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一
。
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圓

筍

　
，
〈
あ
と
の
鳥
が
さ
き
に
な
る
V
と
い
う
言
葉
が
あ
～
る
。
日
本
が
朗
治
維
新
を



2
　
契
機
と
し
て
・
近
代
國
家
へ
の
第
一
歩
を
ふ
み
出
し
た
の
に
く
ら
べ
て
、
中
國
　
　
　
、
本
書
の
著
者
た
ち
ー
文
學
．
思
想
．
教
育
．
歴
史
を
そ
れ
ぞ
れ
專
攻
す
る

1
5
@
の
近
代
化
の
足
ど
り
は
ま
こ
と
に
鈍
重
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
で
は
世
界
　
　
人
々
i
は
、
あ
の
封
建
「
中
國
が
ど
の
よ
う
に
し
て
新
し
い
タ
イ
プ
の
近
代

　
　
史
は
大
き
な
韓
換
を
と
げ
、
爾
國
の
闘
係
は
逆
韓
し
た
。
あ
と
の
鳥
の
申
國
が
　
　
國
家
を
形
威
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
、
そ
の
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が

　
　
さ
き
に
な
っ
た
。
素
直
に
現
實
を
み
る
人
な
ら
お
そ
ら
く
誰
で
も
、
こ
の
あ
ざ
　
　
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
解
決
し
た
か
、
代
表
的
な
思
想
家
た
ち
が
、
何
に
な
や
み
、

　
　
や
か
な
歴
史
的
事
實
を
肯
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
事
實
を
み
と
　
　
何
を
支
え
と
し
て
生
き
た
か
、
」
「
そ
の
な
や
み
に
共
感
す
る
こ
と
を
通
じ
て
中

　
　
め
る
こ
と
は
、
か
っ
て
の
強
國
日
本
の
メ
ン
ッ
に
か
」
わ
る
と
で
も
い
う
の
で
　
　
國
を
理
解
し
、
」
し
か
も
思
想
を
「
人
聞
が
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
」

　
　
あ
ろ
う
か
、
い
っ
こ
う
に
み
と
め
る
こ
と
を
嫌
い
、
「
中
共
」
と
い
う
國
が
あ
　
　
と
し
て
、
「
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
」
と
し
て
把
握
し
、
「
そ
の
よ
う
な

　
　
る
か
の
ご
と
く
、
全
く
動
脈
硬
化
的
な
症
欣
を
呈
し
て
い
る
人
々
が
、
な
お
存
　
　
思
想
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
姿
を
つ
か
む
」
こ
と
を
課
題
と
し

　
　
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
ま
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
人
々
に
は
も
ち
ろ
ん
　
　
方
法
と
さ
れ
る
。
こ
の
本
は
こ
の
よ
う
な
観
馳
か
ら
、
「
ア
ヘ
ン
職
孚
か
ら
新

　
　
だ
が
、
「
現
代
中
國
の
攣
革
の
大
き
さ
、
質
の
深
さ
、
世
界
に
お
よ
ぼ
す
影
響
　
　
中
國
」
ま
で
約
百
年
聞
の
苦
難
に
み
ち
た
民
族
解
放
の
歴
史
に
お
け
る
思
想
の

　
　
の
重
要
さ
に
つ
い
て
異
論
を
さ
し
は
さ
」
ま
な
い
人
々
で
も
、
さ
て
「
そ
の
攣
　
　
流
れ
の
内
面
法
則
を
、
い
わ
ゆ
る
思
想
だ
け
を
と
り
出
し
て
問
題
に
す
る
の
で
　
　
　
・

　
　
革
の
性
質
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
今
日
の
中
國
に
そ
だ
ち
つ
」
あ
る
文
化
は
、
　
　
な
く
、
「
生
活
と
の
か
ら
み
あ
い
」
で
、
「
生
活
の
方
か
ら
思
想
を
照
ら
す
と
い
　
【

　
　
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
と
ど
う
ち
が
う
の
か
、
そ
こ
に
形
成
さ
　
　
う
方
法
を
ふ
く
め
て
」
・
し
か
も
こ
の
國
に
お
け
る
「
近
代
の
異
質
性
の
究
明
」
　
瑚

　
　
れ
つ
Σ
あ
る
入
聞
は
・
史
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
類
型
と
ど
う
ち
が
う
の
か
、
彼
　
　
と
い
う
馳
に
焦
織
を
あ
て
」
共
同
研
究
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
　
【

　
　
ら
は
な
に
を
行
動
原
理
と
し
、
な
に
を
理
想
と
し
て
い
る
か
、
自
由
の
問
題
を
　
　
コ
百
年
間
の
中
國
の
政
治
史
を
タ
テ
糸
と
し
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
家
（
個

　
　
彼
ら
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
」
な
ど
に
つ
い
て
、
す
ぐ
に
答
え
ら
れ
る
も
の
は
　
　
人
と
し
て
も
集
團
と
し
て
も
）
の
生
き
方
を
ヨ
コ
に
織
り
こ
ん
で
」
か
」
れ
た

　
　
そ
う
多
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
中
國
あ
る
い
は
そ
の
國
の
近
代
史
に
關
す
る
書
　
　
本
書
は
、
軍
な
る
「
思
想
史
と
い
う
よ
り
、
思
想
の
深
み
か
ら
眺
め
た
革
命
史

　
　
物
の
激
多
く
見
出
さ
れ
る
な
か
で
、
と
く
に
本
書
を
そ
う
し
た
人
た
ち
を
も
ふ
　
　
で
あ
る
」
。
お
そ
ら
く
今
ま
で
、
「
中
國
革
命
の
思
想
」
に
つ
い
て
、
体
系
的
に
、
°

　
　
く
め
て
、
廣
く
人
々
に
よ
ん
で
ほ
し
い
と
私
は
お
も
う
。
か
っ
て
私
た
ち
の
祀
　
　
こ
の
よ
う
な
と
り
あ
げ
方
を
し
た
書
物
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
だ
け
　
・
　
、

　
　
國
が
敗
職
の
と
き
決
意
し
た
よ
う
に
、
祀
國
を
本
當
に
準
和
を
ま
も
る
國
家
と
－
に
ま
た
、
「
私
た
ち
の
方
法
だ
け
が
、
中
國
研
究
の
方
法
で
は
な
い
…
・
．
・
さ
ま

　
　
し
て
完
全
に
濁
立
さ
せ
、
〈
ア
ジ
ア
の
孤
兇
〉
と
な
り
、
〈
ア
ジ
ア
人
同
志
が
　
　
ざ
ま
な
分
野
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
相
職
う
〉
と
い
う
よ
う
な
悲
劇
を
く
り
か
え
さ
ぬ
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
今
こ
　
　
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
學
問
の
性
質
か
ら
い
っ
て
、
こ
」
に
取
り
あ
げ
た

　
　
そ
「
中
國
に
蜜
現
さ
れ
つ
塩
あ
る
薪
し
い
贋
値
の
實
態
を
、
私
た
ち
の
立
場
で
、
　
分
野
と
方
法
が
、
比
較
的
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
、
手
薄
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

　
　
自
分
の
目
で
見
き
わ
め
」
て
、
互
に
手
を
と
り
あ
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
態
に
ま
で
鴨
　
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
私
た
ち
の
未
熟
な
研
究
が
、
い
く
ら
か
で
も

　
　
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
に
立
ち
、
そ
だ
ち
ぞ
あ
る
研
究
者
を
刺
激
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
．
い



　
　
う
、
遠
慮
ぶ
か
い
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
思
想
史
・
革
命
史
研
　
　
　
こ
れ
を
「
全
体
の
導
入
部
分
」
と
し
て
、
「
五
・
四
か
ら
國
民
革
命
へ
」
の

　
　
究
の
上
に
多
く
の
示
唆
と
問
題
を
な
げ
か
け
て
い
る
辱
心
的
勢
作
と
い
う
こ
と
　
　
時
期
に
お
け
る
文
化
人
1
1
思
想
の
複
雑
化
す
る
動
向
を
、
辛
亥
革
命
f
五
・
四

　
　
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
後
の
、
こ
れ
ま
た
複
雑
な
政
治
史
と
の
か
ら
み
あ
い
の
な
か
で
究
明
さ
れ
、

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
出
襲
し
て
、
全
体
の
叙
述
は
、
「
ま
す
最
初
　
　
さ
ら
に
「
國
民
革
命
か
ら
抗
日
職
事
へ
」
の
時
期
に
は
、
現
實
に
生
き
る
民
衆

　
　
に
近
代
化
が
は
じ
ま
る
前
の
申
國
の
姿
を
型
と
し
て
取
り
出
し
、
そ
こ
か
ら
時
　
　
た
ち
の
ジ
グ
ザ
グ
な
過
程
を
纒
て
の
た
』
か
い
が
つ
攣
け
ら
れ
、
民
族
統
一
職

　
　
代
順
を
追
っ
て
、
過
程
を
読
明
し
、
最
後
に
、
や
は
り
型
と
し
て
未
來
像
を
え
　
　
線
の
胎
動
す
る
な
か
で
、
思
想
家
・
知
識
人
が
い
か
に
混
迷
し
、
動
揺
と
分
裂

　
　
が
く
」
と
い
う
方
法
を
と
り
、
「
清
末
時
代
」
「
五
・
四
か
ら
國
民
革
命
へ
」
「
國
　
　
を
示
し
た
か
、
ま
た
中
國
共
産
窯
が
大
衆
に
密
着
し
て
民
族
解
放
を
い
か
に
た

　
　
民
革
命
か
ら
抗
日
職
孚
へ
」
「
抗
日
職
孚
か
ら
人
民
共
和
國
へ
」
と
い
う
、
近
　
　
Σ
か
っ
た
か
、
侵
略
と
内
職
下
の
思
想
闘
孚
を
浮
彫
軌
さ
れ
て
い
る
。
「
抗
日

　
　
代
史
に
お
け
る
ピ
ー
ク
を
と
ら
え
た
時
代
匿
分
を
中
心
と
し
て
、
四
部
か
ら
構
・
職
爾
か
ら
人
民
共
和
國
へ
」
で
は
、
「
統
一
職
線
の
理
論
と
實
態
を
究
め
つ
瓦
、

　
　
成
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毛
澤
東
を
中
心
と
す
る
「
新
民
主
々
義
文
化
の
獲
展
」
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
　
F

　
　
　
こ
、
で
か
ん
た
ん
に
内
容
を
た
ど
る
と
、
「
清
末
時
代
」
に
お
い
て
は
、
清
　
　
し
て
現
在
、
獲
展
途
上
の
苦
難
を
克
服
し
つ
瓦
、
「
亭
和
と
建
設
を
目
ざ
し
て
」

　
　
末
封
建
祉
會
と
そ
の
文
化
が
ど
の
よ
う
な
行
詰
り
を
み
せ
、
ど
の
よ
う
に
解
体
　
　
前
進
す
る
中
國
で
は
、
「
民
族
の
傳
統
を
ふ
ま
え
て
、
あ
ら
た
に
民
族
に
活
路
　
　
「

　
　
し
つ
箆
あ
っ
た
か
を
、
政
治
纒
濟
・
思
想
文
化
等
の
各
方
面
か
ら
分
析
し
、
そ
　
　
を
開
き
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
世
界
文
化
に
貢
献
す
る
」
よ
う
な
、
薪
し
い
「
人
間
　
瑠

　
　
の
よ
う
な
批
會
の
な
か
か
ら
お
こ
っ
た
太
準
天
國
と
そ
の
思
想
が
、
近
代
化
へ
　
　
像
を
形
成
す
る
た
め
に
、
作
家
も
、
藝
術
家
も
、
學
者
も
、
教
師
も
、
民
衆
と
　
一

　
　
の
突
破
口
と
な
り
、
そ
こ
に
え
が
か
れ
た
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
は
、
後
代
、
革
新
　
　
一
体
と
な
っ
て
努
力
し
て
い
る
」
こ
乏
を
指
摘
し
て
、
こ
の
本
は
結
ば
れ
て
い

　
　
的
な
思
想
家
た
ち
に
、
有
形
・
無
形
の
影
響
を
與
え
た
。
た
と
え
ば
、
康
有
爲
　
　
る
。
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
・
　
．

　
　
の
大
同
思
想
・
孫
文
晩
年
の
耕
者
有
其
田
の
理
想
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
展
　
　
　
と
こ
ろ
で
全
体
を
讃
み
通
し
て
、
ま
す
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
現
代
中
國

　
　
開
さ
れ
る
洋
務
・
攣
法
を
申
心
と
す
る
一
蓮
の
改
革
蓮
動
は
、
所
詮
、
支
配
階
　
　
の
思
想
史
の
骨
組
み
」
が
、
現
實
の
歴
史
的
政
治
的
背
景
を
し
っ
か
り
ふ
ま
え
，

　
　
級
の
罐
力
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崩
壊
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
「
下
か
ら
の
改
革
　
　
て
、
注
意
深
く
、
實
に
た
く
み
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
感
心
さ
せ
ら
れ
る
が
、

　
　
の
機
蓮
を
、
上
か
ら
の
改
革
に
よ
っ
て
お
き
か
え
よ
う
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
そ
の
割
に
迫
虞
的
な
感
動
性
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
う

　
　
そ
う
し
た
改
革
の
限
界
性
は
、
康
有
爲
ら
當
事
者
の
階
級
的
性
格
と
別
個
の
も
　
　
ん
思
想
を
罰
立
相
剋
の
姿
で
動
的
に
と
ら
え
、
個
別
の
思
想
の
解
読
よ
り
思
想

　
　
の
で
は
な
い
。
彼
の
思
想
は
、
「
中
國
の
簿
統
的
な
學
問
に
と
っ
て
、
コ
ペ
ル
　
　
闘
孚
に
重
き
を
お
き
、
政
治
過
程
の
な
か
で
思
想
を
生
き
た
も
の
と
し
て
と
ら

　
　
ニ
ク
ス
的
韓
回
で
あ
っ
た
」
が
「
し
か
し
い
く
ら
革
新
的
で
も
、
そ
の
革
新
は
　
　
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
努
力
は
十
分
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
。
や
は
り
共
同
碑
究

3
傳
統
の
ワ
ク
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
の
ワ
ク
を
つ
き
破
っ
た
峯
天
　
と
い
う
こ
と
が
原
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
た
ん
集

1
5
@
國
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
考
え
方
は
「
生
ぬ
る
い
」
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
　
　
　
　
書
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な



㌧
5
4
る
ま
い
．
　
．
、
一
　
゜
，
　
．
　
－
、
、
　
．
・
・
、
㌧
も
利
釜
に
な
る
も
の
を
囁
取
し
て
武
器
と
↓
、
・
畦
切
め
奮
交
化
批
剣
の
基
準
を
，
」

廠
　
　
第
二
は
．
、
本
書
に
出
て
く
る
「
中
國
革
命
の
思
想
」
の
主
体
1
1
に
な
い
手
が
、
　
民
族
の
生
存
に
有
釜
か
有
害
か
の
｝
馳
に
お
い
て
展
開
し
た
思
想
蓮
動
、
及
び
㌦

　
　
　
ど
う
も
イ
ン
テ
リ
暦
や
思
想
家
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
う
し
た
人
々
が
　
　
墨
問
の
大
衆
化
の
問
題
。
ク
ラ
ス
で
成
績
の
わ
る
い
生
徒
を
ど
う
す
る
か
。
何

　
　
　
中
國
の
近
代
化
に
果
し
た
役
割
は
、
決
し
て
小
さ
く
評
償
出
來
な
い
。
が
、
「
思
　
　
に
よ
っ
て
人
間
の
償
値
許
定
を
す
る
か
の
問
題
。
等
々
、
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
想
と
い
う
屯
の
」
が
「
人
聞
が
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
の
竜
の
」
と
す
る
な
ら
　
　
ぬ
こ
と
は
多
い
が
、
こ
」
で
は
す
べ
て
割
愛
し
よ
う
。
た
宰
最
後
に
、
著
者
た

　
　
　
ぱ
、
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ち
行
動
し
た
農
民
や
螢
働
者
た
ち
の
思
想
乃
至
　
　
ち
は
こ
の
共
同
研
究
を
通
じ
て
、
．
「
こ
れ
か
ら
は
學
者
た
ち
の
ナ
グ
サ
ミ
の
た

　
　
　
意
識
こ
そ
、
「
中
國
革
命
の
思
想
」
と
し
て
究
明
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
　
　
め
の
學
問
は
や
る
ま
い
、
日
本
の
革
命
の
主
力
で
あ
る
勢
働
者
が
、
そ
れ
を
血

　
　
　
か
。
こ
の
よ
う
な
人
々
が
封
建
的
植
民
地
的
意
識
の
な
か
か
ら
い
か
に
脱
却
し
、
　
，
・
肉
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
學
問
を
志
そ
う
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ

　
　
　
い
か
に
攣
革
さ
れ
て
、
新
し
い
思
想
に
め
ざ
め
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
　
’
　
れ
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
体
瞼
と
，
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
こ

　
　
　
思
想
を
い
か
に
自
分
た
ち
の
生
活
の
な
か
に
ま
で
と
か
し
こ
ん
で
い
っ
た
の
か
、
　
の
書
が
著
者
た
ち
の
意
圓
を
十
分
に
襲
揮
し
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、
わ
た
く
し
た

　
　
　
生
活
に
根
を
お
ろ
し
て
い
っ
た
思
想
こ
そ
、
虞
に
新
中
國
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
　
　
ち
が
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
貴
重
な
体
験
の
に
じ
み
出

　
　
　
支
柱
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
封
建
的
残
灘
な
お
濃
い
日
本
と
い
う
場
　
　
た
本
書
を
讃
ま
れ
る
人
々
が
、
こ
れ
を
通
じ
て
欄
本
の
學
界
の
封
建
性
と
、
學
　
　
一
・

　
　
°
に
お
い
て
考
え
る
と
き
、
私
は
、
民
衆
の
生
活
の
中
か
ら
民
衆
の
思
想
が
照
ら
　
　
問
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
き
び
し
い
自
己
批
到
が
生
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
　
捌

　
　
　
し
出
さ
れ
て
な
い
こ
と
を
限
り
な
く
惜
し
い
と
思
う
。
こ
れ
が
ま
た
全
体
の
迫
　
　
で
も
日
本
の
學
問
に
と
っ
て
大
き
な
前
進
と
い
え
よ
う
。
著
者
が
期
待
さ
れ
る
　
噺

　
　
　
力
の
弱
さ
、
感
銘
の
乏
し
さ
に
關
連
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
よ
う
に
、
本
書
を
出
護
馳
と
し
て
よ
り
す
ぐ
れ
た
思
想
史
・
革
命
史
が
書
か
れ

　
　
　
’
な
お
、
抗
日
職
前
夜
に
、
封
建
文
化
の
な
か
か
ら
民
族
の
生
存
に
す
こ
し
で
　
　
る
よ
う
、
私
も
ま
た
期
待
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
横
田
　
滋
）

　
　
（
カ
ー
ブ
ル
遇
信
岩
村
忽
氏
よ
り
田
村
實
造
氏
宛
）

　
　
　
無
事
カ
ー
ブ
ル
に
到
着
、
四
月
申
旬
奥
地
に
出
護
の
た
め
準
備
中
で
す
。
ハ
ザ
ラ
蒙
古
人
問
題
な
ど
仲
欧
面
白
い
こ
と
が
多
く
、
大
い
に
樂
ん
で

　
　
お
り
ま
す
。
私
の
宿
の
ボ
ー
イ
も
ハ
ザ
ラ
人
で
す
。
當
地
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ソ
全
体
）
で
は
ペ
ル
シ
ヤ
語
が
共
通
語
な
の
で
、
目
下
毎
日
會
話
を
勉
　
　
，

∴
鹸
騰
鰐
鰍
蕪
儲
晦
翻
蕪
織
瀕
胴
鶴
襲
編
備
灘
蜘
馨

　
　
　
　
鴫
二
月
三
十
日




