
を
見
つ
け
、つ
か
ん
で
い
る
と
喩
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ポ
ケ
ッ
ト
や
真
空
地
帯
を

上
手
に
作
る

30
歳
に
な
る
前
に
、私
が
何
か
を
発
表
す

る
直
前
で
ま
っ
た
く
余
裕
が
な
い
時
に
恩
師
に

言
わ
れ
た
言
葉
を
思
い
出
し
ま
す
。先
生
に
助

言
を
求
め
て
研
究
室
を
訪
ね
会
話
を
し
て
い

る
と
、先
生
の
仕
事
に
つい
て
来
る
よ
う
に
言
わ

れ
ま
し
た
。私
は
、そ
の
言
葉
に
間
髪
入
れ
ず

に
、「
先
生
、僕
ち
ょっ
と
忙
し
い
か
ら
、そ
れ
難

し
い
で
す
ね
」と
伝
え
た
ら
、す
ご
く
怒
ら
れ

ま
し
た
。「
君
、50
歳
に
な
る
ま
で
は
、忙
し
い

と
言
う
言
葉
を
使
う
な
」と
。私
は
、あ
っ
け
に

と
ら
れ
て
、「
50
歳
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る

の
？
」と
、聞
き
そ
び
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
は
今
50
歳
を
過
ぎ
て
60
歳
代
に
な
り
ま

し
た
。先
生
の
言
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
そ

う
だ
な
ぁ
」と
思
う
の
と
同
時
に
、「
じ
ゃ
あ
50

歳
を
超
え
た
ら
忙
し
い
と
言
っ
て
い
い
の
か
」

と
、あ
の
世
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
恩
師
に
、ち
ょっ
と

楯
突
き
た
い
と
い
う
か
、「
先
生
、そ
れ
っ
て

ち
ょっ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
最
近
思
う

よ
う
に
な
って
い
ま
す
。

自
分
か
ら「
忙
し
い
」と
言
う
と
、扉
を
1
つ

閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。で
き
る
だ
け
一
息
入
れ
て
深
呼
吸
を
し

て
、忙
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
と

振
り
返
って
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

見
送
っ
た
恩
師
に
口
応
え
で
き
な
か
っ
た
30

歳
前
の
私
に
代
わ
っ
て
皆
さ
ま
に
お
伝
え
し
た

い
こ
と
は
、ま
ず
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
あ
り
、健
康

で
あ
る
こ
と
。そ
し
て
、人
と
関
わ
っ
て
自
分
が

今
ま
で
堆
積
し
て
き
た
知
識
や
経
験
を
共
有

し
、同
時
に
、共
有
し
合
う
人
た
ち
か
ら
も
学

ぶ
余
裕
を
持
ち
続
け
て
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
の
余
白
が
埋
ま
り
忙
し
く

な
って
も
、ポ
ケ
ッ
ト
や
真
空
地
帯
の
よ
う
な
余

裕
を
作
る
こ
と
が
割
と
上
手
く
な
って
き
ま
し

た
。何
も
し
な
い
時
は
何
も
し
な
い
。ゴ
イ
サ
ギ

の
よ
う
に
待
つ
時
間
も
非
常
に
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。
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が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、そ
れ
を
大
人
と
子
ど

も
が
一
緒
に
読
ん
だ
り
、教
材
の
よ
う
に
使
っ
た

り
し
て
い
ま
し
た
。そ
う
いっ
た
江
戸
時
代
の
絵

手
本
を
私
は
鑑
賞
し
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、す

ご
く
ピ
ー
ス
フ
ル
な
も
の
な
の
で
す
。も
ち
ろ
ん

江
戸
時
代
で
も
、人
々
は
対
立
を
し
た
り
喧
嘩

を
し
た
り
、現
在
と
変
わ
ら
ず
相
互
理
解
で
き

な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

い
ろ
ん
な
絵
手
本
を
見
て
い
く
と
、な
ん
と
も

言
え
ず
平
和
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

『
花
の
蔭
あ
か
の
他
人
は
な
か
り
け
り
』

桜
の
季
節
に
、小
林
一
茶
が
詠
ん
だ
発
句
で

す
。桜
が
1
本
咲
い
て
い
れ
ば
枝
の
下
で
は
、他

人
で
あ
っ
て
も
他
人
の
よ
う
に
思
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
、自
然
の
移
ろ
い
の
中
で
人
々
が
出

会
い
感
謝
を
し
、例
え
ば
持
ち
寄
っ
た
お
酒
や

食
べ
物
を
分
か
ち
合
っ
た
り
す
る
光
景
を
詠
っ

て
い
ま
す
。一
期
一
会
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、

日
本
人
ら
し
い
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
が

江
戸
時
代
の
書
物
の
中
に
は
た
く
さ
ん
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。

杭
に
留
ま
る
ゴ
イ
サ
ギ
の
よ
う
に

昔
の
人
は
、日
常
の
中
で
集
ま
り
、語
り
合

い
、季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
て
心
を
通
わ
せ
、ワ

ク
ワ
ク
感
や
安
堵
感
を
共
有
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、現
代
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。何
か

を
口
実
に
し
て
集
ま
り
、宴
を
開
き
、ち
ょっ
と

し
た
情
報
交
換
を
し
て
、気
持
ち
を
交
わ
し
て

き
ま
し
た
。そ
う
い
う
こ
と
は
、人
々
の
生
き
て

い
る
手
ご
た
え
と
な
り
、共
感
す
る
力
を
育
て

て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、自
然
災
害
な
ど
の
何
か
普
段
と

異
な
る
こ
と
が
起
こっ
た
時
に
、人
々
が
俊
敏
に

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
と
し
て
一
緒
に
動
け
る
よ
う
な
土

壌
を
作
って
い
る
と
思
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
な
ど
、想
像
を
超
え
る
何
か
が
起
き

た
時
に
、日
本
文
学
を
ず
っ
と
読
み
漁
り
、論

文
に
ま
と
め
、学
生
た
ち
に
教
え
て
き
て
良

か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

2
0
0
年
〜
2
5
0
年
前
に
起
き
た
こ
と

を
書
き
つ
け
た
こ
の
記
録
を
、現
在
の
自
分
が

読
ん
で
い
る
こ
と
に
、捨
て
が
た
い
思
い
を
感
じ

て
い
ま
す
。

実
感
と
し
て
、私
が
古
典
文
学
を
研
究
す

る
の
は
、ち
ょ
う
ど
隅
田
川
の
杭
の
上
に
留
ま

る
ゴ
イ
サ
ギ
の
よ
う
だ
と
思
って
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
絵
を
見
て
い
る
と
、隅
田
川
の

百
本
杭
と
い
う
名
所
の
杭
の
上
に
ゴ
イ
サ
ギ
や

ア
オ
サ
ギ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。ゴ
イ
サ
ギ
は
、

ず
ー
っ
と
水
面
を
見
な
が
ら
餌
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
を
じ
っ
と
待
ち
、魚
が
浮
か
び
上

が
って
き
た
瞬
間
に
、が
ば
っ
と
つ
か
み
ま
す
。

私
の
場
合
は
、ず
っ
と
書
物
を
読
み
漁
り

鑑
賞
し
、知
識
や
経
験
を
少
し
ず
つ
時
間
を

か
け
て
堆
積
し
て
き
ま
し
た
。江
戸
時
代
の

生
活
、喜
怒
哀
楽
、出
来
事
、記
録
資
料
、文

学
を
学
び
続
け
、堆
積
で
き
た
知
識
や
経
験

を
活
か
し
て
、濁
っ
て
し
ま
っ
た
歴
史
の
大
河

か
ら
シ
ュ
ー
っ
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
魚
影

ピ
ー
ス
フ
ル
な
日
本
の
古
典
文
学

10
代
か
ら
20
代
の
時
に
は
、好
き
勝
手
に
興

味
を
持
ち
、い
ろ
ん
な
人
た
ち
と
出
会
い
、仲
良

く
な
っ
た
と
思
っ
た
ら
別
れ
た
り
し
て
様
々
な

経
験
を
積
み
ま
し
た
。そ
の
中
で
、日
本
語
を

通
し
て
少
し
ず
つ
好
奇
心
の
扉
が
開
い
た
の
が

日
本
の
文
学
で
、特
に
明
治
時
代
よ
り
前
の
古

典
文
学
が
、な
ぜ
か
私
の
体
や
心
、日
常
の
中

に
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
時
代
よ
り
も
前
の
文
学
は
、侍
や
公

家
と
いっ
た
階
層
の
人
や
、庶
民
と
そ
の
子
ど

も
た
ち
も
互
い
に
読
み
聞
か
せ
を
し
、あ
ら
ゆ

る
こ
と
を
共
有
し
な
が
ら
人
間
性
が
形
成
さ

れ
て
い
ま
し
た
。古
典
文
学
は
、人
々
が
希
求

す
る
平
和
、安
定
、共
存
と
いっ
た
考
え
が
、真

ん
中
に
置
か
れ
て
い
る
文
学
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、江
戸
時
代
の
書
物
の
中
に「
絵
手

本
」が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。絵
や
文
字

1
3
0
0
年
の
歴
史
が
積
み
重
な
っ
た
日
本
の
古
典
文
学
に
は
、多
く
の
学
び
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

江
戸
後
期
か
ら
明
治
に
至
る
文
学
の
研
究
で
知
ら
れ
る
日
本
文
学
研
究
者
の

ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル
さ
ん
に
、古
典
文
学
の
魅
力
と
、余
裕
を
持
つ
大
切
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

古
典
文
学
に
は
学
び
が
いっぱ
い

蓄
え
た
知
識
を
共
有
し
、学
び
合
う
余
裕
を
持
と
う

ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

Vol.16

日
本
文
学
研
究
者

ロバ
ー
ト 
キ
ャ
ンベル 

さ
ん
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