
か
り
す
る
習
性
で
し

た
。

　

確
か
に
カ
モ
の
仲
間
に
は
夜
行
性
が
多
く
、
夜
間
に
採
餌
に
出
か
け
る

場
合
が
め
ず
ら
し
く
な
い
。
し
か
し
ハ
ク
チ
ョ
ウ
や
ガ
ン
は
逆
で
、
夜
は

湖
沼
な
ど
で
休
み
、
夜
明
け
と
と
も
に
採
餌
に
出
か
け
る
。
特
に
ガ
ン
が

早
起
き
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
昼
間
に
田
ん
ぼ
で
落
ち
穂
を
拾

う
姿
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
夜
行
性
の
カ
モ
は
、
夕
方
ガ
ン
が
ね
ぐ
ら
と
す

る
湖
沼
に
入
る
時
刻
に
、
入
れ
代
り
で
採
食
場
の
水
田
へ
向
か
う
こ
と
が

あ
る
。
ガ
ン
が
昼
間
の
光
線
を
好
ま
な
い
と
描
く
手
法
は
、
あ
の
空
想
に

よ
る
潜
水
の
描
写
と
同
じ
で
あ
る
。井
伏
は
、ガ
ン
が
夜
に
旅
発
つ
イ
メ
ー

ジ
、
月
や
闇
の
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
虚
構
の
操

作
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
潜
水
に
関
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
鳥
は
卵
生
で

は
あ
る
も
の
の
、
母
胎
の
羊
水
に
つ
か
る
よ
う
な
、
退
行
の
イ
メ
ー
ジ
を

醸
し
出
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
屈
託
し
て
岩
屋
の
中
に
引
き
こ
も
る

よ
う
な
、「
山
椒
魚
」
と
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
こ
こ
に
指
摘
で
き
る
。
こ

の
サ
ワ
ン
が
姿
を
消
し
た
と
き
、「
私
」
は
沼
池
へ
探
し
に
行
く
。

　

そ
こ
に
も
サ
ワ
ン
は
ゐ
な
い
ら
し
い
気
配
で
し
た
。
岸
に
生
え
て

ゐ
る
背
の
高
い
草
は
、
そ
の
茎
の
尖
端
に
す
で
に
穂
状
花
序
の
花
を

開
い
て
、
私
の
肩
や
帽
子
に
綿
毛
の
花
を
豊
富
に
散
り
そ
ゝ
い
だ
の

で
す
。

　

穂
状
花
序
は
無
限
花
序
の
一
つ
で
、
長
い
主
軸
に
花
柄
の
な
い
花
を
多

数
つ
け
、
下
か
ら
順
次
開
花
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
を

考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
茎
の
先
端
に
花
を
開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
花
が
す
べ
て
咲
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
花
で
あ
っ
て
種

子
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
綿
毛
が
散
る
と
い
う
の
は
種
子
の
状
態
で
あ
る
。

タ
ン
ポ
ポ
、
ア
キ
ノ
キ
リ
ン
ソ
ウ
、
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
、
ガ
ガ
イ
モ
な
ど
、

綿
毛
を
飛
ば
す
植
物
は
、
種
子
を
飛
ば
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
秋
の

話
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
花
に
綿
毛
が
付
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば

チ
ガ
ヤ
の
花
穂
は
白
い
綿
毛
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
五
月
の
話
で
あ
る

か
ら
こ
こ
は
チ
ガ
ヤ
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
花
の
綿
毛
が
散
り

注
ぐ
と
い
う
の
は
嘘
で
あ
る
。
さ
す
が
に
井
伏
自
身
も
気
が
付
い
た
ら
し

く
、
自
選
全
集
で
は
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

　

岸
に
生
え
て
ゐ
る
背
の
高
い
草
は
、
そ
の
茎
の
尖
端
に
す
で
に
穂

状
花
序
の
実
を
つ
け
て
、
私
の
肩
や
帽
子
に
、
綿
毛
の
種
子
が
散
り

そ
そ
い
だ
の
で
し
た
。

　

種
子
な
の
か
花
な
の
か
と
い
う
混
同
は
、
後
述
す
る
が
、
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
。
茎
の
先
端
か
ら
実
が
付
い
て
い
る
と
い
う
の
は
や
や
変
で

あ
る
が
、
綿
毛
の
種
子
と
い
う
表
現
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」
も
、
よ
く
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
先
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ほ
ど
あ
げ
た
『
走
れ
メ
ロ
ス
・
山
椒
魚
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
雁
が
潜
水
す
る
と
い
う
嘘
に
つ
い
て
も
、
夜
行
性
だ
と
い
う
嘘
に
つ

い
て
も
、「
綿
毛
の
花
」
が
散
る
と
い
う
嘘
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
素
通

り
し
て
お
り
、
説
明
し
て
い
な
い
。
調
べ
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
に
は
た

く
さ
ん
の
注
が
つ
い
て
い
る
。
作
中
の
事
実
は
も
ち
ろ
ん
自
然
界
の
ま
ま

で
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
虚
構
に
気
づ
か
な
い
の
で
は
困
る
。
こ
れ

で
は
小
学
生
が
、
雁
は
潜
水
す
る
し
、
散
る
綿
毛
は
花
で
あ
る
と
覚
え
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
現
在
の
教
室
に
お
け
る
状
況
を

そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
解
釈
の
強
要
が
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
か
ら
引
用
す
る
。
鳶
色
の
瞳
を
持
つ
タ

エ
ト
と
い
う
少
女
が
描
か
れ
る
。

　

私
と
タ
エ
ト
と
は
驚
き
の
瞳
で
も
つ
て
、
枝
の
毛
虫
を
眺
め
た
。

さ
う
し
て
彼
女
は
お
び
た
ゞ
し
い
毛
虫
の
群
に
興
奮
し
た
挙
句
、
彼

女
が
裸
体
の
ま
ゝ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
毛
虫
の
習
性
に
つ
い
て

語
つ
た
。
毛
虫
と
い
ふ
も
の
は
蝶
々
の
幼
虫
で
、
蝶
々
は
木
の
葉
の

裏
の
露
を
吸
ひ
、
や
が
て
無
数
の
毛
虫
を
生
む
。
こ
の
単
純
な
理
科

物
語
り
に
は
多
少
の
誤
謬
さ
へ
も
あ
る
ら
し
か
つ
た
が
、
私
は
彼
女

の
理
科
物
語
り
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
思
つ
た
。
何
と

な
れ
ば
、
こ
れ
は
彼
女
が
裸
体
で
あ
つ
た
か
ら
で
、
さ
う
し
て
お
互

に
裸
体
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
裸
体
の
持
主
達
を
し
て
い
ち

は
や
く
親
し
い
友
人
に
さ
し
て
し
ま
ふ
も
の
ら
し
か
つ
た
。

　

ア
ゲ
ハ
や
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
は
幼
虫
が
青
虫
型
で
毛
虫
で
は
な
い
。
こ

こ
に
登
場
す
る
毛
虫
は
マ
イ
マ
イ
ガ
や
ド
ク
ガ
と
い
っ
た
蛾
の
幼
虫
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
蝶
と
蛾
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し

く
、
ま
た
蝶
の
幼
虫
に
も
毛
虫
型
は
い
る
。
桜
に
た
か
る
毛
虫
は
エ
ゾ
シ

ロ
チ
ョ
ウ
の
幼
虫
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
蝶
が
木
の
葉
の
露
を
吸

う
と
い
う
の
も
、
微
妙
な
話
で
あ
る
。
蝶
は
花
の
蜜
を
吸
う
。
水
も
飲
む
。

全
面
的
に
否
定
で
き
な
い
、
し
か
し
正
確
さ
を
欠
い
た
誤
謬
が
積
み
重
ね

ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
、
タ
エ
ト
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
血
が
流
れ
る

少
女
が
裸
体
で
い
る
こ
と
か
ら
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
喜
び
を
感
じ
、
彼
女

の
話
の
誤
謬
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
前
で
は
、

誤
謬
は
許
さ
れ
る
し
、
あ
る
い
は
魅
力
に
も
変
わ
る
。
誤
謬
と
は
、
も
っ

と
も
ら
し
い
嘘
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
語
り
手
が
自
身
の
手
の
内
を
明
か

し
て
い
る
よ
う
な
こ
の
描
写
は
、
も
ち
ろ
ん
ユ
ー
モ
ア
を
か
も
し
だ
す
。

蝶
々
に
は
な
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
毛
虫
に
も
、
身
寄
り
は
朽
助
し

か
い
な
い
タ
エ
ト
に
も
、
哀
し
み
が
に
じ
み
だ
す
。
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
モ

ア
と
哀
し
み
を
醸
し
出
す
嘘
を
つ
く
こ
と
が
、
井
伏
文
学
の
本
質
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
エ
ロ
ス
は
重
要
な
方
法
論
と
な
る
。
タ
エ
ト
は

語
り
手
の
好
色
な
意
図
に
気
づ
き
、「
あ
の
嫌
悪
す
べ
き
目
つ
き
や
笑
ひ

か
た
は
、
私
の
心
を
常
に
悲
痛
に
さ
せ
よ
う
と
い
た
し
ま
す
」
と
キ
リ
ス

ト
に
祈
る
。
そ
の
言
葉
は
読
者
を
も
打
つ
で
あ
ろ
う
。「
エ
ロ
ス
」
と
「
あ

わ
れ
」
と
「
ユ
ー
モ
ア
」
を
自
在
に
組
み
あ
わ
せ
、
い
か
に
も
現
実
ら
し

い
が
、よ
く
考
え
れ
ば
間
違
っ
て
い
る
話
を
積
み
重
ね
つ
つ
、井
伏
は
ゆ
っ

く
り
と
読
者
を
翻
弄
し
、
打
ち
の
め
し
、
誘
惑
し
、
篭
絡
さ
せ
る
。
そ
こ

に
は
、
百
戦
錬
磨
の
「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
」
に
も
似
た
虚
構
の
力
が
あ
る
。
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そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
読
者
を
屈
服
さ
せ
る
優
れ
た
筆
力
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
謬
の
面
白
さ
、誤
謬
の
力
と
い
う
も
の
が
、ユ
ー

モ
ア
と
哀
感
と
混
然
一
体
の
虚
構
と
な
り
、
井
伏
の
作
品
の
特
徴
を
な
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四

　
「
山
椒
魚
」
の
次
の
一
節
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

　

岩
屋
の
天
井
に
は
、
杉
苔
と
銭
苔
と
が
密
生
し
て
、
銭
苔
は
緑
色

の
鱗
で
も
つ
て
地
所
と
り
（
小
児
の
遊
戯
の
一
種
）
の
形
式
で
繁
殖

し
、
杉
苔
は
最
も
細
く
且
つ
紅
色
の
花
柄
の
尖
端
に
、
可
憐
な
花
を

咲
か
せ
た
。
可
憐
な
花
は
可
憐
な
実
を
結
び
、
そ
れ
は
隠
花
植
物
の

種
子
散
布
の
法
則
通
り
、
間
も
な
く
花
粉
を
散
ら
せ
は
じ
め
た
。

　

山
椒
魚
は
、
杉
苔
や
銭
苔
を
眺
め
る
こ
と
を
好
ま
な
か
つ
た
。
寧

ろ
そ
れ
等
を
疎
ん
じ
さ
へ
し
た
。
杉
苔
の
花
粉
は
し
き
り
に
岩
屋
の

な
か
の
水
面
に
散
っ
た
の
で
、
彼
は
自
分
の
棲
家
の
水
が
汚
れ
て
し

ま
ふ
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
剰
へ
岩
や
天
井
の
窪
み
に
は
、
一
群

づ
つ
の
黴
さ
へ
も
生
え
た
。
徽
は
何
と
愚
か
な
習
性
を
持
つ
て
ゐ
た

こ
と
で
あ
ら
う
。
常
に
消
え
た
り
生
え
た
り
し
て
、
絶
対
に
繁
殖
し

て
行
か
う
と
す
る
意
志
は
な
い
か
の
や
う
で
あ
つ
た
。

　

こ
の
文
章
は
、
自
選
全
集
で
も
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。「
花
粉

を
散
ら
せ
は
じ
め
た
」
が
、「
花
粉
を
散
ら
し
は
じ
め
た
」
に
直
さ
れ
て

い
る
程
度
で
あ
る
。
ま
ず
、
苔
に
は
花
は
咲
か
な
い
。
花
は
咲
か
な
い
の

で
、花
粉
も
な
い
。
た
だ
し
俳
句
の
世
界
で
は
、「
苔
の
花
」
と
い
う
。「
苔

の
花
」
と
い
う
の
は
雄
株
に
で
き
る
雄
器
の
集
ま
り
を
、
花
に
見
立
て
て

い
う
と
多
く
の
辞
書
の
説
明
に
あ
る
。
苔
の
生
殖
は
複
雑
な
の
で
こ
こ
に

は
詳
述
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
苔
が
花
粉
を
散
ら
す
こ
と
は
な
い
。

ま
た
花
粉
が
散
っ
て
も
芽
が
出
る
は
ず
は
な
い
。
花
粉
と
種
子
は
違
う
し
、

花
粉
と
胞
子
は
違
う
。
小
学
生
で
も
知
っ
て
い
る
。

　

隠
花
植
物
は
、
花
を
咲
か
せ
な
い
植
物
で
あ
る
。
花
が
な
い
の
で
花
粉

も
な
く
、
種
子
も
な
い
。
隠
花
植
物
が
種
子
を
散
布
す
る
は
ず
が
な
い
。

苔
の
可
憐
な
花
が
可
憐
な
実
を
結
ぶ
は
ず
が
な
い
。
さ
ら
に
お
か
し
い
の

は
、
種
子
散
布
の
法
則
に
よ
っ
て
、
花
粉
を
散
ら
し
た
と
い
う
記
述
で
あ

る
。
種
子
の
散
布
が
花
粉
の
散
布
だ
と
か
、
実
が
で
き
て
か
ら
花
粉
が
散

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
種
子
と
花
粉
の
同
時
散
布
な
ど
も
あ
る

は
ず
も
な
い
が
、
こ
の
虚
構
は
「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」
の
穂
状
花
序
の

綿
毛
の
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
混
同
で
あ
る
。
井
伏
は
エ
ロ
ス
を
混

沌
化
し
、
虚
構
化
を
行
っ
て
い
る
。

　

前
掲
の
『
走
れ
メ
ロ
ス
・
山
椒
魚
』
で
も
、
た
く
さ
ん
の
注
は
こ
の
矛

盾
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
小
学
生
は
、
隠
花
植
物
が
種
子
を

散
布
す
る
と
思
う
し
、
種
子
と
は
花
粉
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。
花

が
な
い
の
に
な
ぜ
種
子
が
で
き
る
の
か
。
花
が
な
い
の
に
な
ぜ
花
粉
が
飛

ぶ
の
か
。
種
子
が
で
き
た
後
に
な
ぜ
花
粉
が
登
場
す
る
の
か
。
こ
れ
で
は

例
え
ば
、
朝
顔
の
種
子
が
で
き
た
後
に
、
朝
顔
の
花
が
咲
く
と
い
う
話
に

な
る
。

　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
私
は
中
学
生
の
時
、
国
語
の
教
室
で
教
科
書

の
「
山
椒
魚
」
を
学
ん
だ
。
こ
の
部
分
を
教
師
は
、「
井
伏
鱒
二
は
実
に
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よ
く
自
然
を
観
察
し
て
い
る
ね
。あ
り
の
ま
ま
の
自
然
の
描
写
が
見
事
だ
」

と
説
明
し
た
。
試
験
で
も
そ
う
書
か
さ
れ
た
。
し
か
し
、
だ
ま
さ
れ
て
い

る
と
い
う
印
象
が
あ
り
、
そ
の
疑
い
は
今
も
ぬ
ぐ
え
な
い
。

　

引
用
し
た
部
分
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
エ
ロ
ス
」
で
あ
り
「
生

殖
」
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
花
粉
」
と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
を
も
ち

だ
し
て
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
喚
起
し
た
の
は
、
井
伏
が
タ
エ
ト
の
裸
身

と
そ
の
誤
謬
と
を
合
わ
せ
描
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
方
法
で
あ
る（

11
（

。
主

人
公
の
山
椒
魚
は
、
川
で
生
物
た
ち
が
繰
り
広
げ
る
生
殖
活
動
の
輪
か
ら

外
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
、
岩
穴
の
中
で
鮮
烈
に
意
識
し
て
い
る
。
そ
こ

を
読
み
解
か
な
け
れ
ば
、
山
椒
魚
の
悲
し
み
の
本
質
は
解
明
で
き
な
い
。

カ
ビ
は
「
繁
殖
し
て
行
か
う
と
す
る
意
志
」
が
な
い
か
ら
愚
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
山
椒
魚
の
つ
ぶ
や
き
が
指
し
示
す
の
は
、
繁
殖
す
る
意
志

は
あ
っ
て
も
、
生
殖
の
輪
か
ら
外
れ
た
山
椒
魚
が
さ
ら
に
愚
か
で
あ
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。「
山
椒
魚
」
か
ら
ま
た
引
用
し
よ
う
。

　

或
る
夜
、
一
ぴ
き
の
小
蝦
が
岩
屋
の
な
か
へ
ま
ぎ
れ
込
ん
だ
。
こ

の
小
動
物
は
今
や
産
卵
期
の
ま
つ
た
だ
な
か
に
あ
る
ら
し
く
、
透
明

な
腹
部
一
ぱ
い
に
恰
も
雀
の
稗
草
の
種
子
に
似
た
卵
を
抱
へ
て
、
岩

壁
に
す
が
り
つ
い
た
。
さ
う
し
て
細
長
い
そ
の
終
り
を
見
届
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
や
う
に
消
え
て
ゐ
る
触
手
を
ふ
り
動
か
し
て
ゐ
た
が
、

（
後
略
）
こ
の
一
ぴ
き
の
蝦
は
山
椒
魚
の
横
腹
を
岩
石
だ
と
思
ひ
込

ん
で
、
そ
こ
に
卵
を
産
み
つ
け
て
ゐ
た
の
に
相
達
な
い
。

　

作
品
に
描
か
れ
た
の
は
、
淡
水
エ
ビ
の
ミ
ナ
ミ
ヌ
マ
エ
ビ
か
ヤ
マ
ト
ヌ

マ
エ
ビ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
産
卵
に
大
き
な
違
い

は
な
い
。
こ
れ
ら
の
エ
ビ
た
ち
は
岩
壁
や
草
な
ど
に
は
産
卵
し
な
い
。
サ

ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
に
卵
を
産
み
付
け
る
こ
と
は
な
い
。
産
ん
だ
卵
を
抱
卵
す

る
か
ら
で
あ
る
。
雌
は
多
く
の
卵
を
お
な
か
の
下
に
抱
え
て
、
孵
化
す
る

ま
で
面
倒
を
見
る
。
抱
卵
さ
れ
な
か
っ
た
卵
は
孵
化
し
な
い
。
小
学
生
向

け
の
『
走
れ
メ
ロ
ス
・
山
椒
魚
』
は
、
こ
の
誤
り
に
対
し
て
や
は
り
素
通

り
で
あ
る（

11
（

。
ち
な
み
に
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
雄
は
卵
を
守
り
、
飲
ま
ず
食

わ
ず
で
何
か
月
も
抱
卵
に
近
い
仕
事
を
す
る
。
雌
は
岩
屋
で
産
卵
し
、
す

ぐ
そ
の
場
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。

　

エ
ビ
に
雄
・
雌
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
と
韜
晦
す
る
井
伏
だ
が
、

こ
こ
で
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
を
つ
き
な
が
ら
描
き
出
し
た
も
の
は
、
卵
で

あ
り
、
産
卵
で
あ
り
、「
生
殖
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
椒
魚

の
最
も
痛
い
と
こ
ろ
を
つ
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
焦
っ
た
山

椒
魚
は
、
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
て
、
岩
屋
の
穴
に
突
進
す
る（

12
（

。
山
椒
魚
は
、

そ
の
生
命
力
と
い
う
自
ら
の
火
に
焼
か
れ
る
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
。

五

　

さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
井
伏
の
言
葉
の
中
に
、「
そ
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ

は
学
校
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
を
貸
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
盥
な
ん
か
に

入
れ
て
い
る
の
。」「
そ
れ
で
「
幽
閉
」
を
（
青
木
南
八
に
見
せ
る
た
め
に
）

書
い
た
。『
世
紀
』に
書
い
て
い
る
ん
だ
。
そ
の
時
は
手
を
加
え
て
い
な
い
。

『
三
田
文
学
』
に
載
せ
る
と
き
清
書
（
改
稿
・
改
題
）
し
た
。」
と
い
う
部

分
が
あ
っ
た
。

　
「
山
椒
魚
」
発
表
の
前
年
、一
九
二
八
年
に
「
鯉
」（「
三
田
文
学
」
2
月
）
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が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
山
椒
魚
」
と
同
じ
く
、
以
前
に
発
表
し

た
作
品
の
改
稿
で
あ
る
。
た
だ
し
改
稿
、改
題
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば「
幽

閉
」
の
話
で
、
井
伏
は
、「
幽
閉
」
を
「
三
田
文
学
」
に
載
せ
た
か
の
よ

う
に
語
る
。
井
伏
は
「
幽
閉
」
と
「
鯉
」
を
取
り
違
え
た
。
そ
こ
に
は
理

由
が
あ
る
。
サ
ン
シ
ョ
ウ
オ
も
コ
イ
も
、と
も
に
川
の
王
者
で
あ
る
。「
幽

閉
」
は
青
木
南
八
の
た
め
に
書
か
れ
た
。「
鯉
」
は
青
木
南
八
に
つ
い
て

語
る
小
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
鯉
は
盥
に
入
っ
て
い
る
。
井
伏
の
通
っ
た

中
学
校
の
池
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
盥
に
入
れ
ら
れ
た
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の

姿
が
、
そ
こ
に
二
重
写
し
に
な
る
。
同
じ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
井
伏

は
「
鯉
」
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　

青
木
南
八
に「
愛
人
」は
い
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。（
青
木
が
亡
く
な
っ

た
）
そ
の
と
き
上
野
の
松
坂
屋
の
前
の
反
対
側
の
空
き
地
に
勧
工
場

が
で
き
た
。
そ
こ
で
サ
ボ
テ
ン
を
買
っ
て
青
木
の
所
へ
持
っ
て
行
っ

た
ら
、（
青
木
の
）
お
母
さ
ん
が
（
二
階
か
ら
）
降
り
て
来
て
泣
い

て
い
る
ん
だ
よ
。（
そ
の
時
玄
関
に
）
靴
が
い
ろ
い
ろ
脱
い
で
あ
っ

た
ん
だ
。
急
い
で
二
階
へ
上
が
っ
て
行
く
よ
う
な
感
じ
で
。（
そ
の

中
に
赤
い
）
靴
が
脱
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
印
象
が
あ
る
ん
だ
。
愛
人

は
い
な
い
ん
だ
か
ら
、（
釣
り
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
池
は
下
宿
屋

の
池
で
）
コ
イ
は
い
や
し
な
い
。
青
ミ
ド
ロ
の
（
小
さ
な
）
池
な
ん

だ
か
ら
。（
青
木
か
ら
コ
イ
を
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
い
が
）
ほ
か
の

人
に
は
も
ら
っ
た
。
子
供
の
と
き
に
（
い
な
か
の
池
に
）
白
い
コ
イ

が
い
た
の
。
随
筆
と
言
う
よ
り
小
説
だ
な
、
あ
れ
は
。
青
木
の
兄
さ

ん
は
本
当
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
。
本
に
書
い
て
る
の
。

　

青
木
南
八
に
愛
人
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
伴
侶
も
な
く

夭
折
し
た
の
で
あ
る
。
愛
人
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
青
木
へ
の
は
な
む

け
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
井
伏
は
エ
ロ
ス
の
導
入
を
図
っ
た
の

で
あ
る
。
井
伏
は
小
説
「
鯉
」
が
虚
構
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
完
全
に

虚
構
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
根
拠
が
あ
る
。
事
実

に
、
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
と
い
う
調
味
料
が
ま
ぜ
こ
ん
で
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
か
の
井
伏
の
発
言
を
調
べ
る
と
、
小
説
と
随
筆
の
違

い
は
「
嘘
」
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

13
（

。

　

ぽ
く
は
、
小
説
も
随
筆
も
詩
も
書
く
と
い
わ
れ
て
い
る
け
ど
、
小

説
だ
か
随
筆
だ
か
わ
か
ら
な
い
作
品
が
あ
る
と
訊
か
れ
た
と
き
は
、

ウ
ソ
が
あ
っ
て
も
い
い
の
が
小
説
だ
と
言
う
ん
だ
。
…
…
そ
れ
と
、

雑
誌
だ
っ
て
小
説
欄
と
随
筆
欄
で
は
稿
料
が
ち
が
っ
て
い
た
ん
だ

…
…
（
笑
）。

　

小
説
に
は
、
フ
ィ
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
入
れ
る
。
嘘
が
あ
っ
て
も
い
い
。
こ

の
発
想
は
重
要
で
あ
る
。
涌
田
佑
は
、
井
伏
と
の
最
後
の
会
話
を
次
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
る（

11
（

。

　

私
が
井
伏
氏
の
温
顔
に
接
し
た
最
後
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一

日
、
終
日
秋
雨
の
降
り
注
ぐ
日
で
あ
っ
た
。
例
の
如
く
い
ろ
い
ろ
と

お
話
を
う
か
が
っ
た
の
で
あ
る
が
、
談
た
ま
た
ま
「
侘
助
」
に
及
ん

で
、「
先
日
、「
侘
助
」
の
波
高
島
周
辺
を
調
べ
て
み
た
の
で
す
が
、

み
ん
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
た
」
と
申
し
上
げ
る
と
、

　
「
そ
う
、
み
ん
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
答
え
。

　

重
ね
て
私
が
「
そ
れ
に
し
て
も
、
歴
史
小
説
で
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は

─
」
と
申
し
上
げ
る
と
、

　
「
あ
そ
こ
に
立
て
ば
君
、
そ
れ
く
ら
い
の
空
想
は
湧
く
わ
ね
」

　

井
伏
氏
の
歴
史
小
説
た
る
や
お
お
よ
そ
か
く
の
如
き
で
、
な
か
な

か
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

歴
史
小
説
で
も
虚
構
を
用
い
る
。
し
か
し
、
チ
ェ
ホ
フ
の
「
賭
け
」
に

つ
い
て
触
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、「
悟
り
の
気
持
を
一
分
間
で
も
二

分
間
で
も
経
験
す
れ
ぱ
、
そ
れ
な
り
に
書
け
る
け
ど
、
観
念
の
ま
ま
じ
ゃ

具
象
が
出
な
い
と
感
じ
て
や
め
た
ん
だ
」
と
井
伏
は
い
う
。
山
椒
魚
の
悟

り
は
、体
験
し
て
い
な
い
の
で
、虚
構
と
し
て
も
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
象
が
出
な
け
れ
ば
書
け
な
い
。
ど
ん
な
嘘
で
も

つ
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
立
脚
し
て
具
象
が
描
け
る
嘘
は
活
用
し

て
、
ユ
ー
モ
ア
を
生
み
出
す
。
し
か
し
、
悟
り
は
、
嘘
と
し
て
も
描
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
井
伏
の
嘘
は
野
放
図
な
嘘
で
は
な
く
、
体
験
さ
れ
、
計

算
さ
れ
、
抑
制
さ
れ
て
い
る
嘘
な
の
で
あ
る
。

六

　

新
稿
で
削
除
さ
れ
た
の
は
次
の
部
分
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
山
椒
魚
よ
り
も
先
に
、
岩
の
窪
み
の
相
手
は
、
不
注
意

に
も
深
い
嘆
息
を
も
ら
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
は
「
あ
ゝ
あ
ゝ
」
と

い
ふ
最
も
小
さ
な
風
の
音
で
あ
つ
た
。
去
年
と
同
じ
く
し
き
り
に
杉

苔
の
花
粉
の
散
る
光
景
が
、
彼
の
嘆
息
を
教
唆
し
た
の
で
あ
る
。
山

椒
魚
が
こ
れ
を
聞
き
の
が
す
道
理
は
な
か
つ
た
。
彼
は
上
の
方
を
見

上
げ
、
且
つ
友
情
を
瞳
に
込
め
て
た
づ
ね
た
。

「
お
前
は
、
さ
つ
き
大
き
な
息
を
し
た
ら
う
？
」

相
手
は
自
分
を
鞭
鍵
し
て
答
へ
た
。

「
そ
れ
が
ど
う
し
た
？
」

「
そ
ん
な
返
辞
を
す
る
な
。
も
う
、
そ
こ
か
ら
降
り
て
来
て
も
よ
ろ

し
い
。」

「
空
腹
で
動
け
な
い
。」

「
そ
れ
で
は
、
も
う
駄
目
な
や
う
か
？
」

「
も
う
駄
目
な
や
う
だ
。」

よ
ほ
ど
暫
く
し
て
か
ら
山
椒
魚
は
た
づ
ね
た
。

「
お
前
は
今
ど
う
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
る
や
う
な
の
だ
ら
う
か
？
」

相
手
は
極
め
て
遠
慮
が
ち
に
答
へ
た
。

「
今
で
も
べ
つ
に
お
前
の
こ
と
を
お
こ
つ
て
は
ゐ
な
い
ん
だ
。」

　
「
杉
苔
の
花
粉
の
散
る
光
景
」
と
あ
る
が
、
杉
苔
に
も
し
花
粉
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
め
し
べ
が
な
い
の
で
花
粉
を
散
ら
せ
る
意
味
が
な
い
。
こ

の
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
に
よ
っ
て
、
め
し
べ
の
不
在
、
女
性
の
不
在
が
ほ

の
め
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
花
粉
は
無
駄
に
散
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、

蛙
の
死
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
会
話
が
始
ま
る
。
蛙
が
今
で
も
、
つ
ま
り

始
め
か
ら
怒
っ
て
い
な
い
と
告
白
す
る
末
尾
は
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
、
詩

情
に
満
ち
た
終
わ
り
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
井
伏
は
そ
の
よ
う
に

は
考
え
て
い
な
い
ら
し
い
。「「
山
椒
魚
」
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
章
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

15
（

。

　

私
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
こ
の
作
品
に
そ
そ
ら
れ
て
「
山
椒
魚
」
を
書

き
ま
し
た
。
山
椒
魚
と
い
ふ
動
物
は
、
見
た
と
こ
ろ
も
愚
鈍
な
よ
う



─ 117 ─

な
外
見
で
す
。
迂
闇
者
と
し
て
扱
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
や
う
な

気
が
し
ま
す
。
空
腹
で
た
ま
ら
な
く
な
っ
て
来
る
と
、
自
分
の
手
を

食
っ
て
餓
を
凌
ぐ
こ
と
も
あ
る
さ
う
で
す
。
馬
鹿
な
や
つ
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
で
私
は
山
椒
魚
を
主
人
公
に
し
て
、
愚
行
の
果
て
の
孤

独
か
ら
諦
観
、
諦
観
か
ら
悟
道
に
至
る
者
の
心
懐
を
、
自
分
流
儀
に

現
わ
し
て
み
る
つ
も
り
で
書
き
ま
し
た
。
し
か
し
諦
観
に
近
づ
く
と

こ
ろ
ま
で
は
四
囲
の
情
景
も
空
想
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
先
の
こ
と
は
説
明
に
た
よ
ら
な
け
れ
ば
自
分
に
は
書
け
な
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
書
く
に
は
書
い
て
も
、
後
の
方
は
気
に
入
ら

な
い
か
ら
切
っ
て
棄
て
ま
し
た
。「
山
椒
魚
」
が
尻
切
れ
と
ん
ぼ
に

終
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
そ
う
い
ふ
い
き
さ
つ
で
す
。

　

空
想
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
「
尻
切
れ
と
ん
ぼ
」
と
な
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
の
「
尻
切
れ
と
ん
ぼ
」
に
は
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
に
悟
り
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
絶
望
も
あ
り
迷
い
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
希
望
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
地
震
が
あ
る
と
か
で
、

崩
れ
て
出
ら
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
な
。」
と
い
う
井
伏
の
発
言

も
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

雁
が
水
中
で
引
き
こ
も
り
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
嘘
に

も
、
エ
ロ
ス
の
連
環
か
ら
外
れ
た
嘆
き
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
作
品
「
山
椒

魚
」
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
多
く
の
嘘
は
、
生
殖
や
エ
ロ
ス
に
関
す
る
嘘
で

あ
る
。
山
椒
魚
が
性
の
連
環
か
ら
外
れ
て
、
性
の
ね
じ
れ
が
そ
こ
に
生
じ

て
い
る
。
同
様
に
し
て
、
隠
花
植
物
が
種
子
散
布
し
て
花
粉
を
飛
ば
す
と

い
う
よ
う
な
嘘
（
あ
る
い
は
「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」
の
花
の
綿
毛
が
散

り
注
ぐ
と
い
う
よ
う
な
嘘
も
同
様
に
）
が
、
エ
ロ
ス
の
ね
じ
れ
を
う
か
び

あ
が
ら
せ
る
。

　

山
椒
魚
の
岩
屋
は
、
母
胎
の
羊
水
と
、
ぬ
め
り
と
、
ぬ
く
も
り
を
思
わ

せ
る
空
間
で
あ
る
。
山
椒
魚
は
母
胎
の
中
に
退
行
す
る
よ
う
に
引
き
こ

も
っ
て
、
窓
か
ら
、
外
で
盛
ん
に
繁
殖
活
動
を
行
う
生
物
た
ち
を
眺
め
、

目
を
背
け
る
。
岩
屋
内
に
繁
殖
す
る
苔
や
黴
を
い
や
が
る
。
し
か
し
、
産

卵
期
の
小
蝦
が
岩
屋
に
入
っ
て
き
た
と
き
は
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
も
せ

ず
、
あ
る
意
味
で
大
切
に
扱
っ
て
い
る
。

　

ア
メ
ン
ボ
の
交
尾
を
邪
魔
し
た
独
身
者
の
蛙
（
山
椒
魚
の
岩
屋
か
ら
水

面
が
見
通
せ
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
視
点
の
虚
構
が
あ
る
）
が
、
岩
屋

に
入
っ
て
き
た
。
蛙
は
山
椒
魚
の
餌
で
あ
る
。
し
か
し
山
椒
魚
は
蛙
を
食

べ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
の
小
蝦
の
構
図
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

蛙
が
両
生
類
で
独
身
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
山
椒
魚
に
さ
ら
に
近
い
存
在

と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
小
蝦
の
構
造
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
注
意
深
い
読
者
に
は
、
末
尾
部
分
の
「
和
解
」
な
ど
な
く
と
も
、

い
ず
れ
蛙
が
自
由
に
な
る
こ
と
は
想
像
が
つ
く
。
山
椒
魚
と
蛙
が
喧
嘩
を

続
け
た
ま
ま
、そ
こ
で
終
わ
る
自
選
全
集
版
の
テ
キ
ス
ト
は
、ま
さ
に
「
尻

切
れ
と
ん
ぼ
」
と
い
う
印
象
を
与
え
る
が
、
あ
る
意
味
で
明
る
く
、
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
を
導
き
う
る
。
瀬
戸
内
寂
聴
は
、
こ
の
新
稿
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

11
（

。

　

音
読
し
て
み
た
ら
、
は
っ
き
り
、
改
作
が
い
い
と
私
は
感
じ
た
。

山
椒
魚
と
蛙
の
何
と
な
く
妥
協
し
あ
っ
た
よ
う
な
、
す
り
よ
っ
た
感

じ
の
対
話
に
は
、
抜
け
道
の
な
い
絶
望
の
中
に
、
一
抹
の
甘
さ
と
救
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い
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
も
す
る
が
、
こ
の
対
話
が
す
ぱ
っ
と

抹
殺
さ
れ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
二
匹
の
動
物
の
よ
り
深
い
絶
望

と
孤
独
が
く
っ
き
り
と
投
げ
出
さ
れ
て
、
厳
し
く
深
い
余
情
を
感
じ

る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

井
伏
鱒
二
は
、
晩
年
に
な
っ
て
、「
山
椒
魚
」
か
ら
一
は
け
色
づ

け
し
て
い
た
甘
さ
を
消
し
去
っ
て
か
ら
、
い
っ
そ
う
、
出
口
の
な
い
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
山
椒
魚
の
運
命
と
絶
望
に
、
深
く
熱
い
同
情
を

そ
そ
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

新
稿
の
終
わ
り
方
に
、
瀬
戸
内
寂
聴
は
、
深
い
絶
望
と
孤
独
を
見
て
い

る
。
こ
の
絶
望
の
感
覚
ゆ
え
に
、
多
く
の
批
評
家
た
ち
が
新
稿
を
拒
絶
し

た
。
し
か
し
本
当
に
、
新
稿
は
絶
望
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
山
椒
魚
と
蛙
の
口
論
は
、
そ
の
先
に
微
か
な
希
望
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

蛙
と
山
椒
魚
の
口
論
の
背
後
に
は
、
外
に
出
た
い
、
自
由
に
な
り
た
い
、

生
殖
活
動
を
し
た
い
と
い
う
意
思
が
働
い
て
お
り
、
口
論
こ
そ
が
彼
ら
の

生
き
る
希
望
を
継
続
さ
せ
る
た
め
の
装
置
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ム
と
ジ
ェ

リ
ー
が
、
永
遠
に
追
い
か
け
っ
こ
を
や
め
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
旧
稿
末
尾
に
見
ら
れ
る
、
山
椒
魚
と
蛙
の
和
解
や
、
蛙
の
死
は
、

そ
う
し
た
装
置
、
あ
る
い
は
習
慣
の
継
続
を
不
可
能
に
す
る
。
岩
屋
の
外

に
出
た
い
と
い
う
生
命
力
の
発
露
と
し
て
、
山
椒
魚
は
蛙
を
幽
閉
し
た
の

だ
が
、
そ
の
意
志
の
輝
き
も
胡
散
霧
消
さ
せ
る
雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い

る
。
少
な
く
と
も
、
蛙
は
い
つ
か
外
に
出
ら
れ
る
は
ず
で
は
な
か
っ
た
の

か
。

　

旧
稿
末
尾
に
は
、
自
己
中
心
的
な
理
由
か
ら
山
椒
魚
が
蛙
を
幽
閉
し
て

し
ま
い
、
結
局
蛙
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
山
椒
魚
の
罪
の
意
識
が

前
面
に
出
て
く
る
。
蛙
の
死
体
が
岩
屋
の
内
部
に
残
る
以
上
、
山
椒
魚
は

永
遠
に
自
責
の
念
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
。
こ
れ
が
旧
稿
の
先
に
予
想
さ
れ

る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
終
わ
り
方
に
納
得
す
る
読
者
ば
か
り
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
急
展
開
と
し
て
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の

舟
板
の
よ
う
な
感
覚
を
生
み
出
す
こ
と
が
、
こ
の
作
品
の
求
め
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
蛙
の
唐
突
な
死
に
は
、
必
然
性
が
見
つ
か

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
山
椒
魚
」
に
は
、
性
的
暗
喩
と
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
が
絡
み
合
っ
て
、

ユ
ー
モ
ア
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
独
り
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
生
の
哀
し

み
が
静
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
も
っ
と
も
ら
し
い
嘘
か
ら
立

ち
上
が
っ
て
く
る
微
か
な
希
望
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
注
意
深
い
目
を
む
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

17
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、「
山
椒
魚
」
の
基
本
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、

自
選
全
集
版
の
新
稿
を
選
択
し
た
い
。
新
稿
を
基
本
と
し
、
さ
ら
に
深
く

読
み
た
い
読
者
、
探
求
し
た
い
読
者
は
、
旧
稿
の
テ
キ
ス
ト
を
探
し
、
蛙

と
山
椒
魚
の
会
話
部
分
を
読
む
と
い
う
手
順
を
踏
め
ば
い
い
の
で
は
な
い

か（
11
（

。
注（

1
）
井
伏
作
品
の
引
用
は
、
主
に
筑
摩
版
全
集
（
1
9
1
1
）
の
テ
キ
ス
ト
を

基
本
と
し
た
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
1
9
9
1
・
11
）
と
、
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井
伏
が
改
稿
し
た
『
井
伏
鱒
二
自
選
全
集
』
第
一
巻
（
新
潮
社
、
1
9
1
5
・

11
）
を
参
照
し
た
。
な
お
、「
山
椒
魚
」
に
つ
い
て
は
、
日
置
俊
次
「
井
伏
鱒

二
「
山
椒
魚
」
論
」（「
日
本
近
代
文
学
」
1
9
9
1
・
11
）、
日
置
俊
次
「
井

伏
鱒
二
「
山
椒
魚
」
新
論
─
「
ト
ム
と
ジ
ェ
リ
ー
理
論
」
を
め
ぐ
っ
て
」（「
紀

要
」
青
山
学
院
大
学
文
学
部
、
2
1
1
1
・
1
）
に
お
い
て
、
基
本
的
な
立

場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
2
）「
言
語
生
活
」（
1
9
7
1
・
2
）
の
「
現
代
文
学
と
こ
と
ば
」
と
い
う
作

家
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
シ
リ
ー
ズ
第
二
回
で
井
伏
が
語
っ
て
い
る
。

（
3
）
清
水
昭
三
『
井
伏
鱒
二
─
そ
の
文
学
と
世
界
』（
創
樹
社
、
1
9
1
5
・

11
、
27
頁
）

（
1
）
野
崎
歓
『
水
の
匂
い
が
す
る
よ
う
だ　

井
伏
鱒
二
の
ほ
う
へ
』（
集
英
社
、

2
1
1
1
・
1
、
21
頁
）。
本
書
は
「
長
き
に
わ
た
り
何
も
食
べ
物
を
口
に
し

な
い
の
だ
か
ら
、
山
椒
魚
は
激
し
い
身
体
的
衰
弱
に
見
舞
わ
れ
て
お
か
し
く

な
い
。
一
編
の
結
末
部
分
で
彼
が
「
空
腹
で
動
け
な
い
」
と
い
う
セ
リ
フ
を

口
に
す
る
（
後
略
）」（
21
頁
）
と
い
う
指
摘
を
展
開
す
る
が
、
そ
れ
は
山
椒

魚
の
セ
リ
フ
で
は
な
い
。
も
し
山
椒
魚
だ
け
が
餓
死
す
る
な
ら
、
蛙
は
な
ぜ

空
腹
に
な
ら
な
い
の
か
、説
明
が
な
い
。江
南
亜
美
子
は
こ
の
本
の
書
評
で「
自

説
の
展
開
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
丁
寧
に
読
者
に
理
解
さ
せ

た
う
え
で
、
井
伏
鱒
二
と
い
う
作
家
の
仕
事
を
再
度
か
が
や
か
せ
、
そ
ち
ら

の
ほ
う
へ
と
巧
み
に
読
者
を
誘
う
」（「
著
者
に
誘
わ
れ
て
、
井
伏
の
ほ
う
へ
」

「
す
ば
る
」
2
1
1
1
・
9
）
と
評
価
し
、
ま
た
出
久
根
達
郎
は
書
評
で
「
本

書
は
傑
出
し
た
面
白
い
作
家
論
で
あ
る
」（「
東
京
新
聞
」
2
1
1
1
・
9
・

23
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
よ
り
引
用
）
と
述
べ
て
い
る
。
出
久
根
は
、
太
宰

が
か
か
わ
っ
た
「
青
ケ
島
大
概
記
」
の
「
火
山
噴
火
の
迫
真
の
描
写
」
に
つ

い
て
、
井
伏
の
創
作
だ
と
す
る
太
宰
の
証
言
が
誤
っ
て
い
て
「
井
伏
の
主
張

す
る
描
写
は
、
確
か
に
資
料
の
原
文
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
」
と
紹
介
し
て

い
る
。
し
か
し
本
書
に
は
「
井
伏
の
創
作
と
み
な
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
」

と
全
く
逆
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
逆
で
な
け
れ
ば
「
井
伏
の
極
度
の
自

己
韜
晦
と
ミ
ス
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
91
頁
）
と
い
う
結
論
に
至
ら
な
い
。

書
評
者
も
「
す
ば
る
」
や
「
東
京
新
聞
」
の
編
集
者
も
、
本
書
を
読
ん
で
い

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

（
5
）
自
然
界
で
は
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
雄
は
岩
屋
で
何
か
月
も
卵
を
守
る
。

そ
の
間
、
ほ
と
ん
ど
何
も
食
べ
な
く
て
も
生
き
な
が
ら
え
る
生
命
力
が
あ
る
。

し
か
し
カ
エ
ル
は
弱
く
、
数
日
食
べ
な
け
れ
ば
死
ぬ
。
環
境
に
よ
っ
て
は
一

日
で
も
死
ぬ
。
生
餌
の
虫
が
豊
富
に
い
な
け
れ
ば
、
岩
屋
で
は
暮
ら
し
て
い

け
な
い
。

（
1
）
本
論
考
で
は
、
カ
ッ
ト
さ
れ
た
末
尾
部
分
を
残
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う

点
に
絞
っ
て
、
問
題
を
考
え
る
。「
幽
閉
」
と
の
関
連
や
異
稿
の
問
題
は
、
こ

こ
で
は
扱
わ
な
い
。
新
全
集
テ
キ
ス
ト
で
「
罩
め
る
」
が
「
込
め
る
」
と
表

記
さ
れ
る
な
ど
の
異
同
は
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
な
お
虚
構
は
徹
底
し

て
整
理
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
と
こ
ろ
で
井
伏
は
あ
え
て
混
沌

を
呼
び
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
7
）
沼
田
卓
爾
「
井
伏
さ
ん
の
録
音
テ
ー
プ
（
一
）」（『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第

十
八
巻
月
報
15
、
筑
摩
書
房
、
1
9
9
1
・
1
）
に
よ
る
。

（
1
）『
少
年
少
女
日
本
文
学
館
12　

走
れ
メ
ロ
ス
・
山
椒
魚
』（
講
談
社
、

1
9
1
1
・
7
）。
一
九
八
九
年
四
月
の
時
点
で
す
で
に
十
刷
で
あ
る
。
な
お
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小
学
生
向
け
の
こ
の
本
に
、
太
宰
治
「
魚
服
記
」
が
載
っ
て
い
る
。
父
親
が

娘
を
犯
す
個
所
に
、
注
は
な
い
。

（
9
）
鳥
類
の
専
門
家
で
あ
る
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
の
和
田
岳
先
生
に
お
う

か
が
い
し
た
。「
私
が
知
る
限
り
で
は
、
ガ
ン
は
潜
水
し
ま
せ
ん
。
ガ
ン
類
の

採
食
行
動
の
論
文
を
見
て
も
、完
全
に
潜
水
す
る
と
い
う
記
述
は
見
あ
た
り
ま

せ
ん
。
そ
も
そ
も
水
面
採
食
ガ
モ
が
潜
る
の
は
ほ
ん
の
数
秒
で
す
し
、
潜
水

採
食
ガ
モ
で
も
潜
水
時
間
は
そ
ん
な
に
長
く
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
ご
教
示
を
い

た
だ
い
た
。
嘉
瀬
井
整
夫
『
井
伏
鱒
二
の
博
物
誌
』（
林
道
舎
、
1
9
9
5
・

3
、
35
頁
）
は
、
井
伏
を
博
物
学
者
で
あ
る
と
し
て
称
揚
し
、「
す
ば
ら
し
い

観
察
者
」
で
、「
学
問
の
世
界
へ
と
つ
な
が
る
」
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ

が
井
伏
の
定
説
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

（
11
）
沼
田
卓
爾
「
井
伏
さ
ん
の
録
音
テ
ー
プ
（
一
）」
の
な
か
で
、井
伏
は
「「
タ

エ
ト
」
は
こ
し
ら
え
た
ん
だ
。（
モ
デ
ル
は
）
花
柳
は
る
ゑ
だ
よ
。
僕
は
花
柳

に
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
」
と
語
っ
て
い
る
。
父
が
ア
メ
リ
カ
人
だ
と
い
う

少
女
タ
エ
ト
は
、
虚
構
で
あ
る
。「
花
柳
は
る
ゑ
」
は
ア
メ
リ
カ
人
の
親
を
も

つ
芸
能
人
で
日
舞
花
柳
流
の
関
係
者
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
湧
田
佑
編
『
井

伏
鱒
二
事
典
』（
明
治
書
院
、
2
1
1
1
・
12
）
に
も
記
載
は
な
く
、
不
明
で

あ
る
。

（
11
）
鈴
木
秀
一
「
井
伏
鱒
二
「
山
椒
魚
」
の
指
導
（
中
間
報
告
）」（「
教
授
学

の
探
究
」
1
9
9
1
・
3
）
は
、「「
岩
屋
」
の
描
写
場
面
（
こ
け
、
か
び
、
藻
、

目
だ
か
、
白
い
花
弁
な
ど
）
の
役
割
は
な
に
か
。
こ
れ
ら
の
描
写
が
な
か
っ

た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
問
題
提
起
を
し
、「
こ
こ
に
登
場
す
る
植

物
、
小
動
物
は
、
い
ず
れ
も
小
さ
く
、
み
み
っ
ち
く
、
見
す
ぼ
ら
し
い
存
在

で
あ
り
、
山
椒
魚
に
嘲
笑
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、
い
ま
や
幽
閉
さ
れ

た
山
椒
魚
は
、
逆
に
こ
れ
ら
の
植
物
、
小
動
物
に
神
経
を
逆
撫
で
さ
れ
、
嘲

ら
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
山
椒
魚
の
絶
望
感
は
深
ま
っ
て
い
く
。（
中
略
）
こ
こ
で
も
小
え
び

を
「
よ
く
笑
う
生
物
」
と
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
意
表
を
突
き
、
笑
い
を
誘
い
、

山
板
魚
の
絶
望
と
悲
し
み
に
読
者
が
同
化
す
る
こ
と
が
拒
絶
さ
れ
る
。」
と
説

明
す
る
。
性
的
な
暗
喩
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
小
蝦
が
山
椒
魚
の
腹
に
卵
を

産
む
と
い
う
一
節
に
つ
い
て
は
、「
小
え
び
が
「
卵
を
生
む
」
の
は
自
然
な
行

為
と
し
て
あ
り
う
る
。
そ
れ
以
外
の
行
為
を
想
像
す
る
と
す
れ
ば
、休
む
と
か
、

も
っ
と
産
卵
に
適
し
た
所
を
探
し
も
と
め
る
と
か
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
「
さ
も
な
け
れ
ば
」
に
続
く
の
は
「
一
生
懸
命
に
物
思
い
に
耽
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
思
い
も
よ
ら
な
い
表
現
に
意
表
を
突
か
れ
、
笑
い
が
生

ず
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
エ
ビ
は
卵
を
産
み
付
け
な
い
。
井
伏
が

わ
ざ
わ
ざ
卵
を
持
ち
出
し
た
理
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
椒
魚
と

小
蝦
は
、「
生
殖
」
と
い
う
問
題
に
促
さ
れ
て
物
思
い
に
ふ
け
る
の
で
あ
る
。

（
12
）
松
本
武
夫
『
井
伏
鱒
二
─
宿
縁
の
文
学
』（
武
蔵
野
書
房
、
1
9
9
7
・

1
、
11
頁
）
は
、
こ
の
山
椒
魚
の
行
動
に
つ
い
て
、「
山
椒
魚
は
「
コ
ロ
ッ
プ

の
栓
を
つ
め
る
結
果
」
に
終
る
こ
と
を
自
ら
の
行
動
の
内
に
学
習
し
た
う
え

で
、
尚
且
つ
「
徒
労
」
を
繰
り
返
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
山
椒
魚
に
は
も
は

や
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
の
訳
が
解
ら
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
こ
の
現
実
に

怒
り
、
苦
悩
し
、
我
を
忘
れ
て
動
き
回
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

し
か
し
、コ
ル
ク
の
栓
を
穴
に
押
し
込
め
る
と
い
う
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー

ジ
に
現
れ
て
い
る
通
り
、山
椒
魚
は
、自
ら
の
う
ち
に
宿
る
生
命
力
、特
に
「
生
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殖
」
と
い
う
生
命
力
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
行
動
し

て
い
る
。

（
13
）
萩
原
得
司
『
井
伏
鱒
二
聞
き
書
き
』（
潮
出
版
社
、
1
9
1
5
・
1
、
129
頁
）

に
記
録
さ
れ
た
井
伏
の
発
言
。

（
11
）
涌
田
佑
「〝
サ
フ
ラ
ン
の
根
〟
洗
い
」（『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
二
十
四
巻

月
報
11
、
筑
摩
書
房
、
1
9
9
7
・
12
）。
し
か
し
、
作
品
が
百
パ
ー
セ
ン
ト

の
嘘
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
井
伏
は
そ
の
証
言
も
含
め
て
、
何
が
本

当
で
何
が
嘘
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う
な
磁
界
を
意
識
し
て
作
り
上
げ

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
真
摯
な
自
然
観
察
者
だ
と
思

わ
せ
る
よ
う
な
嘘
を
ち
り
ば
め
て
、
し
か
し
あ
ち
こ
ち
に
わ
ざ
と
た
ぬ
き
の

尻
尾
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
読
者
が
騙
さ
れ
て
快
楽
を
感
じ
て
い
る
だ
け
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
作
品
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
計
算
が
で
き
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
当
に
間
違
え
て
い
る
部
分
や
、
無
意
識
に
嘘
を
つ

い
て
い
る
部
分
が
あ
り
、「
ユ
ー
モ
ア
」
と
「
あ
わ
れ
」
と
い
う
接
着
剤
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
が
井
伏
的
な
手
法
な
の
で
あ
る
。

（
15
）「「
山
椒
魚
」
に
つ
い
て
」（『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
二
十
四
巻
、
筑
摩
書
房
、

1
9
9
7
・
12
）
よ
り
引
用
。
初
出
は
『
現
代
作
家
自
作
朗
読
集
』（
朝
日
ソ

ノ
ラ
マ
、
1
9
1
1
・
11
）。
仮
名
遣
い
は
不
統
一
。

（
11
）
瀬
戸
内
寂
聴
「
慈
悲
の
人
」（『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
十
三
巻
月
報
23
、
筑

摩
書
房
、
1
9
9
1
・
9
）

（
17
）
養
老
孟
司
『
バ
カ
に
な
ら
な
い
読
書
術
』（
朝
日
新
書
、
朝
日
新
聞
社
、

2
1
1
7
・
11
、
17
頁
）
は
、「
山
椒
魚
」
が
「
子
供
で
も
そ
の
風
景
が
見
え

て
し
ま
う
」「
す
ご
い
文
章
」
だ
と
し
て
、
叙
景
の
力
を
指
摘
す
る
。
し
か
し

そ
の
叙
景
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
視
点
は
な
い
。

（
11
）
桑
名
靖
治
「
教
室
の
中
の
山
椒
魚
」（
前
掲
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
十
三

巻
月
報
23
）
は
、「
井
伏
の
山
椒
魚
の
物
語
に
は
、「
幽
閉
」「
山
椒
魚
」「（
自

選
版
）
山
椒
魚
」
の
三
つ
の
作
品
が
あ
る
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

現
行
教
科
書
の
「
山
椒
魚
」
は
、
す
べ
て
削
除
の
な
い
本
文
で
あ
り
、
私
は

そ
の
判
断
を
支
持
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。「
幽
閉
」
は
別
作
品
と
し
て
も
、

「
山
椒
魚
」
に
関
し
て
は
、
基
準
の
テ
キ
ス
ト
を
一
つ
に
定
め
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
旧
稿
は
広
く
流
布
し
て
お
り
、
容
易
に
手
に
入
る
。

 

（
ひ
お
き
・
し
ゅ
ん
じ
／
本
学
日
本
文
学
科
教
授
）


