
〈
摩
擦
の
劇ド

ラ
マ〉

と
し
て
の
「
言
葉
書
」

─
�井
上
有
一
に
お
け
る
宮
澤
賢
治
童
話
と
の
接
点
を
め
ぐ
っ
て
─

木
　
村
　
直
　
弘

序書
史
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
書
家
・
石
川
九
楊
は
、
日
本
の
近
代
詩
人
の
中

で
、「
そ
の
書
き
ぶ
り
（
筆
蝕
）
が
看
過
で
き
な
い
何
事
か
を
物
語
り
、
い
つ

ま
で
も
記
憶
を
去
ら
な
い
」
島
崎
藤
村
、
石
川
啄
木
、
高
村
光
太
郎
の
三
人
を

「
近
代
ペ
ン
字
の
三
筆
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
そ
れ
に
宮
澤
賢
治
も
加
え
た
い
と

い
う
。
一
般
論
で
は
、
賢
治
は
い
わ
ゆ
る
達
筆
で
は
な
い
。
し
か
し
、
石
川
に

よ
れ
ば
、
書
と
は
「
上
手
い
と
か
下
手
と
か
い
わ
れ
る
書
字
技
法
と
そ
の
美
学

で
は
な
く
、
肉
筆
の
文
字
の
書
き
ぶ
り
の
中
に
定
着
さ
れ
た
書
体

ス
タ
イ
ル

＝
文
体

ス
タ
イ
ル

の
表

現
の
美
学
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
文
字
そ
の
も
の（

１
）」

で
あ
る
。
賢
治
の
筆
跡
に
お

け
る
特
徴
的
な
「
ク
ネ
ク
ネ
」「
ウ
ネ
ウ
ネ
」、
す
な
わ
ち
「
文
字
の
字
画
が

「
す
っ
」
と
率
直
に
伸
び
ず
に
、
い
く
ぶ
ん
か
「
ゆ
れ
る
」
文
字
の
姿
」
の
由

来
を
、
石
川
は
、
日
蓮
宗
系
在
家
仏
教
団
体
・
国
柱
会
の
信
者
だ
っ
た
賢
治
の

法
華
信
仰
、
具
体
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
の
八
箇
所
に

賢
治
が
書
き
つ
け
た
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
お
題
目
、
す
な
わ
ち
「
髭
曼
荼

羅
」
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
「
大
曼
荼
羅
御
本
尊
」
に
求
め
、
賢
治
の
字

体
を
「
髭
題
目
体
」
と
名
づ
け
た（

２
）。

た
と
え
ば
、
賢
治
の
盛
岡
高
等
農
林
学
校
得
業
（
卒
業
）
論
文
の
書
き
ぶ
り

を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
賢
治
の
筆
跡
が
常
に
「
ウ
ネ
ウ
ネ
」
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
賢
治
の
「「
ウ
ネ
ウ
ネ
」
の
蠕
動
運
動
を
と
ど
め
た

字
姿
」
に
つ
い
て
、
石
川
は
「
書
と
言
葉
と
の
発
語
の
暗
部
に
根
ざ
す
表
現
」

と
喝
破
す
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
引
用
①
〕

人
間
は
身
も
だ
え
す
る
よ
う
に
発
語
す
る
。
言
語
以
前
の
、
本
人
す
ら

ま
だ
意
識
化
し
え
て
い
な
い
「
モ
ヤ
モ
ヤ
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
曖

昧
た
る
前
意
識
に
、
す
で
に
身
辺
に
で
き
上
が
っ
て
い
る
既
成
の
語
彙
と

文
体
を
浴
び
せ
か
け
て
こ
れ
を
言
葉
に
変
え
よ
う
と
す
る
た
め
、
無
自
覚

の
前
意
識
と
言
葉
と
は
、
相
互
に
交
り
合
い
、
反
応
し
合
っ
て
、
や
が

て
、
身
も
だ
え
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
蠕
動
運
動
の
よ
う
な
過
程
と
形

状
を
経
て
自
覚
的
な
意
識
と
化
し
、
言
葉
と
な
っ
て
派
生
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
身
も
だ
え
と
は
、
発
語
に
必
須
の
身
ぶ
り
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。

つ
ま
り
賢
治
の
「
髭
題
目
体
」
と
は
、「
底
辺
に
あ
る
「
ウ
ネ
ウ
ネ
」
と
抑

揚
す
る
発
語
の
う
ね
り
が
、
誇
張
さ
れ
た
三
折
法
と
共
鳴
し
合
っ
て
生
ま
れ
て

い
る
も
の
」
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
へ
の
信
仰
と
信

頼
の
感
情
を
盛
り
、
同
時
に
、
そ
れ
は
、
題
目
の
朗
唱
の
声
を
も
載
せ
て
い

る
」
も
の
と
剔
抉
さ
れ
る（

３
）。

少
な
く
と
も
、
賢
治
が
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」

に
記
し
た
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
書
き
ぶ
り
は
た
し
か
に
揺
れ
て
い
る
。
大

き
な
声
で
題
目
を
唱
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
唱
題
は
、
日
蓮
宗
の
ア
ル
フ
ァ
で

あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
唱
題
が
惹
き
起
こ
す
音
響
の
振
動
が
そ
の
書

き
ぶ
り
に
影
響
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
書
が
発
語
、
す
な
わ
ち
音
響
＝
振
動

の
生
起
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
視
角
は
、
往
々
に
し
て
見
落
と
さ
れ

が
ち
だ
が
、
実
は
他
の
書
家
の
書
を
考
察
す
る
に
も
極
め
て
有
効
な
も
の
で

あ
る
。

ア
ル
テ
ス
　
リ
ベ
ラ
レ
ス
　
（
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
）

第
一
〇
〇
号
　
二
〇
一
七
年
六
月
　
七
三
頁
〜
一
〇
八
頁
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石
川
は
さ
ら
に
、
賢
治
の
詩
「
第
三
芸
術（

４
）」

全
文
を
引
用
し
、
光
太
郎
同

様
、「
書
が
筆
蝕
の
芸
術
で
あ
る
こ
と
」
を
賢
治
は
知
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
。

つ
ま
り
こ
の
詩
で
は
、
鍬
で
畦
を
一
と
こ
掻
く
こ
と
（
掘
蝕
）、
紙
に
一
筆
書

く
こ
と
（「
水
墨
の
筆
触
」
＝
筆
蝕
）、
鑿
で
木
や
石
を
彫
る
（
＝
引
っ
掻
く
）

こ
と
（「
彫
塑
家
の
鑿
の
か
ほ
り
」
＝
刻
蝕
）
が
同
列
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
で
は
、
賢
治
の
「
筆
触
」
と
石
川
の
言
う
「
筆
蝕
」
と
の
違
い
は

何
か
。

石
川（

５
）に

よ
れ
ば
、
書
と
は
「
筆
蝕
」
の
表
現
、「
筆
蝕
の
美
学
」「
筆
の
劇ド

ラ
マ」

で
あ
る
。
こ
の
「
筆
蝕蝕
」
と
は
、「
筆
触蝕
」
と
「
刻
蝕蝕
」
の
二
つ
を
統
合
し
た

概
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
刻
蝕
」
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
鑿
で
石
に
刻
み

つ
け
る
こ
と
＝
「
刻
り
ぶ
り
」
で
あ
り
、「
筆
触
」
と
は
、
紙
に
一
筆
書
く
際
、

筆
尖
が
紙
に
触
れ
、
そ
の
反
発
力
を
感
じ
な
が
ら
摩
擦
を
生
じ
つ
つ
書
き
進
め

て
い
く
そ
の
「
筆
触
り
」（
タ
ッ
チ
や
ス
ト
ロ
ー
ク
）
を
指
す
。

さ
ら
に
、
石
川
は
、
詩
人
で
評
論
家
の
吉
本
隆
明
と
の
対
談
で
、「
筆
触
」

と
「
筆
蝕
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

〔
引
用
②
〕

ひ
と
つ
は
、
そ
の
引
っ
か
く
こ
と
も
、
筆
で
触
る
こ
と
も
含
め
て
、

〈
触
る
〉
と
い
う
こ
と
で
書
き
手
の
側
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
触
覚
が
、

言
葉
の
思
考
を
促
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
触
れ
る
と

い
う
意
味
で
の
〈
触
〉
で
す
。
蝕
む
と
い
う
方
の
〈
蝕
〉
と
い
う
の
は
、

同
時
に
そ
こ
に
定
着
さ
れ
た
形
、
痕
跡
を
視
認
す
る
と
い
う
視
覚
が
働

く
。〈
触
〉
と
〈
蝕
〉
の
両
者
の
総
合
と
し
て
〈
筆
蝕
〉
と
い
う
も
の
を

い
ち
お
う
考
え
て
い
る
の
で
す
。
筆
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
〈
削
る
〉
こ

と
か
ら
の
ス
テ
ー
ジ
の
移
行
で
す
が
、
書
く
こ
と
の
な
か
に
、〈
削
る
〉

と
い
う
こ
と
を
す
で
に
隠
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
す
。
痕
を
残
す
こ

と
と
触
覚
が
書
き
手
に
返
っ
て
く
る
と
い
う
総
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
〈
筆

蝕
〉
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す（

６
）。

つ
ま
り
「
筆
触
」
に
し
て
も
「
刻
蝕
」
に
し
て
も
、
そ
こ
で
「
言
葉
の
思
考

を
促
」
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
摩
擦
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
精
神
的
刺
激
が
含

意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
詩
人
・
彫
刻
家
だ
け
で
な
く
能
書
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
高
村

光
太
郎
は
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
「
書
に
つ
い
て
」（
一
九
三
九
年
）
で
、

〔
引
用
③
〕

〜
書
は
も
と
よ
り
造
型
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
根
本
原
理
と
し
て

造
型
芸
術
共
通
の
公
理
を
持
つ
。
比
例
均
衡
の
制
約
。
筆
触
の
生
理
的
心

理
的
統
整
。
布
置
構
造
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
。
感
覚
的
意
識
伝
達
と
し
て
の
知

性
的
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
ヨ
ン
。
す
べ
て
さ
う
い
ふ
も
の
が
基
礎
と
な
つ
て
そ

の
上
に
美
が
成
り
立
つ
。
さ
う
い
ふ
も
の
を
無
視
し
て
は
書
が
存
在
し
得

な
い（

７
）。

と
述
べ
て
い
る
。
光
太
郎
の
言
う
「
筆
触
」
も
石
川
の
言
う
タ
ッ
チ
や
ス
ト
ロ

ー
ク
と
し
て
の
「
筆
触
」
と
重
な
る
が
、
こ
こ
で
は
光
太
郎
自
身
の
書
の
特
徴

と
重
ね
合
わ
せ
る
と
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
前
掲
の
対
談
中
、
吉
本
は
、

引
用
③
の
エ
ッ
セ
イ
を
ふ
ま
え
、
光
太
郎
の
書
の
特
徴
を
、「
言
葉
を
文
字
に

書
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
ひ
と
つ
の
彫
刻
的
な
造
形
を
こ
こ
で
や
っ
て
い
る

ん
だ
と
い
う
意
欲
の
方
が
強
い
」
と
指
摘
し
、
石
川
も
「
要
す
る
に
筆
蝕
が
完

全
に
木
彫
み
た
い
な
筆
蝕
で
す
ね
。」
と
応
え
て
い
る
。
吉
本
は
さ
ら
に
光
太

郎
の
書
の
「
彫
刻
的
な
造
形
」
に
つ
い
て
、「
伝
記
的
に
は
こ
れ
は
明
ら
か
に

彫
刻
の
代
わ
り
」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
一
九
四
五
年
五
月
、
宮
澤
賢
治
の
弟
・

清
六
を
頼
っ
て
東
京
か
ら
花
巻
（
賢
治
の
実
家
）
に
疎
開
し
た
も
の
の
そ
こ
で

も
同
年
八
月
の
空
襲
で
被
災
し
た
光
太
郎
が
、
終
戦
後
の
同
年
一
〇
月
に
移
り

住
ん
だ
岩
手
県
稗
貫
郡
太
田
村
（
現
花
巻
市
太
田
）
の
山
荘
は
非
常
に
雪
深
い

土
地
に
あ
り
、
彫
刻
材
料
が
な
い
た
め
彫
刻
の
代
用
で
本
気
に
な
っ
て
書
を
や

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る（

８
）。
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た
し
か
に
、
一
般
的
に
光
太
郎
の
書
は
そ
の
「
い
か
に
も
彫
刻
家
で
あ
っ
た

ら
し
く
刀
意
の
利
い
た
シ
ャ
ー
プ
な
筆
致
は
、
一
目
で
光
太
郎
の
書
と
分
る
も

の（
９
）」

と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
で
は
、
な
ぜ
書
が
彫
刻
の
代
用
に

な
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
て
、
石
川
は
、
別
の
書
物
で
、「
人
間
の
言
葉
は
、「
話
し
言

葉
」
と
「
書
き
言
葉
」
と
い
う
別
の
も
の
が
、
互
い
に
関
係
し
あ
い
な
が
ら
成

り
立
っ
て
い
」
る
と
し
、
以
下
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

〔
引
用
④
〕

「
は
な
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
外
へ
向
け
て
遠
く
に
意
識
を

「
離は

な

す
・
放は

な

す
」
こ
と
で
す
。
〜
（
中
略
）
〜
そ
し
て
、「
は
な
す
」
こ
と

と
は
別
に
、「
か
く
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
石
を
「
欠か

け
」
ば
彫

刻
に
な
り
、
何
か
を
「
画か

き
」
区
切
れ
ば
デ
ザ
イ
ン
に
な
り
、
引
っ
「
掻か

け
」
ば
エ
ッ
チ
ン
グ
に
な
り
、
物
の
形
を
「
描か

け
」
ば
絵
に
な
り
、
言
葉

を
「
書か

け
」
ば
文
字
や
書
に
な
る
。
音
楽
で
い
う
と
、
歌
を
歌
う
こ
と
や

管
楽
器
を
吹
く
こ
と
な
ど
は
「
は
な
す
」
表
現
で
す
が
、
打
楽
器
は
物
を

「
欠
く
」
と
き
の
音
で
あ
り
、
弦
楽
器
は
キ
ュ
ー
ッ
と
引
っ
「
掻
く
」
と

音
が
す
る
、「
か
く
」
表
現
で
す
。
ギ
タ
ー
を
「
掻
き
」
鳴
ら
す
な
ど
と

も
い
い
ま
す
。「
は
な
す
」
と
「
か
く
」
と
い
う
人
間
の
表
現
の
行
為
や

行
動
か
ら
見
る
と
、
単
に
「
音
楽
」
と
い
う
よ
う
に
分
類
す
る
だ
け
で
は

見
え
て
こ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
「
か
く
」
と
う
の
は
、
人

間
が
道
具
を
も
っ
て
対
象
・
世
界
・
自
然
に
傷
を
つ
け
る
こ
と
を
と
お
し

て
表
現
す
る
行
為
・
行
動
で
す
。
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、「
か
く
」

こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
文
を
書
く
と
か
、
詩
を
書
く
と
か
、
書
を
書
く
と
い

う
こ
と
が
あ
る（

10
）。

実
は
、
こ
こ
で
石
川
が
挙
げ
て
い
る
「
か
く
」
表
現
に
共
通
す
る
の
は
、
そ

れ
ら
が
「
摩
擦
感
」
を
常
に
伴
う
行
為
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
摩
擦
感

を
ベ
ー
ス
に
、
石
川
は
み
ず
か
ら
の
「
筆
蝕
」
論
を
さ
ら
に
声
の
次
元
に
ま
で

敷
衍
す
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
引
用
⑤
〕

声
に
よ
る
発
語
も
書
字
も
、
摩
擦
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
書
字
の

本
体
は
摩
擦
に
あ
る
。

書
字
と
は
、
繊
細
に
よ
る
微
細
な
凹
凸
を
有
す
る
紙
（
と
い
う
世
界
の

表
層
）
と
、
筆
者
が
手
に
し
た
筆
記
具
の
尖
鋒
と
の
摩
擦
の
劇
で
あ
る（

11
）。

あ
る
い
は
、

〔
引
用
⑥
〕

声
も
筆
蝕
も
と
も
に
此
彼
の
力
の
や
り
と
り
、
摩
擦
の
劇
で
あ
る
。
力
の

強
弱
が
昂
じ
、
高
度
化
し
て
、
声
に
な
り
筆
蝕
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
話
し

言
葉
も
書
き
言
葉
も
、
こ
の
力
た
る
声
と
筆
蝕
に
根
差
し
て
い
る

（
12
）。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
宮
澤
賢
治
自
身
の
書
で
は
な
く
、
賢

治
生
誕
の
二
〇
年
後
に
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
賢
治
同
様
、
法
華
信
仰
を
保

ち
、
賢
治
の
遣
布
本
『
國
譯
妙
法
蓮
華
経
』
を
清
六
か
ら
譲
り
受
け
賢
治
の
命

日
に
読
誦
し
、
賢
治
の
農
民
芸
術
概
論
と
同
様
、
職
業
芸
術
家
（
＝
書
家
）
を

否
定
し
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
発
語
し
な
が
ら
書
を
制
作
し
た
世
界
的
前
衛
書

家
・
井
上
有
一
（
一
九
一
六
〜
一
九
八
五
）
の
書
を
、「
摩
擦
の
劇ド

ラ
マ」

と
し
て

読
み
解
き
、
彼
が
な
ぜ
宮
澤
賢
治
童
話
を
そ
の
「
言
葉
書
」
の
題
材
に
選
び
つ

づ
け
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
新
た
な
答
え
を
提
示
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

ま
ず
は
、
前
掲
石
川
も
言
及
し
て
い
る
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
哲
学
者
ア
ラ
ン

と
デ
リ
ダ
の
言
説
か
ら
押
さ
え
て
い
こ
う
。



〈摩擦の劇
ドラマ

〉としての「言葉書」 76

一
　
ア
ラ
ン
と
デ
リ
ダ
の
文
体
論
・
書
体
論
を
め
ぐ
っ
て

「
打
ち
言
葉
」
と
い
う
言
葉
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。「
話
し
言
葉
」「
書
き
言

葉
」
に
次
ぐ
、
ス
マ
ホ
入
力
に
よ
っ
て
登
場
し
た
第
三
の
「
言
葉
」
と
い
う
位

置
づ
け
で
あ
る
が
、
す
で
に
Siri等
に
よ
る
音
声
入
力
も
普
及
し
て
き
た
現
在

と
な
っ
て
は
、
人
口
に
膾
炙
し
た
表
現
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え

ば
、「
り
」「
り
ょ
」
と
い
う
「
打
ち
言
葉
」
が
「
了
解
」
を
意
味
す
る
よ
う

に
、
漢
字
変
換
も
し
く
は
候
補
を
選
択
す
る
時
間
や
手
間
が
省
け
、
か
つ
仲
間

内
の
隠
語
表
現
に
も
な
り
、
親
し
さ
も
加
味
さ
れ
る
と
い
う
代
物
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
単
な
る
若
者
言
葉
で
は
な
い
。
以
前
に
も
、
携
帯
電
話
と
い
う
ツ
ー
ル

を
用
い
て
書
か
れ
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ケ
ー
タ
イ
小
説
」

ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
ツ
ー
ル
と
文
体
と
の
関
係
で
あ
る
。

ケ
ー
タ
イ
小
説
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
一
文
の
短
さ
、
改
行
、
会
話
、
顔
文

字
・
記
号
・
半
音
（「
ゎ
」
な
ど
）
の
多
用
等
々
、
多
様
な
文
体
的
特
徴
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
ケ
ー
タ
イ
と
い
う
ツ
ー
ル
と
不
可
分
の
関
係
に

あ
る
の
は
言
を
俟
た
な
い
。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
そ
も
そ
も
ワ
ー
プ
ロ
が
登
場
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、（
た
と
え
ば
前
出
「
膾
炙
」
と
い
う
、
自
ら
手
書
き
で
は

正
し
く
書
き
に
く
い
漢
字
も
「
か
い
し
ゃ
」「
kaisya」
も
し
く
は
「
kaisha」

と
タ
イ
ピ
ン
グ
す
る
だ
け
で
）
簡
単
に
変
換
表
記
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
こ
と
が
文
体
に
も
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
言
い
き
れ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
文
体
と
書
記
ツ
ー
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
、

す
で
に
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ア
ラ
ン
（
本
名
エ
ミ
ー
ル
＝
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
シ

ャ
ル
テ
ィ
エ
）
が
、
そ
の
『
文
学
論
�

』（
一
九
三
四

年
）
で
言
及
し
て
い
る（

13
）。

ア
ラ
ン
は
、「
文
体
�le�style」
と
い
う
言
葉
が
、
蝋

板
に
文
字
を
彫
り
つ
け
る
た
め
の
「
尖
筆
」
と
い
う
古
代
で
の
意
味
を
も
つ
こ

と
を
思
い
出
さ
せ
る
と
説
き
起
こ
し
、「
鵞
ペ
ン
の
文
体
」「
主
計
曹
長
ペ
ン
の

文
体
」「
万
年
筆
の
文
体
」
そ
し
て
お
そ
ら
く
「
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
文
体
」

Propos�de�littérature
も
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
例
は
、
文
体
と
い
う
も
の
が
「
思
想
と
い
う

も
の
よ
り
ず
っ
と
下
位
に
置
か
れ
て
い
る
素
材
」
と
人
間
と
の
出
会
い
で
あ
る

こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
文
体
が
「
何
も
格
別
に
精
神
的
な
も
の
で
は
な
」
く
、

む
し
ろ
「
物
質
的
な
必
要
條
件
に
よ
っ
て
思
想
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
屈
曲
」
す

な
わ
ち
「
ご
つ
ご
つ
し
た
と
こ
ろ
、
ざ
ら
ざ
ら
し
た
と
こ
ろ
�du�rugueux�et

de�l'aspérité」
が
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ら
書
記
ツ
ー
ル
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
安
直
に
文
章
が
書
け
な
く

な
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
人
が
安
易
に
思
考
し
な
く
な
る
こ
と
が
ア
ラ
ン
に

と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ツ
ー
ル
の
使
用
は
「
人
体
が
ね
じ
曲
が

り
、
ね
じ
れ
を
戻
」
す
と
い
う
「
動
物
的
な
う
ね
り
」
を
生
起
さ
せ
、
そ
れ
に

依
拠
し
た
文
体
は
、「
体
液
」
を
「
波
立
」
た
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
引
用
⑦
〕

〜
体
液
の
ど
ん
な
に
か
す
か
な
波
立
ち
で
も
、
そ
れ
は
私
に
人
間
の
存
在

を
告
げ
て
く
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
た
し
か
に
人
間
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
動
物
的

な
歩
調
で
進
ん
で
ゆ
く
か
ら
。
歩
く
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
は
つ
ま
ず

き
な
が
ら
考
え
て
い
る
の
だ
。
〜
（
中
略
）
〜
つ
ま
り
、
本
当
の
実
体
を

そ
な
え
た
人
間
、
厚
み
を
も
っ
て
い
る
人
間
、
動
物
人
間
と
い
う
も
の
が

必
要
な
の
だ
。
こ
う
い
う
人
間
は
、
も
う
何
も
か
も
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ぬ

と
い
う
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
偉
大
な
著
者
た
ち
に
は
、
私
た
ち
以

上
に
動
物
の
と
こ
ろ
が
あ
る（

14
）。

で
は
な
ぜ
「
動
物
」
な
の
か
。
こ
こ
で
の
「
う
ね
り
」「
波
立
ち
」
と
い
っ

た
波
動
＝
振
動
は
、
理
性
的
に
で
は
な
く
、
ま
ず
は
肉
体
的
・
本
能
的
に
捉
え

ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
単
に
動
物
に
還
れ
ば
よ
い
の
で
は
な

い
。
あ
く
ま
で
も
こ
こ
で
要
請
さ
れ
る
の
は
、
理
性
と
敏
感
な
「
動
物
的
」
ア

ン
テ
ナ
を
具
備
し
た
「
動
物
人
間
」
で
あ
る
。

こ
の
理
解
の
た
め
に
、
さ
ら
に
、「
文
体
」
で
は
な
く
「
書
体
」
に
つ
い
て
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の
ア
ラ
ン
の
エ
ッ
セ
イ
も
参
照
し
て
お
こ
う
。
文
字
が
有
す
る
共
通
の
規
範
に

従
っ
て
は
い
て
も
、
書
き
方
に
は
個
々
人
固
有
の
流
儀
が
あ
る
た
め
「
書
は
人

な
り
」
と
言
い
う
る
と
肯
定
し
た
う
え
で
、
ア
ラ
ン
は
、「
書
体
」
に
「
二
つ

の
相
反
す
る
欠
陥
」
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
引
用
⑧
〕

〜
偶
然
を
と
も
な
わ
な
い
ペ
ン
の
運
び
は
一
般
に
、
肉
体
の
性
質
か
ら
離

れ
た
抽
象
的
思
考
、
少
し
も
乱
れ
は
な
い
が
ぴ
た
り
と
決
ま
ら
な
い
抽
象

的
思
考
を
書
き
手
が
も
っ
て
い
る
こ
と
を
語
る
。
本
当
の
教
養
を
も
た
ぬ

連
中
の
筆
跡
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ペ
ン
の
運
び
を
無
視
し

た
筆
致
は
、
つ
ね
に
、
規
制
を
も
の
と
も
し
な
い
奔
放
さ
、
少
し
も
自
制

で
き
な
い
力
、
つ
ま
り
豊
か
さ
を
書
き
手
が
も
っ
て
い
る
こ
と
を
語
る
。

芸
術
家
の
芸
は
、
こ
の
二
つ
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る（

15
）。

ア
ラ
ン
が
文
体
に
つ
い
て
「
何
も
格
別
に
精
神
的
な
も
の
で
は
な
」
い
と
し

て
い
た
よ
う
に
、
書
体
に
つ
い
て
も
、
精
神
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
予
定

調
和
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
思
考
が
過
剰
に
反
映
さ
れ
た
も
の
は
、
否

定
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
少
し
も
自
制
で
き
な
い
」
偶
然
を
と
も

な
っ
た
、
い
わ
ば
「
動
物
的
」
な
も
の
だ
け
で
も
そ
れ
は
「
欠
陥
」
で
あ
る
。

要
は
、
書
き
手
、
特
に
芸
術
家
に
は
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
要
求
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
論
の
補
助
線
と
し
て
、
そ
の
著
書
が
世
界
二
十
八
箇
国
で

翻
訳
さ
れ
て
い
る
自
閉
症
の
作
家
・
東
田
直
樹
を
、
ア
ラ
ン
の
言
う
「
二
つ
の

相
反
す
る
欠
陥
」
を
止
揚
す
る
「
芸
術
家
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

彼
は
「
話
そ
う
と
す
る
と
頭
が
真
っ
白
に
な
っ
て
し
ま
い
、
言
葉
が
出
て
来
な

い
」
た
め
、「
文
字
盤
ポ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
あ
る
い
は
パ
ソ
コ
ン
入
力
に
よ
っ

て
話
を
す
る
。
最
初
は
、
鉛
筆
を
握
っ
た
彼
の
手
を
母
親
が
そ
の
上
か
ら
一
緒

に
握
っ
て
書
く
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
の
後
、
自
力
で
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
た
め
に
、
母
親
手
書
き
の
「
文
字
盤
」
＝
キ
ー
ボ
ー
ド
上
で
文
字
を

指
で
示
す
や
り
か
た
へ
移
行
し
、「
言
い
た
い
言
葉
を
思
い
出
す
こ
と
」、
本
当

の
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た（

16
）。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た

方
法
に
よ
っ
て
「
話
そ
う
と
す
る
と
消
え
て
し
ま
う
僕
の
言
葉
を
つ
な
ぎ
と
め

て
お
く
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
長
い
時
間
を
要
し
、
何
度
も

挫
折
を
繰
り
返
し
た
と
い
う
。「
話
せ
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
自
分
の
気
持
ち

を
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
孤
独
で
夢
も
希
望
も
な
く
、
た
だ
与
え
ら

れ
た
毎
日
を
人
形
の
よ
う
に
過
ご
す
こ
と
な
の
で
す（

17
）」

と
い
う
状
況
は
、
オ
リ

バ
ー
・
サ
ッ
ク
ス
の
著
作
や
映
画
『
レ
ナ
ー
ド
の
朝
�

』（
一
九

九
〇
年
）
で
描
か
れ
た
嗜
眠
性
脳
炎
患
者
達
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
状
況
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
。
こ
の
所
謂
「
眠
り
病
」
患
者
達
が
「
目
覚
め
」
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患
者
用
の
薬
Ｌ
─

ド
ー
パ
の
投
与
で
あ
っ
た
が
、

東
田
の
場
合
、
同
じ
く
人
形
の
よ
う
な
生
活
か
ら
脱
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
が
ま
さ
に
書
記
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

関
連
し
て
、
ア
ラ
ン
同
様
、
ス
タ
イ
ル
（
文
体
＝
尖
筆
）
の
問
題
に
言
及
し

た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
言
葉
を
引
く
な
ら
ば
、「
尖
筆

（
style）
は
、
み
ず
か
ら
を
現蝕
前蝕
さ蝕
せ蝕
、
頑
強
に
み
ず
か
ら
を
目
に
見
さ
せ

る
」
も
の
で
あ
り
、「
し
た
が
っ
て
尖
筆
（
style）
は
、
現
前
、
内
容
、
事
物

そ
の
も
の
、
意
味
、
真
理
を
守
る
も
の（

18
）」

で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。〔

引
用
⑨
〕

〜
文
体

ス
タ
イ
ル

＝
尖
筆
の
問
題
を
問
う
こ
と
、
そ
れ
は
つ
ね
に
或
る
尖
っ
た
物
体

を
検
査
す
る
こ
と
（
l'exam
en）
で
あ
り
、
重
さ
を
は
か
る
こ
と
（
le

pesant）
で
あ
る
。

と
き
と
し
て
は
た
ん
に
ペ
ン
先
（
plum
e）
に
つ
い
て
の
そ
れ
に
す
ぎ

な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
細
身
の
短
剣
（
stylet）、
さ
ら
に
は
短
刀

A
w
akenings
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（
poignard）
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
も
あ
る
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
そ

れ
ら
を
用
い
て
、
人
は
哲
学
が
素
材
（
質
料
）
も
し
く
は
原
型
の
名
の
も

と
に
訴
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
残
酷
に
攻
撃
し
て
、
そ
こ
に
一
つ
の
印マ

ル
ク

（
m
arque）
を
突
き
さ
し
、
そ
こ
に
一
つ
の
刻
印
（
em
preinte）
も
し

く
は
一
つ
の
型
〔
形
、
形
相
〕（
form
e）
を
の
こ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、

し
か
し
ま
た
そ
れ
ら
を
用
い
て
脅
し
を
か
け
て
く
る
形
〔
物
腰
、
態
度
〕

（
form
e�m
enaçante）
を
押
し
返
し
、
そ
う
し
た
形
を
距
離
を
へ
だ
て

た
と
こ
ろ
に
保
ち
、
そ
れ
を
撃
退
し
、
そ
れ
か
ら
身
を
守
る
こ
と
も
で
き

る
─
─
そ
の
さ
い
、
自
分
の
か
ら
だ
を
折
り
曲
げ
る
か
、
あ
る
い
は
逃
げ

な
が
ら
、
ヴ
ェ
ー
ル
＝
帆
（
des�voiles）
の
か
げ
に
退
却
す
る
の
だ

〔
ふ
た
た
び
身
を
折
り
曲
げ
る
の
だ（

19
）〕。

石
川
も
デ
リ
ダ
の
こ
の
文
言
に
言
及
し
、「
書
く
」
こ
と
が
「〈
筆
蝕
〉
と
い

う
尖
筆
の
尖
端
と
紙
（
対
象
）
と
の
接
触
と
摩
擦
と
離
脱
の
劇
が
言
葉
を
生
む

構
造
」
を
デ
リ
ダ
は
見
逃
し
て
お
り（

20
）、「

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
書
く
ペ
ン
字
書
き

と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
か
出
て
こ
な
い
論
理
じ
ゃ
な
い
か

な
と
い
う
感
じ（

21
）」

が
あ
る
と
す
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
後
、
デ
リ
ダ
は
、「
尖

筆
（
style）
は
、
éperonの
ご
と
く
に
前
進
す
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
続
け

る
。
こ
こ
で
の
「
éperon」
は
、
衝
角
、
船
嘴
、
岩
の
突
端
部
等
、
尖
っ
た

先
端
が
波
を
切
り
裂
く
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
語
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
脅

威
」
か
ら
「
現
前
、
内
容
、
事
物
そ
の
も
の
、
意
味
、
真
理
を
守
る
も
の
」
に

な
り
え
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
デ
リ
ダ
は
、「
éperon」
に
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
実
は
英
語
の
spur、
ド
イ
ツ
語
の
Spurと
同
様
、「
痕
跡
trace」

「
航
跡
sillage」「
徴
候
indice」「
目
印
m
arque」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
こ

と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
石
川
の
い
う
「
蝕
」
の
概
念
に
近

い
。
つ
ま
り
、「
éperon」
は
切
っ
先
が
切
り
裂
い
た
後
に
出
来
す
る
状
況
も

含
め
た
語
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
éperon」
の
別
の
意

味
、
す
な
わ
ち
、
彫
刻
に
使
わ
れ
る
両
端
に
鋸
状
の
切
り
込
み
が
つ
い
た
へ
ら

の
用
途
が
、
作
品
の
凹
凸
を
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
首

肯
さ
れ
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
は
「
éperon」
に
は
「
刺
激
」

と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
前
掲
・
光
太
郎

が
「
筆
触
の
生
理
的
心
理
的
統
整
」
と
書
い
た
よ
う
に
、
尖
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
な
か
ろ
う
と
筆
記
ツ
ー
ル
と
対
象
と
の
接
触
・
摩
擦
に
よ
っ
て
人
の
感
覚

に
伝
わ
る
振
動
刺
激
が
生
理
・
心
理
に
与
え
る
影
響
こ
そ
が
肝
腎
な
の
で
あ
る（

22
）。

こ
こ
で
再
び
東
田
に
話
を
戻
そ
う
。
彼
は
、
石
川
の
言
う
「
筆
触
」
や
「
刻

蝕
」
の
よ
う
な
、
よ
り
摩
擦
の
生
じ
や
す
い
筆
記
ツ
ー
ル
は
用
い
て
い
な
い
わ

け
だ
が
、
結
果
的
に
は
見
事
に
「
言
葉
の
思
考
を
促
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
で
は
何
が
彼
に
影
響
し
た
の
か
。
そ
の
ま
さ
に
看
過
さ
れ
が
ち
な
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
、
彼
が
文
字
盤
ポ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
で
も
Ｐ
Ｃ
入
力
で
も
、
必
ず
入
力

す
る
文
字
を
大
声
で
叫
び
な
が
ら
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

（
彼
は
ロ
ー
マ
字
入
力
な
の
で
、
た
と
え
ば
「
ｗ
」「
ａ
」
と
打
っ
て
か
ら

「
わ
」
と
発
語
す
る
）。
東
田
は
、「
大
き
な
声
は
な
ぜ
出
る
の
で
す
か
？
」
と

い
う
問
い
に
対
し
て
（
ち
な
み
に
、
著
書
の
内
容
は
、
質
問
対
し
て
彼
が
答
え

る
形
を
採
っ
て
い
る
）、
大
き
な
声
は
反
射
的
に
出
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、

「
そ
の
時
見
た
物
や
思
い
出
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
射
」
が
刺
激
に
な
っ
て
、

言
葉
が
出
て
し
ま
う
と
す
る
。
つ
ま
り
そ
も
そ
も
大
声
を
出
さ
な
い
よ
う
に
す

る
そ
の
や
り
方
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
、「
声
は
僕
ら
の
呼
吸
の
よ
う
に
、

僕
ら
の
口
か
ら
出
て
行
く
も
の
だ
と
い
う
感
じ
」
な
の
で
あ
る

（
23
）。

ま
さ
に
「
声
も

筆
蝕
も
と
も
に
彼
我
の
力
の
や
り
と
り
、
摩
擦
の
劇
」
な
の
で
あ
り
、
大
声
を

出
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
呼
気
に
よ
る
声
帯
の
振
動
が
直
接
身
体
に
伝
わ
る
こ
と

こ
そ
が
、
筆
蝕
に
代
わ
る
彼
の
「
摩
擦
の
劇
」
を
可
能
に
し
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ア
ラ
ン
の
言
う
「
少
し
も
自
制
で
き
な
い
力
、
つ
ま

り
豊
か
さ
を
書
き
手
が
も
っ
て
い
る
こ
と
」
の
証
左
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
わ
ば

「
動
物
的
う
ね
り
」
と
「
言
葉
の
思
考
」
と
の
両
立
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る

の
だ
。

実
は
、
井
上
有
一
も
、
ペ
ー
ス
は
違
え
ど
も
ま
さ
に
東
田
と
同
じ
よ
う
に
、
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時
に
は
唸
る
よ
う
に
時
に
は
絞
り
出
す
よ
う
に
、
発
語
し
な
が
ら
文
字
を
書
き

つ
け
て
い
た
。
次
節
で
は
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
〈
摩
擦
の
劇

ド
ラ
マ

〉
を
生
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
発
語

最
晩
年
の
井
上
有
一
の
制
作
風
景
を
記
録
し
た
貴
重
な
映
像（

24
）が

残
さ
れ
て
い

る
。
冒
頭
、
有
一
は
、
大
き
な
筆
と
ボ
ン
ド
墨（

25
）の

入
っ
た
バ
ケ
ツ
を
持
ち
、
和

紙
の
上
で
軋
る
よ
う
な
唸
り
声
を
上
げ
な
が
ら
、「
上
」
と
い
う
字
を
大
き
く

一
字
書
き
す
る
。
時
折
「
う
ぁ
〜
」「
ぐ
ぁ
〜
」
っ
と
い
う
声
も
入
る
が
、
そ

れ
以
外
の
声
は
、
単
に
重
い
筆
を
持
ち
上
げ
る
た
め
の
掛
け
声
と
い
う
よ
り

は
、「
く
っ
」「
か
っ
」「
け
っ
」「
く
わ
っ
」
と
い
っ
た
、
か
す
れ
た
、
ま
さ
に

筆
触
し
て
い
る
感
触
を
咽
喉
の
摩
擦
音
で
示
し
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
適
当
で

あ
る
。
そ
れ
は
、「
字
を
書
く
こ
と
は
楽
し
く
な
い
、
苦
し
い
こ
と
」、「
生
き

る
こ
と
は
書
く
こ
と
だ
、
書
の
鬼
と
な
る
の
だ
」
と
い
っ
た
井
上
の
発
言
を
そ

の
ま
ま
具
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

た
と
え
ば
、
コ
ン
テ
（
土
や
鉱
物
を
主
原
料
と
す
る
硬
く
て
折
れ
に
く
い
四

角
い
棒
状
の
描
画
材
）
で
紙
に
地
蔵
歎
偈
（
略
式
）「
南
無
地
蔵
願
王
尊
　
釈

迦
文
佛
遺
付
属
　
出
現
悪
世
入
禅
定
」
を
書
き
つ
け
る
場
面
で
は
、
そ
れ
こ
そ

一
心
不
乱
に
、「
な
〜
、
な
ぁ
〜
む
ぅ
〜
、
な
む
あ
、
じ
ぞ
う
ぉ
〜
、
ぐ
ぁ
わ

〜
ん
の
ぉ
〜
そ
ん
！
（
改
行
）
し
ゃ
ぁ
〜
か
〜
、
む
ぅ
〜
、
ぶ
〜
つ
、
ゆ
ぅ
〜

い
〜
、
ゃ
っ
＊
、
ふ
〜
ぞ
ぉ
っ
、
く
ぅ
（
改
行
）
し
ゅ
つ
ぅ
〜
げ
ぇ
〜
、
ぇ
っ

＊
、
ぁ
っ
＊
、
く
〜
せ
っ
、
ぇ
っ
＊
、
せ
ぇ
〜
っ
、
に
ゅ
う
〜
（
激
し
く
払

い
）、
せ
だ
ぁ
〜
」（
＊
は
か
け
声
）
と
、
一
気
呵
成
に
漢
字
を
書
き
つ
け
る
の

だ
が
、
生
み
字
で
延
ば
さ
れ
る
そ
の
声
は
、
ま
さ
に
経
を
唱
え
る
よ
う
な
抑
揚

も
入
っ
た
（
特
に
「
出
現
」
の
あ
た
り
）、
絞
り
出
す
よ
う
な
声
で
あ
る
。
ま

た
、
書
き
つ
け
る
動
き
も
「
遺
」
の
⻌
や
「
入
」
の
字
は
、
隣
り
の
右
の
行
を

越
え
て
し
ま
う
ほ
ど
、
力
を
込
め
て
右
払
い
さ
れ
る
な
ど
、
基
本
的
に
コ
ン
テ

を
押
し
つ
け
て
い
る
様
子
が
看
て
取
れ
る
。

さ
ら
に
、
別
の
シ
ー
ン
で
は
、「
て
ん
、
て
ん
、
て
ん
、
て
ん
、
て
ん
、
て

ん
、
て
ん
（
改
行
）
て
ん
！
　
て
ん
、
て
ん
、
て
ん
に
、
の
ぼ
〜
る
（
改
行
）、

ち
ん
、
ち
ん
、
ち
ん
、
ち
ん
、
ち
ん
、
ち
、
ち
ん
、
ち
ん
、
ち
ん
、
ち
ん
ち
ち

ち
に
、
う
〜
、
ま
〜
、
る
っ
！
」
と
、
ま
る
で
三
味
線
の
唱
歌
（
い
わ
ゆ
る
口

三
味
線
）
の
「
テ
ン
」（
三
の
糸
の
開
放
弦
を
弾
い
た
と
き
の
音
）
の
よ
う
な

声
色
で
書
が
始
ま
り
、
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
加
速
し
、

声
も
大
き
く
な
っ
て
い
く
。

一
方
、
最
後
に
映
る
「
ぐ
て
つ
」（
＝
愚
徹
。「
愚
に
徹
す
」
を
略
し
た
有
一

の
造
語
。
気
に
入
っ
た
文
字
が
出
来
た
と
き
は
書
に
没
入
で
き
る
と
い
う
。）

の
「
言
葉
書
き
」
は
、
あ
た
か
も
ク
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
タ
ー
ス
に
よ
る
自
作

の
音
響
詩
U
rsonateの
朗
読
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
発
声
で
、「
ぐ
っ
、
て

っ
、
つ
！
　
て
！
　
ぐ
っ
て
つ
！
　
ぐ
、
ぐ
、
て
っ
、
つ
！
　
ぐ
っ
、
て
っ
、

つ
！
　
ぐ
、
ぐ
、
ぐ
っ
て
つ
、
ぐ
っ
て
つ
、
ぐ
っ
て
つ
、
ぐ
っ
て
つ
ぐ
っ
て

つ
、
ぐ
っ
て
つ
ぅ
！
（
改
行
）
ぐ
っ
て
つ
、
ぐ
っ
て
つ
、
ぐ
っ
、
て
っ
、
つ

ぅ
！
」
と
書
き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
有
一
は
コ
ン
テ
を
紙
に
向
っ
て
叩
き

つ
け
る
よ
う
に
書
き
つ
け
る
た
め
、
床
と
の
接
触
の
際
に
発
す
る
コ
ン
コ
ン
コ

ン
と
い
う
打
撃
音
が
響
き
つ
づ
け
る
。
特
に
、「
ぐ
」
の
音
が
有
す
る
喉
の
奥

の
摩
擦
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
発
音
上
の
性
質
も
相
俟
っ
て
、「
ぐ
・

て
・
つ
」
は
単
純
な
反
復
リ
ズ
ム
で
棒
読
み
的
に
発
語
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

不
規
則
な
ひ
っ
か
か
り
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
映
像
は
、
有
一
が
書
き
つ

け
る
際
次
々
と
コ
ン
テ
の
破
片
が
砕
け
散
る
様
を
明
瞭
に
捉
え
て
い
る
。

こ
の
映
像
は
、
井
上
有
一
の
エ
ッ
セ
イ
「
な
ぜ
『
言
葉
』
書
か
」（
一
九
八

四
年
）
の
貴
重
な
実
証
記
録
と
な
っ
た
。
以
下
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
を
全
文
引

用
し
て
お
く
。

〔
引
用
⑩
〕

自
分
が
生
き
て
る
ド
ロ
ド
ロ
の
中
か
ら
、
一
字
が
結
晶
す
る
。
な
に
か
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い
い
字
は
な
い
か
な
と
考
え
出
し
た
時
、
一
字
書
の
堕
落
が
始
ま
る
。
そ

う
で
な
く
て
も
う
っ
か
り
す
る
と
、
一
字
が
悟
り
ヅ
ラ
し
て
き
て
素
朴
な

感
動
を
失
う
。
そ
ん
な
時
、
言
葉
を
─
─
ブ
ツ
ブ
ツ
と
口
か
ら
出
る
言
葉

を
書
き
つ
け
た
く
な
る
。
言
葉
が
ど
ん
ど
ん
字
に
な
っ
て
ゆ
く
。

草
野
心
平
の
蛙
の
声
は
ブ
ツ
ブ
ツ
い
う
の
に
一
番
い
い
。
宮
沢
賢
治
の

雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
は
も
と
も
と
独
り
言
だ
。
地
蔵
歎
偈
は
音
読
す
る
と
い
い

リ
ズ
ム
だ
。
蘇
東
坡
の
望
湖
楼
や
韓
退
之
の
臨
滝
寺
は
、
自
転
車
を
こ
ぎ

な
が
ら
朗
々
と
誦
す
る
と
実
に
い
い
。
正
直
い
う
と
こ
れ
ら
は
み
ん
な
字

ヅ
ラ
も
い
い
ん
だ
。

筆
法
と
か
書
法
と
か
や
や
こ
し
い
こ
と
は
犬
に
食
わ
れ
て
し
ま
え
。
鉛

筆
で
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
書
き
つ
け
ろ
。
鉛
筆
の
シ
ン
を
ヘ
シ
折
っ
て
指
先
に

つ
ま
ん
で
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
書
く
と
、
指
先
が
凹
ん
で
痛
く
な
っ
た
。
も
っ

と
真
っ
黒
の
ほ
う
が
い
い
。
コ
ン
テ
の
柔
ら
か
い
の
で
、
和
紙
に
釘
を
立

て
て
截
る
よ
う
に
書
く
と
、
バ
シ
ッ
と
コ
ン
テ
の
先
が
く
ず
れ
て
粉
が
と

ぶ
。
紙
が
汚
れ
る
。
机
の
上
に
広
げ
た
紙
の
あ
ち
こ
ち
に
手
当
た
り
次
第

に
書
く
。
ウ
ラ
へ
も
書
く
。
下
に
敷
い
た
紙
が
薄
黒
く
汚
れ
る
。
そ
の
上

に
も
書
く
。
紙
が
ま
が
っ
て
い
よ
う
が
折
れ
て
い
よ
う
が
お
構
い
な
し
だ
。

ケ
チ
な
字
に
な
っ
た
ら
塗
抹
す
れ
ば
い
い
。
塗
抹
す
る
の
も
書
く
こ
と
だ
。

こ
ん
な
バ
カ
な
こ
と
で
も
、
や
っ
て
る
当
人
は
真
剣
勝
負
だ
か
ら
ひ
ど

く
疲
れ
る
。
し
か
し
午
後
に
な
っ
て
仕
事
場
に
山
と
散
乱
し
た
や
つ
を
、

片
っ
端
か
ら
い
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
は
、
ハ
サ
ミ
で
ジ
ョ
キ
ジ
ョ
キ
截

る
の
は
楽
し
い
も
の
だ
。
無
作
為
に
截
る
こ
と
だ（

26
）。

こ
こ
で
、「
鉛
筆
で
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
書
き
つ
け
」
た
り
コ
ン
テ
で
「
和
紙
に

釘
を
立
て
て
截
る
よ
う
に
書
」
く
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
失
敗
し
た
反
古

を
「
ハ
サ
ミ
で
ジ
ョ
キ
ジ
ョ
キ
截
る
」
こ
と
で
文
が
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の

は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
前
掲
デ
リ
ダ
の
言
う
「
éperon」
そ

の
も
の
の
表
現
で
あ
り
、
冒
頭
言
及
さ
れ
た
「
ブ
ツ
ブ
ツ
い
う
」
発
語
の
問
題

と
「
éperon」
に
よ
っ
て
生
起
さ
れ
る
摩
擦
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
有
一
は
選
択
し
た
筆
記
ツ
ー
ル
で
あ
る
鉛
筆

の
「
芯
」
や
柔
ら
か
い
コ
ン
テ
を
「
釘
」
的
に
扱
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ま
さ

に
「
éperon」
そ
の
も
の
、
截
断
す
る
「
尖
筆
」
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
＝
書
が
「
現
前
、

内
容
、
事
物
そ
の
も
の
、
意
味
、
真
理
を
守
る
も
の
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
井
上
有
一
の
書
と
い
え
ば
お
馴
染
み
の
「
一
字
書
」
に
つ
い
て

の
エ
ッ
セ
イ（

27
）（

一
九
七
八
年
）
で
有
一
は
、「
自
分
の
い
い
た
い
こ
と
を
勝
手

に
書
く
の
が
書
」
で
あ
り
、
そ
の
「
一
字
書
」
は
、「
ヤ
ケ
ク
ソ
で
貧
一
字
を

い
き
な
り
ボ
ロ
襖
に
叩
き
つ
け
る
よ
う
に
書
い
た
の
に
は
じ
ま
」
り
、
当
時
の

「
気
持
に
は
そ
れ
が
ピ
ッ
タ
リ
し
て
い
た
」
と
回
顧
す
る
。
そ
の
後
彼
は
、「
そ

う
い
う
人
間
を
丸
出
し
に
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
い
う
態
度
か
ら
、
次
第
に
書

は
人
間
を
こ
え
た
宇
宙
的
空
間
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
」
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
字
書
の
大
作
は
「
現
代
の
眼
で
見
た

書
の
再
発
見
」
と
言
え
、「
文
字
を
書
く
と
い
う
行
為
を
そ
の
人
間
の
前
後
截

断
純
一
無
雑
の
う
ご
き
と
し
て
紙
の
上
に
定
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
宇

宙
的
空
間
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
、
一
字
書
の
大
作
は
ま
こ
と

に
適
切
な
方
法
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ず
っ
と
一
字
書
ば
か
り
書
い

て
い
る
と
「
技
術
の
と
り
こ
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、「
一
字
書
の
堕
落
」
が
始

ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
作
家

は
常
に
流
動
し
て
や
ま
な
い
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
井
上
有
一
の
書
の
様
式
styleは
、
表
現
主
義
的
抽
象
〜
一
字
書
〜

多
文
字
書
〜
言
葉
書
と
変
遷
す
る
が
、
そ
こ
に
底
流
す
る
思
想
は
一
貫
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
初
期
の
表
現
主
義
的
抽
象
の
時
代
に
描
か
れ
た
エ
ナ
メ
ル
書

の
《
作
品
№
９
》（
エ
ナ
メ
ル
・
ケ
ン
ト
紙
・
メ
デ
ィ
ウ
ム
ジ
ェ
ル
、
Ｃ
Ｒ（

28
）№

五
五
〇
〇
九
、
一
九
五
五
年
、
一
〇
〇
×
一
三
二
㎝
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館

蔵
）
に
付
さ
れ
た
有
一
の
「
詩
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
る
。
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〔
引
用
⑪
〕

メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
、
デ
タ
ラ
メ
に
書
け

ぐ
わ
あ
っ
と
ブ
チ
ま
け
ろ

お
書
家
先
生
た
ち
の
顔
へ
エ
ナ
メ
ル
で
も
ぶ
っ
か
け
て
や
れ

狭
い
日
本
の
中
に
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
欺
瞞
と
お
体
裁
を
ブ
ッ
と
ば
せ

お
金
で
お
れ
を
縛
り
上
げ
て
も
お
れ
は
お
れ
の
仕
事
を
す
る
ぞ

グ
ワ
ー
っ
と
ブ
ッ
タ
切
っ
て
や
る

書
も
へ
っ
た
く
れ
も
あ
る
も
の
か

一
切
の
断
絶
だ

創
造
と
い
う
意
識
も
絶
す
る

メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
、
デ
タ
ラ
メ
に
や
っ
つ
け
ろ（

29
）

一
九
五
五
年
頃
、
有
一
は
、
伝
統
的
な
、
墨
、
和
紙
、
毛
筆
に
よ
る
文
字
書

き
と
訣
別
し
、
エ
ナ
メ
ル
、
ケ
ン
ト
紙
、
刈
っ
た
草
を
ま
と
め
た
草
箒
で
書
か

れ
た
エ
ナ
メ
ル
書
を
発
表
し
、
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
、
文
字
を
扱
わ
な
く
な

る
。
当
時
の
日
記
の
抄
録
と
し
て
、
有
一
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

〔
引
用
⑫
〕

昭
和
三
十
四
年
四
月
十
六
日

い
よ
い
よ
明
日
エ
ナ
メ
ル
制
作
。
ア
バ
レ

ル
ダ
ケ
ア
バ
レ
ロ
、
ス
ベ
テ
ヲ
否
定
セ
ヨ
、
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
デ
タ
ラ
メ
ニ

書
ケ
、
何
モ
カ
モ
ク
ソ
ク
ラ
エ
、
文
字
モ
ク
ソ
モ
ア
ル
モ
ノ
カ
、
線
一
本

紙
ヲ
截
レ
、
破
レ（

30
）。

以
上
引
用
⑪
に
お
け
る
「
グ
ワ
ー
っ
と
ブ
ッ
タ
切
っ
て
や
る
」、
引
用
⑫
に

お
け
る
「
截
レ
、
破
レ
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
晩
年
の

「
言
葉
書
」
と
同
様
、
初
期
の
制
作
で
も
書
記
ツ
ー
ル
に
よ
る
「
éperon」
的

イ
メ
ー
ジ
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
表
現
さ
れ
る
摩
擦
音
は
通
底
し
て
い
る
。

実
際
、
当
初
「
貧
」
や
そ
れ
に
続
く
「
徹
」「
熊
」
な
ど
の
一
字
書
に
つ
い

て
は
「
そ
の
時
む
ら
む
ら
と
書
き
た
く
な
っ
て
、
目
茶
苦
茶
に
書
い
た
だ
け
」

で
書
き
直
し
は
し
な
か
っ
た
有
一
だ
が
、
そ
の
後
「
こ
わ
い
毛
の
筆
に
丈
夫
な

紙
な
ら
、
簡
単
な
技
術
で
思
う
存
分
に
書
け
る
」
と
考
え
、
エ
ナ
メ
ル
書
へ
進

ん
だ
。
し
か
し
、
結
局
、
で
た
ら
め
に
や
っ
て
い
る
と
だ
ん
だ
ん
で
た
ら
め
に

で
き
な
く
な
り
、
そ
う
い
う
の
は
早
く
や
め
て
お
か
な
け
れ
ば
と
、
一
年
間
で

や
め
る
こ
と
に
な
る
。「
そ
の
時
む
ら
む
ら
と
書
き
た
く
な
っ
て
」
書
く
の
は
、

ま
さ
に
前
掲
ア
ラ
ン
の
い
う
「
二
つ
の
相
反
す
る
欠
陥
」
の
「
少
し
も
自
制
で

き
な
い
力
」
に
あ
た
る
が
、
も
う
一
方
の
「
欠
陥
」
で
あ
る
抽
象
的
思
考
（
エ

ナ
メ
ル
書
は
表
現
主
義
的
抽
象
で
あ
る
）
も
有
一
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
ま

さ
に
、
そ
れ
は
、「
二
つ
の
相
反
す
る
欠
陥
」
を
止
揚
し
う
る
「
本
当
の
実
体

を
そ
な
え
た
人
間
、
厚
み
を
も
っ
て
い
る
人
間
」
と
い
う
意
味
で
の
「
動
物
人

間
」
と
し
て
の
「
芸
術
家
の
芸
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
最
晩
年
の
「
言
葉
書
」

ま
で
変
質
す
る
こ
と
な
く
続
く
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
前
掲
ア
ラ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
文
体
が
「
物
質
的
な
必
要
條
件
に

よ
っ
て
思
想
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
屈
曲
」
で
あ
り
、「
ご
つ
ご
つ
し
た
と
こ
ろ
、

ざ
ら
ざ
ら
し
た
と
こ
ろ
�du�rugueux�et�de�l'aspérité」、
す
な
わ
ち
摩
擦
と

親
近
性
が
高
く
、
摩
擦
を
生
じ
や
す
い
書
記
ツ
ー
ル
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て

「
人
体
が
ね
じ
曲
が
り
、
ね
じ
れ
を
戻
」
す
と
い
う
「
動
物
的
な
う
ね
り
」
が

生
起
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
典
型
は
、
井
上
有
一
を
措
い
て
他
は
な
い
。
有

一
の
エ
ナ
メ
ル
書
を
書
く
姿
を
収
め
た
有
名
な
写
真
（
一
九
五
五
年
一
二
月
に

撮
影
さ
れ
た
『
週
刊
朝
日
』
一
九
五
六
年
二
月
五
日
号
の
グ
ラ
ビ
ア
特
集
「
前

衛
書
道
」
用
の
写
真
）
等
を
み
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
が
、
こ
こ
で

は
、「
ご
つ
ご
つ
し
た
と
こ
ろ
、
ざ
ら
ざ
ら
し
た
と
こ
ろ
」
だ
ら
け
の
書
記
ツ

ー
ル
で
あ
る
「
こ
わ
い
毛
の
筆
」
＝
草
箒
に
注
目
し
よ
う
。
有
一
は
、「
井
上

有
一
展
：
一
九
五
五
年
、
そ
し
て
今
」（
一
九
八
二
年
、
東
京
銀
座
・
和
光
ホ

ー
ル
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
挨
拶
で
、
こ
の
草
箒
を
持
参
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。
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〔
引
用
⑬
〕

〜
こ
れ
、
筆
と
い
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
硬
い
で
す
よ
。
こ
れ

で
書
く
と
な
る
と
、
書
く
な
ん
て
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
い
ま
の

琴
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
た
た
き
つ
け
て
、
ひ
っ
こ
す
っ
て
と
い
う
わ
け

な
ん
で
す
。
け
っ
し
て
書
い
た
と
い
う
感
じ
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
た
た
き

つ
け
て
、
ひ
っ
こ
す
っ
た
わ
け
で
す（

31
）。

「
い
ま
の
琴
」
と
は
、
こ
の
ス
ピ
ー
チ
の
前
に
初
演
さ
れ
た
、
展
示
中
の

「
鷹
」
の
一
字
書
六
点
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
一
柳
慧
が
作
曲
し

た
十
七
絃
箏
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
チ
ェ
ロ
の
た
め
の
《
邂
逅
�EN
CO
U
N
T
ER》

（
十
七
絃
箏
：
沢
井
一
恵
、
Vn
：
小
林
健
次
、
Vc
：
工
藤
昭
義
）
の
最
後
で
、

箏
が
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、
有
一
は
そ
れ
か
ら
逆
に
「
仕

事
上
の
示
唆
」
を
受
け
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

〔
引
用
⑭
〕

〜
最
後
の
と
こ
ろ
の
琴
を
ひ
っ
ぱ
た
く
あ
た
り
、
バ
カ
バ
カ
と
あ
れ
で
は

琴
の
糸
が
切
れ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
切
れ
た
っ
て
、

何
だ
っ
て
、
か
ま
う
こ
と
は
な
い
と
女
の
人
が
ひ
っ
ぱ
た
く
わ
け
で
す

ね
。
ち
ょ
っ
と
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
て
、
私
も
あ
あ
い
う
よ
う
に

…
…
。
あ
あ
い
う
よ
う
に
と
い
う
と
お
か
し
い
ん
で
す
が
、
や
っ
た
ら
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
結

局
、
ガ
タ
ガ
タ
、
ガ
タ
ッ
と
い
う
と
こ
ろ
…
…
。
私
の
作
品
も
少
し
か
た

ま
っ
て
き
た
、
様
式
が
出
来
か
か
っ
て
き
た
、
そ
れ
を
ガ
タ
ガ
タ
、
ガ
タ

ッ
と
く
ず
し
て
い
く
と
い
う
か
、
大
き
な
柱
が
ガ
タ
ガ
タ
、
ガ
タ
ガ
タ
と

…
…
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
お
前
も
な
れ
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
よ
し

っ
、
お
れ
も
ぶ
っ
こ
わ
し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
に
な
る
よ
う
な
感
じ
で

し
た（

32
）。

前
掲
・
石
川
九
楊
か
ら
の
引
用
④
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、「
書か

く
」
こ
と
は

「
搔か

く
」
こ
と
に
通
ず
る
。
引
用
⑭
の
文
言
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
の
は
、
有
一

が
常
に
打
撃
音
や
摩
擦
音
と
い
っ
た
「
振
動
」
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
し

て
そ
れ
は
往
々
に
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。

井
上
有
一
が
世
界
的
に
評
価
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
エ
ナ

メ
ル
・
非
文
字
書
を
離
れ
て
墨
・
文
字
書
へ
回
帰
し
た
様
式
、
す
な
わ
ち
第
四

回
サ
ン
パ
ウ
ロ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
展
（
一
九
五
七
年
）
へ
の
日
本
代
表
と
し
て

の
出
品
（《
不
思
議
Ｂ
》《
無
我
Ａ
》《
愚
徹
Ｃ
》
の
三
点
）
で
あ
る
が
、
様
式

が
変
わ
っ
て
も
、
摩
擦
と
音
が
横
溢
し
た
そ
の
制
作
の
ス
タ
イ
ル
は
変
わ
ら
な

い
。
書
く
文
字
を
選
ぶ
際
は
「
文
字
の
も
つ
意
味
と
形
と
そ
し
て
音
の
三
つ
の

要
素
」
に
よ
っ
て
選
ぶ
と
す
る
有
一
は
、
出
品
作
の
制
作
過
程
に
つ
い
て
の
エ

ッ
セ
イ（

33
）（

一
九
五
七
年
）
で
、
初
め
て
「
愚
徹
」
を
書
い
た
一
九
五
六
年
一
二

月
九
日
の
制
作
の
様
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

〔
引
用
⑮
〕

〜
紙
と
墨
の
準
備
が
出
来
る
と
、
上
衣
を
脱
い
で
両
足
を
踏
み
な
ら
し
両

腕
を
空
間
い
っ
ぱ
い
に
動
か
し
て
、
グ
ワ
ー
ッ
と
気
合
を
か
け
た
。
そ
れ

か
ら
「
グ
テ
ツ
」
と
何
回
か
怒
鳴
っ
た
。
紙
の
上
へ
ず
か
ず
か
と
の
り
筆

を
と
っ
た
。「
グ
テ
ツ
、
グ
テ
ツ
」
と
怒
鳴
り
な
が
ら
、
筆
を
叩
き
つ
け

て
い
っ
た
。
い
つ
の
ま
に
か
筆
は
両
手
で
握
ら
れ
て
い
た
。
約
三
十
秒
、

書
き
終
る
と
心
靈
が
激
し
く
鼓
動
し
て
呼
吸
が
ハ
ア
ハ
ア
し
て
い
る
。
一

〇
〇
メ
ー
ト
ル
駆
け
た
く
ら
い
の
状
態
で
あ
る
。
口
が
か
ら
か
ら
に
渇
い

て
し
ま
っ
た
。

そ
の
出
来
に
満
足
せ
ず
翌
日
も
翌
々
日
も
「
愚
徹
」
を
書
い
た
有
一
は
、
一

二
日
は
休
ん
で
、
ま
た
一
三
日
の
晩
に
今
度
は
「
瓦
礫
」
を
書
く
が
、
そ
の
際

も
有
一
は
「
や
っ
ぱ
り
「
ガ
レ
キ
、
ガ
レ
キ
」
と
怒
鳴
っ
て
や
っ
た
」。
そ
の
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怒
鳴
り
声
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
は
、
隣
家
、
と
い
っ
て
も
裏
山
の
上
に
あ

り
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
家
に
住
ん
で
い
る
老
婆
が
友
人
で
あ
る
有
一

の
老
母
に
「
ど
う
も
近
頃
毎
晩
八
時
頃
に
な
る
と
、
ヘ
ン
な
音
が
し
て
薄
気
味

わ
る
い
か
ら
、
東
京
の
家
の
方
へ
行
っ
て
し
ま
お
う
か
と
思
っ
て
い
る
」
と
い

う
話
を
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る（

34
）。

結
局
、
紙
も
最
後
の
一
枚
と
な
り
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
余
裕
が
な
く

な
っ
て
き
た
有
一
は
、
最
終
的
に
、「
両
足
を
踏
み
な
ら
し
両
腕
を
空
間
い
っ

ぱ
い
に
動
か
」
す
「
例
の
準
備
運
動
」
も
せ
ず
、
グ
テ
ツ
と
怒
鳴
り
も
し
な
い

で
「
ズ
ケ
ズ
ケ
と
書
」
く
と
、「
筆
は
行
く
だ
け
行
き
、
押
す
だ
け
押
し
た
よ

う
に
も
思
え
」、
出
来
た
の
が
、
の
ち
に
美
術
評
論
家
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド

『
近
代
絵
画
史
�

』（
一
九
五
九
年
、

邦
訳
一
九
六
二
年
）
に
も
日
本
人
作
品
と
し
て
唯
一
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど
注
目
を

浴
び
る
こ
と
に
な
る
《
愚
徹
Ｃ
》（
練
墨
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
五
六
〇
〇
九
、
一

九
五
六
年
、
一
八
七
×
一
七
六
㎝
、
国
立
国
際
美
術
館
蔵
）
で
あ
る
。
グ
ワ
ー

ッ
と
気
合
を
か
け
た
り
怒
鳴
っ
た
り
し
な
く
な
っ
た
ら
納
得
の
作
品
が
出
来
た

と
い
う
の
が
皮
肉
で
は
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
有
一
が
、
単
に
書
く
対
象
を
選

択
す
る
時
だ
け
で
な
く
、
制
作
時
で
も
音
の
要
素
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
言

を
俟
た
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
点
は
、
書
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
石
川
九
楊
は
、
引
用
⑪
の
有
一
の
「
詩
」
を
ふ
ま
え
、
そ
の
表
現
主
義

的
抽
象
の
書
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

〔
引
用
⑯
〕

井
上
有
一
の
書
い
た
書
の
質
は
、「
ぐ
わ
あ
ー
っ
」
と
い
う
擬
態
語
、

「
ブ
チ
ま
け
る
」「
や
っ
つ
け
る
」
と
い
う
行
為
語
が
そ
の
書
の
表
現
の
姿

を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
井
上
ら
は
文
字
通
り
「
ぐ
わ
あ
ー
っ
」
と
い
う
ス
ト

ロ
ー
ク
の
書
を
書
い
た
。
そ
し
て
こ
の
「
ぐ
わ
あ
ー
っ
」
の
ス
ト
ロ
ー
ク

は
、
伝
統
的
な
書
の
筆
蝕
の
よ
う
に
緻
密
、
複
雑
で
は
な
い
か
ら
、
タ
ピ

A
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エ
ス
ら
に
容
易
に
ま
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
部
の
戦
後
前
衛
書
は
、
書
が
備
え
て
い
る
筆
蝕
上
の
一

部
の
特
質
─
─
こ
こ
で
は
速
度
と
圧
し
つ
け
た
筆
の
即
物
的
筆
触
感
─
─

を
拡
大
、
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
純
な
力
動
感
を
強
調
し
た
書
に

す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
単
純
さ
ゆ
え
に
、
門
外
漢
や
若
者
、
外
国
人

は
こ
の
「
力
動
感
」
を
書
の
価
値
と
し
て
安
易
に
受
け
止
め
、
書
の
価
値

を
見
間
違
え
た
の
で
あ
る（

35
）。

こ
こ
で
石
川
は
、「『
ぐ
わ
あ
ー
っ
』
と
い
う
擬
態
語
」
に
言
及
し
て
は
い
る

も
の
の
、「
速
度
と
圧
し
つ
け
た
筆
の
即
物
的
筆
触
感
」
に
付
随
す
る
振
動
の

感
受
と
い
う
、
井
上
の
制
作
上
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー

を
見
落
と
し
て
い
る
。

石
川
が
有
一
の
書
を
真
似
た
と
し
て
名
前
を
挙
げ
た
「
タ
ピ
エ
ス
ら
」
と

は
、
リ
ー
ド
も
前
掲
書
で
言
及
す
る
抽
象
表
現
主
義
の
画
家
た
ち
の
こ
と
を

指
す
。
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
芸
術
家
の
独
自
性
や
資
質
を
知
る
う
え
で
本
質

的
な
鍵
と
な
る
の
は
、
彼
の
処
理
の
手
際

フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル

あ
る
い
は
手
跡
で
あ
る
」
と
い
う

考
え
は
西
洋
に
も
一
八
七
〇
年
代
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
西
洋
近

代
の
美
術
家
た
ち
も
書
に
似
た
技
法
を
発
見
し
た
と
は
い
え
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・

フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
が
本
格
的
に
西
洋
に
伝
え
た
、
東
洋
の
書
が
有
す
る
美
的
価

値
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
「
芸
術
作
品
一
般
に
お
け
る
抽
象
的
性
質
へ
の
評
価
を

新
た
に
生
み
だ
し
た
ほ
ど
大
き
な
も
の
」
で
あ
る（

36
）。

つ
ま
り
、「
芸
術
運
動
と

し
て
の
抽
象
表
現
主
義
は
、
こ
の
書
的
表
現
主
義
の
延
長
で
あ
り
、
よ
り
高

度
の
洗
練
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
東
洋
の
書
芸芸
術芸
と
密
接
な
関
係
を
も

っ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る（

37
）」

と
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、《
愚
徹
Ｃ
》
の
図

版
は
、
こ
う
し
た
「
東
洋
の
書
芸芸
術芸
」
の
例
と
し
て
唯
一
採
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。

リ
ー
ド
に
は
井
上
有
一
の
書
に
つ
い
て
の
直
接
的
言
及
が
み
ら
れ
な
い
た

め
、
有
一
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
例
外
な
く
、
い
わ
ば
一
種
の
権
威
づ
け
と
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し
て
そ
の
図
版
掲
載
の
事
実
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
実
は
、
リ
ー
ド
が
こ

こ
で
、
一
般
に
「
抽
象
絵
画
の
祖
」
と
さ
れ
る
ヴ
ァ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
の
著
書
『
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
る
も
の
�

』（
一
九
一
一
年
）
か
ら
長
文
の
引

用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
引
用
で
、
カ
ン

デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
抽
象
絵
画
が
「
純
粋
色
と
独
立
し
た
フ
ォ
ル
ム
の
結

合
」
＝
「
完
全
に
自
律
的
な
色
彩
と
フ
ォ
ル
ム
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
を
追
求

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
「
神
経
の
ふ
る
え
」
を
喚
起
す
る
も
の

の
、
魂
や
精
神
の
「
ふ
る
え
vibrations」
は
ほ
と
ん
ど
喚
起
さ
れ
な
い
と
し

て
お
り
、
リ
ー
ド
は
、
そ
れ
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
引
用
⑰
〕

〜
芸
術
に
あ
っ
て
は
、
純
粋
な
構
図
だ
け
で
は
感
覚
に
訴
え
る
の
に
十
分

で
は
な
い
。
芸
術
作
品
は
深
い
層
、
無
意
識
と
よ
ば
れ
る
あ
の
層
に
答
を

よ
び
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
生
じ
る
〈
精
神
の
ふ
る
え
〉

は
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
精
神
的
統
合
作
用
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
個
人
的

な
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
原
型
的
地
模
様

ア
ー
キ
タ
イ
パ
ル
・
パ
タ
ー
ン

、
つ
ま
り
人
類
が

そ
の
運
命
の
解
釈
を
そ
こ
に
投
影
し
よ
う
と
す
る
地
模
様
の
形
を
と
る
場

合
に
は
、
お
そ
ら
く
超
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う（

38
）。

つ
ま
り
、
抽
象
絵
画
と
い
え
ど
も
、
前
掲
ア
ラ
ン
が
言
う
よ
う
に
「
肉
体
の

性
質
か
ら
離
れ
た
抽
象
的
思
考
」
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
そ
こ
に
は
〈
精
神

の
ふ
る
え
〉
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
具
現
化
の
一
例
が
《
愚
徹
Ｃ
》

で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
「
ふ
る
え
」
は
ど
の
よ
う
に
起
こ
さ
れ
る
の

か
。
そ
の
「
本
質
的
な
鍵
」
は
「
処
理
の
手
際

フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル

あ
る
い
は
手
跡
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
論
述
に
沿
え
ば
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
ア
ラ

ン
の
言
う
「
動
物
的
な
う
ね
り
」、
す
な
わ
ち
筆
触
と
発
語
に
よ
る
摩
擦
＝
振

動
が
喚
起
す
る
、
精
神
や
感
情
へ
の
影
響
に
収
斂
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ü
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す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
井
上
有
一
の
場
合
、
す
で
に
制
作
初
期
か
ら
こ

の
ポ
イ
ン
ト
は
当
然
の
よ
う
に
具
現
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
ス
タ
イ

ル
は
、
最
晩
年
の
「
言
葉
書
」
で
最
も
明
瞭
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
節

で
は
、
そ
の
特
徴
を
詳
し
く
考
察
す
る
。

三
「
言
葉
書
」
と
オ
ノ
マ
ト
ペ

前
節
冒
頭
で
紹
介
し
た
、
井
上
有
一
が
ブ
ツ
ブ
ツ
と
い
う
よ
り
も
大
き
な
声

で
言
葉
を
吐
き
な
が
ら
コ
ン
テ
で
一
気
に
書
き
（
叩
き
）
つ
け
て
い
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る
「
言
葉
書
」
で
あ
る
。「
一
字
書
」
な
ど
文
字
墨
書
へ
の
回
帰
後
の

一
九
七
八
年
、
ボ
ン
ド
墨
・
和
紙
で
書
か
れ
た
《
東
京
大
空
襲
年
》
シ
リ
ー
ズ

や
《
噫
横
川
國
民
学
校
》、《
利
潤
拡
大
》
な
ど
「
多
文
字
書
」
と
言
わ
れ
る
様

式
が
あ
る
が
、
一
字
書
《
貧
》（
墨
・
襖
、
Ｃ
Ｒ
№
五
四
〇
一
一
、
一
九
五
四

年
）
が
抽
象
表
現
に
先
駆
け
て
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
多
字
書
」
も
最
初

期
の
《
自
我
偈
》（
一
九
四
九
年
）
や
《
宮
沢
賢
治
詩
�五
輪
峠
》（
一
九
五
一

年
）
ま
で
遡
り
う
る
。

有
一
の
「
言
葉
書
」
が
始
ま
る
の
は
一
九
八
三
年
八
月
二
六
日
に
西
脇
順
三

郎
の
序
詩
《
花
》
を
鉛
筆
で
書
い
て
か
ら
だ
が
、
引
用
⑩
の
エ
ッ
セ
イ
に
「
草

野
心
平
の
蛙
の
声
は
ブ
ツ
ブ
ツ
い
う
の
に
一
番
い
い
。
宮
沢
賢
治
の
雨
ニ
モ
マ

ケ
ズ
は
も
と
も
と
独
り
言
だ
。」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、「
言
葉
書
」
に
は
、
草
野

心
平
や
宮
澤
賢
治
の
作
品
に
取
材
し
た
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
カ
タ
ロ

グ
・
レ
ゾ
ネ
に
よ
れ
ば（

39
）、

一
九
八
四
年
に
は
、《
宮
沢
賢
治
詩
�雨
ニ
モ
マ
ケ

ズ
》
九
点
（
コ
ン
テ
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
三
〇
五
四
〜
八
三
〇
六
二
）、《
草
野

心
平
詩
�蛙
誕
生
祭
》
一
六
点
（
鉛
筆
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
三
〇
六
三
〜
八
三

〇
七
八
）、《
宮
沢
賢
治
童
話
�よ
だ
か
の
星
》
一
四
点
（
コ
ン
テ
・
和
紙
、
Ｃ

Ｒ
№
八
四
〇
三
二
〜
八
四
〇
四
五
）、《
宮
沢
賢
治
童
話
�虔
十
公
園
林
》
五
点

（
コ
ン
テ
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
四
〇
五
〇
〜
八
四
〇
五
四
）、《
宮
沢
賢
治
童
話
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祭
り
の
晩
》
二
点
（
コ
ン
テ
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
四
〇
五
五
〜
八
四
〇
五
六
）、

《
宮
沢
賢
治
童
話
�な
め
と
こ
山
の
熊
》
三
点
（
木
炭
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
四
〇

五
八
〜
八
四
〇
六
〇
）、
翌
一
九
八
五
年
に
は
、
同
じ
く
《
宮
沢
賢
治
童
話
�な

め
と
こ
山
の
熊
》
三
六
点
（
木
炭
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
五
〇
一
四
〜
八
五
〇
四

九
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
制
作
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
井
上
有
一
の
映
像
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
言
葉
書
」
は
オ
ノ
マ
ト
ペ

的
な
単
語
の
反
復
に
向
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、
生

涯
蛙
を
テ
ー
マ
と
し
て
詩
を
書
き
続
け
、
蛙
を
主
題
と
す
る
詩
集
を
四
冊
も
残
し

「
蛙
の
詩
人
」
と
も
称
さ
れ
た
草
野
心
平
の
詩
「
誕
生
祭
」（
一
九
四
八
年
刊
の

『
定
本
蛙
』
所
収
）
の
う
ち
、
蛙
の
鳴
き
声
が
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
表
現

さ
れ
て
い
る
部
分
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
「
言
葉
書
」
し
た
作
品
（
鉛
筆
・
和
紙
、

Ｃ
Ｒ
№
八
三
〇
六
五
、
一
九
八
三
年
、
三
二
×
四
三
㎝
、
個
人
蔵（

40
））

を
取
り
上
げ

て
み
よ
う
。
テ
ク
ス
ト
は
原
詩
の
ま
ま
で
は
な
い
（
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
の

「
つ
」
は
全
て
促
音
）。

〔
引
用
⑱
〕
※
巻
末
一
〇
七
頁
【
図
版
Ａ
】
参
照
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が
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ぐ
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ぐ
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る
る
つ
　
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い

ぐ
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ぐ
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い

こ
う
し
た
《
蛙
誕
生
祭
》
の
ひ
ら
が
な
の
ブ
ロ
ッ
ク
配
置
に
つ
い
て
、
原
詩

に
あ
る
余
白
取
り
の
視
覚
的
効
果
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
し
「
暗
闇
か
ら
這
い
の

ぼ
る
無
数
の
蛙
の
声
が
集
合
し
た
騒
然
た
る
印
象
を
、
よ
り
個
性
的
な
か
た
ち

で
高
め
上
げ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
美
術
評
論
家
・
栗
本
高
行（

41
）は

、
そ
の
聴
覚

的
な
効
果
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
テ
書
の
特
色
が
、
発
語

さ
れ
た
言
葉
が
そ
の
ま
ま
形
に
な
っ
て
紙
面
に
定
着
さ
れ
る
点
に
あ
る
が
ゆ
え

に
、
有
一
の
よ
う
に
「
瞬
間
ご
と
に
ぱ
っ
と
閃
い
て
は
散
る
心
の
呟
き
を
定
着

す
る
」
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
音
節
文
字
の
漢
字
よ
り
も
音
素
文
字
の
ひ

ら
が
な
の
方
が
適
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
井
上
有
一
に
と
っ
て
か
な
文
字
は

「
理
性
以
前
の
心
的
現
象
の
受
け
皿
」
と
し
て
措
定
さ
れ
、
そ
の
言
葉
書
に
は
、

「
文
字
を
言
語
に
よ
る
思
考
と
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、「
文
字
＝
意
味
を
排

し
た
音
」
と
い
う
等
式
を
日
本
書
の
領
域
に
う
ち
立
て
る
役
割
」
が
見
出
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
独
特
の
粘
り
に
よ
っ
て
線
を
持
続
さ
せ
る
墨
滴
」
よ

り
も
、「
ざ
ら
ざ
ら
と
し
て
小
さ
い
粒
子
の
」
コ
ン
テ
の
方
が
、
媒
材
と
し
て

は
ふ
さ
わ
し
く
、
理
に
適
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

栗
本
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
後
の
前
衛
書
家
た
ち
が
現
代
の
日
本
語
を
対

象
に
す
る
際
テ
ク
ス
ト
に
よ
く
取
り
上
げ
た
の
が
、
こ
う
し
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

横
溢
す
る
詩
で
あ
り
、
な
か
で
も
「
誕
生
祭
」
に
代
表
さ
れ
る
草
野
心
平
の
蛙

の
詩
は
人
気
の
題
材
で
あ
っ
た
。
栗
本
が
井
上
有
一
と
の
比
較
の
た
め
に
提
出
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す
る
の
は
、
大
澤
雅
休
の
《
か
へ
る
の
う
た
─
─
草
野
心
平
の
詩
》（
一
九
五

一
年
）
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
の
そ
の
書
稿
で
は
、
雅
休
は
、
有
一
の
《
蛙
誕

生
祭
》
と
同
様
、
段
落
の
ま
と
ま
り
を
意
識
し
つ
つ
原
詩
の
テ
ク
ス
ト
を
書
い

て
い
る
。
大
澤
は
最
終
的
に
、
原
詩
の
最
後
に
あ
る
「
ぎ
や
わ
ろ
っ
ぎ
や
わ
ろ

っ
ぎ
や
わ
ろ
ろ
ろ
ろ
り
っ
」
の
一
行
（
原
詩
で
は
促
音
は
カ
タ
カ
ナ
）
が
延
々

と
二
〜
三
回
繰
り
返
さ
れ
る
部
分
だ
け
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
オ
ノ
マ
ト

ペ
だ
け
を
縦
書
き
で
反
復
し
て
い
る
が
、
行
間
が
ほ
と
ん
ど
な
く
濃
墨
の
に
じ

み
が
い
わ
ば
眩
暈
の
よ
う
な
カ
ー
テ
ン
効
果
を
醸
し
出
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

文
字
自
体
は
判
読
が
難
し
い
。「
や
」「
わ
」「
ろ
」「
っ
」
の
各
字
の
一
部
を
な

す
半
円
が
反
復
的
に
堆
積
さ
れ
て
い
る
様
に
つ
い
て
、
栗
本
は
、
あ
た
か
も

「
蛙
の
卵
が
水
中
に
列
を
な
し
て
連
な
っ
て
い
る
映
像
を
い
か
に
し
て
文
字
の

書
き
ぶ
り
の
内
に
連
想
さ
せ
る
か（

42
）」

と
い
う
絵
画
的
効
果
、
換
言
す
れ
ば
「
意

味
や
音
の
響
き
を
視
覚
性
に
お
い
て
宙
吊
り
に
す
る（

43
）」

と
い
う
趣
向
を
指
摘

す
る
。

ま
た
、
栗
本
は
、
大
澤
雅
休
の
弟
・
大
澤
竹
胎
の
問
題
作
《
蛙
の
合
唱
》

（
制
作
年
不
詳
）
に
も
言
及
す
る
。
こ
の
書
は
板
に
彫
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
も
は
や
文
字
も
「
ろ
」「
る
」
と
い
っ
た
文
字
が
反
復
さ
れ
る
だ
け
だ
が
、

そ
れ
ら
の
文
字
も
蛙
の
姿
の
線
に
見
立
て
ら
れ
、
情
景
描
写
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
ス
タ
イ
ル
的
に
は
、
竹
胎
の
書
は
ま
さ
に
（「
éperon」
に

よ
っ
て
）
彫
ら
れ
て
い
る
た
め
、
有
一
の
書
と
の
共
通
点
も
多
い
。
ち
な
み

に
、
井
上
有
一
が
一
九
五
〇
年
一
月
に
《
自
我
偈
》
を
第
三
回
書
道
芸
術
院
展

に
出
展
し
評
判
と
な
っ
た
際
、
当
時
す
で
に
前
衛
書
家
と
し
て
名
の
知
れ
て
い

た
大
澤
兄
弟
は
こ
れ
を
高
く
評
価
し
た
と
い
う（

44
）。

こ
う
し
た
大
澤
兄
弟
の
書
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
表
記
の
雑
然
性
に
つ
い

て
、
栗
本
は
「
優
雅
さ
を
か
な
り
離
れ
た
危
な
っ
か
し
い
手
つ
き
で
書
か
れ

（
彫
ら
れ
）
て
お
り
、
表
現
の
面
か
ら
見
て
も
、
蛙
の
啼
き
声
が
自
然
界
か
ら

響
い
て
く
る
季
節
の
情
緒
あ
ふ
れ
る
音
色
と
い
う
よ
り
も
、
単
な
る
騒
音
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象（

45
）」

を
指
摘
す
る
。「
騒
音
」
は
た
し
か

に
、
栗
本
が
有
一
の
言
葉
書
に
見
出
し
た
「「
文
字
＝
意
味
を
排
し
た
音
」
と

い
う
等
式
」
の
宣
言
と
も
通
底
す
る
。
井
上
有
一
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
美
術
評
論
家
・
海
上
雅
臣
も
、
有
一
の
《
蛙
誕
生
祭
》
中

の
「
声
の
羅
列
の
平
仮
名
」
に
に
つ
い
て
、「
口
ず
さ
み
な
が
ら
書
い
た
で
あ

ろ
う
同
音
の
羅
列
は
、
現
代
感
覚
の
写
経
と
も
い
え
る
よ
う
だ
」
と
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
の
「
写
経
」
は
「
読
経
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い（

46
）。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
有
一
の
言
葉
書
の
特
徴
で
あ
る
「
ブ
ツ
ブ
ツ
」
言
い
な

が
ら
「
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
」
書
き
つ
け
る
（「
ざ
ら
ざ
ら
」
と
し
た
摩
擦
を
感
じ

な
が
ら
書
き
つ
け
る
）
と
い
う
感
覚
が
、
な
ぜ
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
っ
て
立
ち
上

る
「
理
性
以
前
の
心
的
現
象
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

参
考
に
な
る
の
は
、
実
は
、
前
出
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
『
芸
術
に
お
け
る
精

神
的
な
る
も
の
』
中
の
言
説
で
あ
る
。
彼
は
同
時
代
の
詩
人
モ
ー
リ
ス
・
メ
ー

テ
ル
リ
ン
ク
の
名
を
挙
げ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
書
く
。

〔
引
用
⑲
〕

言蝕
葉蝕
は蝕
内蝕
面蝕
の蝕
響蝕
き蝕
で蝕
あ蝕
る蝕
。
〜
（
中
略
）
〜
一
つ
の
言
葉
を
（
詩
的
感蝕

情蝕
に
し
た
が
っ
て
）
巧
み
に
用
い
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
言
葉
を
二
度
三

度
、
な
い
し
は
そ
れ
以
上
前
後
数
度
に
わ
た
っ
て
、
内蝕
的蝕
必
然
性
に
し
た
が

っ
て
繰
り
返
す
と
、
た
だ
そ
の
内
面
の
響
き
を
め
ざ
ま
す
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
、
そ
の
言
葉
の
も
つ
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
別
の
精
神
的
特
性
を
顕
し

て
く
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。
な
お
ま
た
言
葉
を
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
ば
あ
い

（
こ
れ
は
子
供
が
好
む
遊
戯
で
あ
る
が
、
年
を
と
る
に
つ
れ
て
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
う
）、
最
後
に
は
、
言
葉
は
名
称
と
い
う
そ
の
外
面
の
意
味
を
失
っ
て

し
ま
う
。
同
様
に
、
指
示
さ
れ
た
対
象
の
抽
象
化
し
た
意
味
さ
え
も
忘
れ
ら

れ
、
そ
の
言
葉
の
純
粋
な
響蝕
き蝕
の
み
が
後
に
残
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
純

粋
な
」
響
き
が
、
現
実
の
対
象
、
な
い
し
後
に
抽
象
化
さ
れ
た
対
象
と
、
共

鳴
し
て
い
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
大
抵
無
意
識
的
に
聞
く
の
で
あ
る
。
殊
に
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こ
の
後
の
場
合
に
は
、
純
粋
な
響
き
が
い
ち
じ
る
し
く
表
面
に
現
わ
れ
て
き

て
、
魂
に
直
接
の
印
象
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
魂
は
対
象
の
な
い
振
動
を

起
す
に
至
る
が
、
そ
れ
は
、
鐘
や
弦
の
響
き
、
厚
板
が
倒
れ
た
音
な
ど
に
よ

っ
て
起
る
魂
の
反
響
に
く
ら
べ
れ
ば
、
も
っ
と
複
雑
な
「
超
感
覚
的
」
と
で

も
い
い
た
い
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
未
来
の
文
学
が
考
え
る
べ
き
、

大
き
な
可
能
性
が
開
け
て
い
る

（
47
）。

つ
ま
り
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
有
一
の

映
像
に
あ
っ
た
、
発
語
を
伴
う
「
グ
テ
ツ
」
を
ひ
た
す
ら
反
復
す
る
言
葉
書

（
作
品
と
し
て
は
、《
グ
テ
ツ
》、
コ
ン
テ
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
四
〇
五
七
、
三

四
×
五
六
㎝
、
一
九
八
四
年
）
に
お
い
て
は
、
も
は
や
「
愚
徹
」
と
い
う
漢
字

の
意
味
と
は
別
次
元
の
「
精
神
的
特
性
」
が
純
粋
な
「
内
面
の
響
き
」
と
な
っ

て
顕
現
し
、
そ
れ
は
も
は
や
「
超
感
覚
的
」、
い
わ
ば
「
理
性
以
前
の
心
的
現

象
」
と
な
っ
て
魂
と
共
鳴
す
る
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
神
智
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り（

48
）、

さ
ら
に
共

感
覚
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
ま
た
音
楽
に
も
非
常
に
造
詣
が
深
か
っ
た
が
ゆ

え
に
、
こ
こ
で
の
「
響
き
」
と
い
っ
た
表
現
は
比
喩
的
に
捉
え
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
「
神
経
の
ふ
る
え
」「
精
神
の
ふ
る
え
」

と
い
う
彼
の
言
葉
に
は
、
実
際
に
言
葉
が
喚
起
す
る
「
ふ
る
え
」
＝
振
動
＝

「
響
き
」
に
よ
っ
て
身
体
が
共
振
す
る
と
い
う
感
覚
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で

あ
る
し
、「
ふ
る
え
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
て
、
そ
の
感
覚
は
魂
の
「
対
象
の

な
い
振
動
」
へ
と
昇
華
さ
れ
う
る
。
換
言
す
れ
ば
、
言
葉
の
直
接
的
意
味
と
内

的
意
味
と
を
架
橋
す
る
の
は
「
振
動
」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
が
、
子
ど
も
の
遊
戯
と
し
て
の
言
葉
反
復
の
例
を
出
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
が
残
し
た
言
葉
遊
び
的
な
詩
を

見
て
み
よ
う
。

〔
引
用
⑳
〕

こ
こ
で
は
、「
長
い
机
に
た
く
さ
ん
の
人
が
座
っ
た
」
と
い
う
文
意
を
知
っ

て
も
そ
れ
こ
そ
無
意
味
で
あ
り
、
単
純
に
畳
み
か
け
ら
れ
る
「
ラ
ン
ガ
ー
」

「
ラ
ン
ゲ
」「
ラ
ン
ゲ
ン
」
や
「
フ
ィ
ー
レ
」
と
い
う
形
容
詞
だ
け
で
な
く
、

「
テ
ィ
ッ
シ
ュ
」（
複
数
形
「
テ
ィ
ッ
シ
ェ
」）、「
メ
ン
シ
ェ
ン
」
と
い
う
摩
擦

音
を
含
む
名
詞
が
、
同
じ
く
摩
擦
音
を
含
む
「
ザ
ッ
セ
ン
」
と
い
う
動
詞
で
結

ば
れ
る
な
ど
、
発
語
さ
れ
た
音
＝
振
動
を
意
識
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
筆
記
の
要
素
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
す

で
に
東
田
直
樹
の
例
で
み
た
よ
う
に
、
声
を
出
す
こ
と
自
体
が
声
帯
を
振
動
さ

せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
媒
介
機
能
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
幼

い
子
ど
も
が
文
字
を
筆
記
す
る
場
合
、（
有
一
や
東
田
の
よ
う
に
）
文
字
を
読

み
上
げ
つ
つ
書
く
こ
と
、
そ
し
て
反
復
の
際
に
書
き
間
違
え
る
こ
と
は
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
吉
本
隆
明
は
、
一
八
〜
一
九
歳
の
頃
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
完

全
に
暗
唱
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
や
っ
て
み
る
と
ど
こ
か
間
違
え

て
し
ま
う
と
い
う
経
験
を
ふ
ま
え
、
そ
の
理
由
を
「
あ
の
一
種
の
反
復
性
」
に

見
出
し
て
い
る（

50
）。

す
な
わ
ち
、
そ
の
反
復
性
の
軸
に
な
る
も
の
が
ど
っ
ち
が
先

だ
っ
た
か
暗
唱
し
て
い
る
う
ち
に
わ
か
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
蛙
の
啼
き
声
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
反
復
で
埋

め
尽
く
さ
れ
た
前
出
《
蛙
誕
生
祭
》
で
は
よ
り
露
わ
に
な
る
。
有
一
の
場
合

も
、
前
掲
の
ビ
デ
オ
映
像
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
反
復
性
が
あ
る

と
、
暗
記
し
て
い
た
と
し
て
も
書
き
間
違
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
ブ
ツ
ブ

ツ
言
い
な
が
ら
一
気
に
書
き
つ
け
、
言
い
間
違
え
た
際
に
有
一
は
、
最
初
か
ら

T
isch.�—

Es�w
ar�ein�langer�T

isch.�O
h,�ein�langer,�langer

T
isch.�Rechts�und�links�von�diesem
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ische�sassen�viele,�viele,
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enschen�—
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lange,�lange�sassen�an�diesem
�langen,�langen�T

ische�M
enschen.

（
49
）
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新
し
く
仕
切
り
直
し
す
る
の
で
は
な
く
、
当
然
の
よ
う
に
間
違
え
た
部
分
を

（
言
い
直
し
な
が
ら
）
塗
抹
し
、
書
き
続
け
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
塗
抹
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ツ
ブ
ツ
言
う
行
為
を
作
品
に
定
位
す
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
次
節
で
は
、
前
掲
・
引
用
⑩
で
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ

は
も
と
も
と
独
り
言
だ
」
と
言
及
さ
れ
た
宮
澤
賢
治
作
品
と
、
井
上
有
一
の
書

の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
塗
抹
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

四
　
井
上
有
一
と
宮
澤
賢
治
作
品

井
上
有
一
が
四
十
二
年
間
（
一
九
三
五
〜
一
九
七
六
年
）、
定
年
に
な
る
ま

で
小
中
学
校
の
教
員
を
勤
め
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

51
）。

そ
の
国
語
の
授

業
、
特
に
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
つ
い
て
の
授
業
風
景
に
つ
い
て
、
当
時
の
教

え
子
の
回
想
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
一
人
・
渡
辺
雅
子
は
、
夏
目
漱
石
『
坊
っ

ち
ゃ
ん
』
を
朗
読
す
る
有
一
が
「
ま
る
で
ラ
ジ
オ
の
声
優
の
よ
う
に
読
み
、
聞

い
て
い
る
方
に
は
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
と
さ
せ
」、「
そ
の
後
、
宮
沢
賢
治
の
詩

「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
を
読
ん
で
く
れ
た
と
き
、
先
生
の
、
宮
沢
賢
治
に
対
す
る

深
い
理
解
と
熱
い
情
熱
を
感
じ
た
」
と
述
べ
、
ま
た
別
の
教
え
子
・
石
井
和
子

は
、「
宮
沢
賢
治
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
、
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
黒
板

の
端
か
ら
端
ま
で
使
っ
て
書
か
れ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
詩
が
い
い
し
字

も
い
い
、
先
生
が
読
ま
れ
る
声
も
い
い
。
あ
あ
、
あ
の
黒
板
を
持
っ
て
帰
り
た

い
、
と
思
い
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る（

52
）。

実
際
、
渡
辺
が
師
に
感
じ
た
「
宮
沢
賢
治
に
対
す
る
深
い
理
解
と
熱
い
情

熱
」
は
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
有
一
は
、
生
活
文
化
社
か
ら
一
九
六
七
年
に

限
定
一
三
〇
〇
部
複
製
刊
行
さ
れ
た
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
を
花
巻
の
宮
澤

賢
治
記
念
館
で
購
入
以
後
、
そ
れ
を
お
守
り
の
よ
う
に
常
に
服
の
内
ポ
ケ
ッ
ト

に
入
れ
て
大
切
に
携
帯
し
て
お
り
、
校
長
職
に
推
挙
さ
れ
教
育
委
員
面
接
を
受

け
た
時
、
ご
趣
味
は
？
と
問
わ
れ
て
、
そ
の
手
帳
を
内
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
取
り
出

し
、
何
も
言
わ
ず
に
、
こ
れ
で
す
と
言
っ
て
差
し
出
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
残
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る（

53
）。

前
掲
の
よ
う
に
最
晩
年
に
有
一
は
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
コ
ン
テ
で
書
い
て

い
る
が
、
す
で
に
初
期
の
一
九
五
一
年
に
《
宮
沢
賢
治
詩
�雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
》

六
点
（
墨
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
五
一
〇
〇
九
〜
五
一
〇
一
四
）
と
《
宮
沢
賢
治
詩

デ
ク
ノ
ボ
ウ
》
一
点
（
墨
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
五
一
〇
一
五
）、
一
九
六
〇
年
に

《
宮
沢
賢
治
詩
�雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
》
二
点
（
板
・
墨
下
塗
り
・
油
絵
具
白
上
塗

り
・
釘
掻
、
Ｃ
Ｒ
№
六
〇
〇
五
一
〜
六
〇
〇
五
二
）、
一
九
七
六
年
に
《
宮
沢

賢
治
詩
�デ
ク
ノ
ボ
ウ
》
一
点
（
墨
・
唐
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
七
六
〇
九
五
）
を
制
作

し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ほ
か
に
も
賢
治
作
品
に
取
材
し
た
作
品
と
し
て
、
一

九
五
一
年
の
《
宮
沢
賢
治
詩
�五
輪
峠
》
一
点
（
墨
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
五
一
〇

〇
三
）
及
び
一
九
五
三
年
の
《
宮
沢
賢
治
童
話
�虔
十
公
園
林
》
一
点
（
墨
・

和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
五
三
〇
一
五
）、
一
九
五
九
年
の
《
宮
沢
賢
治
詩
�よ
く
は
な

く
》《
宮
沢
賢
治
詩
�慾
ハ
ナ
ク
》
各
一
点
（
墨
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
五
九
〇
四
三

〜
五
九
〇
四
四
）、
一
九
六
〇
年
の
《
宮
沢
賢
治
童
話
�な
め
と
こ
や
ま
の
く

ま
》
一
点
（
木
炭
・
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
六
〇
〇
六
〇
）、
一
九
六
五
年
の
《
虔
十
》

二
点
（
ボ
ン
ド
墨
・
銀
地
、
Ｃ
Ｒ
№
六
五
〇
四
三
〜
六
五
〇
四
四
）
お
よ
び

《
虔
十
林
》
二
点
（
ボ
ン
ド
墨
・
銀
地
、
Ｃ
Ｒ
№
六
五
〇
五
六
〜
六
五
〇
五

七
）、
一
九
八
五
年
の
《
宮
沢
賢
治
童
話
　
虔
十
公
園
林
》
一
点
（
リ
ト
グ
ラ

フ
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
五
〇
一
一
）
と
同
じ
く
《
宮
沢
賢
治
童
話
　
虔
十
公
園

林
》
二
点
（
エ
ッ
チ
ン
グ
、
Ｃ
Ｒ
№
八
五
〇
一
二
〜
八
五
〇
一
三
）
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。

さ
て
、
有
一
が
自
分
の
作
歴
を
回
顧
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
、
一
九
五
一
年
に
開

催
さ
れ
た
第
二
回
「
書
の
美
」
展
へ
の
《
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
》
出
品
と
、
そ
れ
を

踏
み
台
に
し
て
書
か
れ
第
三
回
毎
日
展
に
出
品
さ
れ
た
《
デ
ク
ノ
ボ
ウ
》
に
つ

い
て
、
最
初
期
（
一
九
四
九
年
）
の
作
品
「「
自
我
偈
」
の
発
展
と
考
え
ら
れ

る
も
の
」
で
あ
り
、「
そ
の
文
章
内
容
の
上
か
ら
は
、
当
時
の
ぼ
く
の
人
生
観

の
中
心
を
な
し
て
い
た
法
華
経
と
宮
沢
賢
治
を
、
一
作
の
中
に
組
み
立
て
た
」



Artes Liberales89 No.�100,�2017

「
当
時
の
ぼ
く
に
と
っ
て
、
種
々
の
意
味
に
お
い
て
代
表
的
な
作
」
で
あ
る
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
最
晩
年
の
言
葉
書
を
理
解
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ

る（
54
）。

つ
ま
り
「
宮
沢
賢
治
に
対
す
る
深
い
理
解
と
熱
い
情
熱
」
の
淵
源
の
一
つ

は
、
賢
治
と
有
一
の
共
通
点
で
あ
る
法
華
信
仰
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
か
ら
だ
。

（
一
）
法
華
経
読
誦
と
オ
ノ
マ
ト
ペ

一
九
七
〇
年
に
出
会
っ
て
以
来
、
有
一
と
変
わ
ら
ぬ
親
交
を
重
ね
た
海
上
雅

臣
は
、
一
九
八
五
年
六
月
一
五
日
に
肝
硬
変
で
有
一
が
病
院
で
息
を
引
き
取
っ

た
直
後
、
遺
体
と
遺
族
と
と
も
に
神
奈
川
県
寒
川
町
の
（「
狼
屋
敷
」
と
有
一

が
呼
ん
だ
）
遺
宅
へ
戻
っ
た
際
、
仕
事
場
の
隅
、
隣
室
の
本
棚
の
間
に
置
か
れ

た
重
々
し
い
金
庫
の
中
に
、
朱
色
の
表
紙
の
『
國
譯
妙
法
蓮
華
経
』（
九
ポ
活

字
二
百
八
十
頁
、
非
売
品
。
一
九
三
四
年
六
月
五
日
発
行
、
印
刷
：
山
口
活
版

所
）
が
た
っ
た
一
冊
だ
け
入
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
た（

55
）。

そ
れ
は
、
臨
終
の
日

と
な
っ
た
一
九
三
三
年
九
月
二
一
日
の
昼
に
喀
血
し
つ
つ
も
唱
題
（
南
無
妙
法

蓮
華
経
の
題
目
を
唱
え
る
こ
と
）
し
て
い
た
賢
治
が
、
父
か
ら
遺
言
す
る
こ
と

は
な
い
か
と
問
わ
れ
、（
方
言
で
）「
国
訳
妙
法
蓮
華
経
を
一
千
部
お
つ
く
り
下

さ
い
。
表
紙
は
朱
色
、
校
正
は
北
向
氏
、
お
経
の
う
し
ろ
に
は
『
私
の
生
涯
の

仕
事
は
こ
の
経
を
あ
な
た
の
お
手
も
と
に
届
け
、
そ
し
て
其
中
に
あ
る
仏
意
に

触
れ
て
、
あ
な
た
が
無
上
道
に
入
ら
れ
ま
す
こ
と
を
。』
と
い
う
こ
と
を
書
い

て
知
己
の
方
々
に
あ
げ
て
下
さ
い
」
と
遺
言
し
た
こ
と
を
受
け
て
弟
・
宮
澤
清

六
が
出
版
し
た
、
い
わ
ゆ
る
宮
澤
賢
治
の
遺
布
本
で
あ
る（

56
）。

海
上
に
よ
れ
ば（

57
）、

金
銭
的
に
余
裕
の
な
い
井
上
家
に
そ
う
し
た
金
庫
は
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
中
に
入
っ
て
い
た
の
が
こ
の
お
経
一
冊
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
『
國
譯
妙
法
蓮
華
経
』
の
た
め
だ
け
に
こ
の
金
庫
は
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

で
は
、
有
一
は
な
ぜ
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
の
遺
布
本
を
大
切
に
し
た
の

か
。
そ
の
理
由
は
、
賢
治
の
遺
言
が
四
角
に
括
ら
れ
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
最
終

頁
の
余
白
に
有
一
が
記
し
た
「
昭
和
廿
五
年
六
月
鎌
田
慶
三
川
村
一
男
両
氏

の
／
御
盡
力
に
依
り
特
別
の
御
好
意
を
以
て
宮
澤
家
／
の
家
宝
た
る
本
書
を
宮

澤
清
六
氏
よ
り
恵
與
さ
る
」
と
い
う
書
き
込
み
を
読
め
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
有
一
は
、
知
人
を
通
し
て
清
六
に
手
紙
で
「
宮
澤
家
の
家
宝
」
た
る

こ
の
遺
布
本
の
恵
与
を
懇
願
し
た
結
果
、
や
っ
と
一
部
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

た
か
ら
で
あ
っ
た（

58
）。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
書
き
込
み
の
次
頁
の
白
紙
の
頁
に
同
じ

く
有
一
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
自
身
の
「
國
譯
妙
法
蓮
華
経
」
の
全
文
読
誦

記
録
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

〔
引
用
㉑
〕

第
一
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
廿
五
年
六
月
廿
二
日
至
同
年
七
月
廿
五
日

第
二
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
廿
五
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
月
廿
一
日

第
三
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
廿
六
年
四
月
一
日
至
同
年
五
月
廿
六
日

第
四
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
廿
六
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
二
月
七
日

第
五
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
廿
七
年
四
月
廿
八
日
至
同
年
七
月
丗
一
日

第
六
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
廿
七
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
一
月
十
九
日

第
七
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
廿
八
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
一
月
廿
一
日

第
八
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
廿
九
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
二
月
二
日

第
九
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
二
月
八
日

第
十
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
一
年
九
月
廿
一
日
至
丗
二
年
一
月
十
六
日

第
十
一
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
二
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
一
月
十
四

日第
十
二
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
三
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
二
月
廿
八

日第
十
三
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
四
年
九
月
廿
一
日
至
同
十
二
年
丗
日

第
十
四
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
五
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
二
月
十
八

日
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第
十
五
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
六
年
四
月
丗
日
至
同
年
七
月
五
日

第
十
六
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
六
年
九
月
廿
一
日
至
同
年
十
二
月
六
日

第
十
七
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
七
年
四
月
廿
七
日
至
同
年
九
月
十
九
日

第
十
八
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
七
年
九
月
廿
一
日
至
丗
八
年
二
月
七
日

第
十
九
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
丗
八
年
四
月
廿
七
日
至
昭
和
丗
九
年
三
月

廿
日

第
二
十
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
四
十
一
年
十
月
十
二
日
　
自
昭
和
四
十
八

年
九
月
五
日
至
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

第
二
十
一
回
全
文
読
誦
　
自
昭
和
四
十
五
年
五
月
十
七
日
至
昭
和
四
十

自
昭
和
五
十
二
年
九
月
十
五
日

と
記
さ
れ
て
お
り
、
賢
治
の
命
日
九
月
二
一
日
を
基
本
と
し
て
、
二
十
回
以

上
、
全
文
読
誦
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

59
）。

前
述
の
よ
う
に
賢
治
自
身
、
臨

終
の
直
前
ま
で
唱
題
を
続
け
て
い
た
よ
う
に
、
法
華
経
そ
の
も
の
も
読
誦
、
す

な
わ
ち
「
声
に
出
し
て
読
む
」
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
熱
心
な
信

者
だ
っ
た
「
宮
澤
ま
き
」
に
生
ま
れ
た
賢
治
が
「
無
意
識
に
」「
口
に
称
名
が

起
」
こ
る
（［
書
簡
四
］
一
九
一
二
年
五
月
三
〇
日
付
）
ほ
ど
、
幼
い
時
か
ら

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
念
仏
に
親
し
み
、
そ
の
後
法
華
経
信
仰
、
す
な
わ
ち
田

中
智
学
が
組
織
し
た
法
華
・
日
蓮
系
在
家
仏
教
教
団
・
国
柱
会
に
入
信
し
て
か

ら
は
「
本
門
の
題
目
」
す
な
わ
ち
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を
唱
え
て
い
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
で
は
井
上
有
一
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

有
一
は
、
一
九
一
六
年
二
月
一
四
日
に
東
京
市
下
谷
二
長
町
の
古
道
具
屋
の

息
子
と
し
て
生
を
受
け
、
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
が
、
家
が
貧
乏
で
あ

っ
た
た
め
、
美
術
学
校
へ
の
進
学
を
諦
め
、
東
京
府
立
青
山
師
範
学
校
（
現
・

東
京
学
芸
大
学
）
に
入
学
、
卒
業
後
は
東
京
市
本
所
区
横
川
尋
常
小
学
校
に
奉

職
し
た
。
戦
時
中
、
一
九
四
四
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
千
葉
県
君
津
郡
富
岡

村
に
六
年
生
た
ち
と
と
も
に
疎
開
後
、
再
び
東
京
に
戻
る
が
、
一
九
四
五
年
三

月
一
〇
日
の
東
京
大
空
襲
で
被
災
（
仮
死
状
態
も
経
験
）
し
、
同
年
五
月
に
、

今
度
は
宮
澤
賢
治
の
故
郷
に
ほ
ど
近
い
岩
手
県
稗
貫
郡
湯
口
村
志
戸
平
温
泉
へ

生
徒
と
と
も
に
疎
開
、
敗
戦
後
の
一
二
月
下
旬
ま
で
そ
こ
に
滞
在
し
た
。
書
に

興
味
を
持
ち
始
め
た
の
は
一
九
四
一
年
か
ら
で
、
翌
一
九
四
二
年
に
は
上
田
桑

鳩
に
師
事
し
、
臨
書
に
励
む
。
そ
し
て
、
書
壇
デ
ビ
ュ
ー
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
が
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
一
九
日
、
父
・
栄
治
の
逝
去
に
際
し
て
書
か
れ

た
法
華
経
の
《
自
我
偈
》
で
あ
っ
た
。

熱
心
な
日
蓮
宗
信
者
で
あ
っ
た
栄
治
は
、
毎
朝
仏
壇
に
向
っ
て
自
我
偈
を
読

誦
し
て
お
り
、
有
一
も
当
然
の
ご
と
く
父
と
と
も
に
読
経
し
て
い
た
た
め
、
そ

の
経
文
は
暗
唱
で
き
て
い
た
。
初
七
日
の
晩
に
そ
の
経
文
を
、
父
の
肖
像
画
を

書
い
た
上
の
余
白
に
賛
と
し
て
書
き
添
え
た
作
品
が
《
父
の
肖
像
》（
Ｃ
Ｒ
№

四
九
〇
〇
一
）
で
あ
り
、
そ
の
後
四
十
九
日
の
一
二
月
六
日
に
改
め
て
書
い
た

の
が
こ
の
《
自
我
偈
》（
Ｃ
Ｒ
№
四
九
〇
〇
二
）
で
あ
る（

60
）。

そ
れ
は
、
有
一
に

よ
れ
ば（

61
）、

亡
父
の
仏
壇
を
自
作
し
て
い
る
際
に
書
い
て
仏
壇
の
正
面
（
奥
の
板

壁
）
に
貼
っ
た
も
の
で
、
書
作
品
と
し
て
意
識
的
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
同
年
一
二
月
一
二
日
に
師
の
桑
鳩
か
ら
年
内
に
翌
年
の
第
三
回
書
道

芸
術
院
展
へ
の
出
品
作
を
仕
上
げ
ろ
と
命
ず
る
葉
書
が
届
き
、
本
人
は
「
自
我

偈
」
を
含
め
い
ろ
い
ろ
作
品
を
書
い
て
み
た
が
う
ま
く
い
か
ず
翌
月
の
締
切
日

当
日
朝
、「
い
つ
も
の
よ
う
に
仏
壇
の
前
で
自
我
偈
を
誦
し
」
な
が
ら
仏
壇
正

面
の
自
我
偈
を
見
る
と
、
そ
の
良
さ
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
は
が
し
て
師
に
見

せ
、
最
終
的
に
そ
れ
が
出
品
作
の
一
つ
と
な
り
、
前
述
の
よ
う
に
好
評
を
博
す

こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
有
一
が
感
じ
日
記
に
認
め
た
の
は
、

〔
引
用
㉒
〕

昭
和
二
十
五
年
一
月
十
八
日
　
芸
術
は
所
詮
心
の
表
現
だ
。
技
術
は
そ
の

手
段
な
の
だ
。
お
れ
の
こ
の
作
品
の
場
合
、
技
術
は
無
視
し
て
唯
一
心
に

自
己
の
心
を
吐
露
し
た
の
み
だ
。
巧
拙
は
一
切
な
い
。
唯
亡
父
供
養
一
心

の
み
だ
。
期
せ
ず
し
て
父
の
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
を
生
む
こ
と
が
出
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来
た
の
だ
。
作
ろ
う
と
思
っ
て
作
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
。
こ
の

心
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
何
よ
り
大
切
な
の
だ
。
こ

の
心
な
く
し
て
作
品
は
で
き
な
い
。

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
て
、
書
道
芸
術
院
、
毎
日
展
な
ど
、

既
成
書
壇
の
封
建
性
と
腐
敗
に
気
づ
い
た
有
一
は
、
こ
う
し
た
状
況
が
革
新
さ

れ
な
け
れ
ば
、
新
し
い
書
芸
術
は
絶
対
に
育
た
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
翌
一
九
五
一
年
に
は
「
書
の
解
放
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
「
書

は
、
万
人
の
も
の
で
あ
る
。
書
を
、
解
放
せ
よ
」
と
宣
言
し
、
宮
澤
賢
治
を
引

用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
書
く
。

〔
引
用
㉓
〕

書
に
、
玄
人
、
素
人
の
別
を
立
て
る
こ
と
は
、
凡
そ
お
か
し
な
話
で
あ

る
。
玄
人
も
素
人
も
な
い
。
個
人
の
精
神
の
表
現
以
外
に
、
何
物
も
な
い

の
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
は
、「
農
民
芸
術
概
論
」
の
中
で
、
こ
う
言
っ
て

い
る
。

「
職
業
芸
術
家
は
一
度
亡
び
ね
ば
な
ら
ぬ
。
誰
人
も
み
な
芸
術
家
た
る
感

受
を
な
せ（

62
）」

こ
の
言
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
有
一
は
法
華
経
信
仰
だ
け
で
な
く
芸
術
思

想
も
賢
治
と
共
有
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
有
一
は
「
職
業
芸
術
家
」
を
「
お
書

家
」
と
呼
び
、
自
身
は
「
書
家
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
嫌
う
よ
う
に
な
る
。
た

と
え
ば
、
有
一
に
と
っ
て
、
お
経
は
意
味
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
お
経
の
内

容
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
玄

人
」
し
か
わ
か
ら
ぬ
世
界
で
あ
る
が
、
日
蓮
宗
（
な
か
ん
づ
く
国
柱
会
）
が
信

仰
の
根
本
に
据
え
た
「
唱
題
」
は
、
そ
の
音
の
響
き
自
体
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
読
誦
す
る
こ
と
は
「
素
人
」
で
も
で
き
る
。
そ
こ
に
意
味
を
考
え
る
必
要

も
「
巧
く
」
唱
え
る
必
要
も
な
い
。
そ
も
そ
も
言
葉
の
な
か
で
意
味
か
ら
離
れ

や
す
く
音
そ
の
も
の
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
言
葉
と
は
何
か
。
そ
れ
は
反
復
さ

れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
前
掲
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
け
で
そ
の
後
半

が
構
成
さ
れ
た
詩
「
誕
生
祭
」
の
作
者
・
草
野
心
平
は
、
中
国
留
学
中
に
詩
作

を
開
始
し
『
春
と
修
羅
』（
一
九
二
四
年
刊
）
を
読
ん
で
賢
治
に
注
目
、
一
九

二
五
年
に
帰
国
後
そ
の
同
人
誌
『
銅
鑼
』
に
賢
治
を
誘
い
、
さ
ら
に
賢
治
没
後

は
『
宮
澤
賢
治
研
究
』（
十
字
屋
書
店
、
一
九
三
九
年
）
を
編
む
な
ど
、
賢
治

の
名
が
人
口
に
膾
炙
す
る
よ
う
努
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
オ

ノ
マ
ト
ペ
の
注
目
に
は
賢
治
か
ら
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く

な
い
。
そ
し
て
、
後
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
反
復
は

お
経
同
様
「
言
葉
書
」
に
適
し
た
材
料
で
あ
っ
た
。

（
二
）「
塗
抹
」
の
も
つ
意
味

こ
う
し
た
有
一
の
、
旧
態
依
然
と
し
た
書
壇
へ
の
「
反
逆
」
的
ス
タ
ン
ス

は
、「
塗
抹
」
と
い
う
、
有
一
の
書
を
語
る
に
あ
た
っ
て
不
可
欠
な
要
素
に
も

影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
も
と
も
と
独
り
言
だ
」
と
井
上
が
喝

破
し
た
宮
澤
賢
治
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
戻
る
な
ら
ば
、
海
上
雅
臣
に
よ
れ

ば
、
有
一
は
、
あ
の
お
守
り
の
よ
う
に
持
っ
て
い
た
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」

に
書
か
れ
た
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
臨
書
し
て
い
た
と
い
う（

63
）。

つ
ま
り
、
有
一

は
決
し
て
臨
書
を
否
定
し
て
は
な
い
。
曰
く
、

〔
引
用
㉔
〕

〜
下
手
で
ま
と
ま
ら
ぬ
み
っ
と
も
な
い
姿
の
中
か
ら
、
そ
の
人
の
心
の
底

か
ら
の
感
動
だ
け
が
強
引
に
ブ
ル
ブ
ル
ふ
る
え
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い

う
臨
書
こ
そ
望
ま
し
い
。
そ
こ
か
ら
の
み
、
何
か
が
育
つ
か
ら
だ（

64
）。

有
一
に
と
っ
て
「
書
は
下
手
ほ
ど
よ
し
」
で
あ
り
、「
一
バ
ン
い
け
な
い
の

は
拙
ブ
ル
こ
と
」
で
あ
る（

65
）。

よ
っ
て
、
有
一
は
「
ラ
ク
ガ
キ
」
に
魅
了
さ
れ

る（
66
）。

つ
ま
り
、「
ラ
ク
ガ
キ
」
は
巧
拙
を
考
え
な
い
、
い
わ
ば
「
生
の
人
間
の
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拙
」「
原
始
的
拙
」
の
範
疇
に
入
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
雨
ニ
モ
マ
ケ

ズ
」
は
、「
ラ
ク
ガ
キ
」
で
あ
る
。

「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
有
一
の
臨
書
を
発
見
し
た
海
上
雅
臣
は
、「
眼
玉
に
ひ

っ
つ
い
た
も
の
を
取
り
去
る
た
め
に
、
臨
書
し
て
そ
の
正
体
を
ひ
っ
つ
か
ま
え

て
自
分
の
も
の
に
す
る
」
の
が
有
一
の
臨
書
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が（

67
）、

な
ぜ
「
消
し
書
き
の
棒
線
、
丸
書
き
の
抹
消
ま
で
」
臨
書
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
い
け
ば
な
草
月
流
の
創
始
者
・
勅
使
河
原
蒼
風

と
の
対
談
（
一
九
七
七
年
）
で
、
有
一
は
、
お
経
を
書
い
た
自
作
に
つ
い
て
言

及
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
引
用
㉕
〕

〜
お
経
の
本
を
パ
ッ
と
開
く
ん
で
す
。
開
い
た
と
こ
ろ
を
な
ん
で
も
か
ま

わ
な
い
か
ら
書
く
ん
で
す
。
〜
（
中
略
）
〜
そ
れ
で
、
気
に
く
わ
な
い
字

が
あ
る
と
、
さ
っ
き
の
話
の
よ
う
に
マ
ル
で
消
し
て
、
ま
た
書
い
て
ゆ

く
。
そ
の
マ
ル
が
、
あ
と
で
見
る
と
な
か
な
か
い
い
ん
で
す
ね（

68
）。

〔
引
用
㉖
〕

〜
お
経
を
書
い
て
い
て
気
に
食
わ
ぬ
字
が
出
来
る
と
塗
抹
し
て
は
ま
た
書

き
続
け
た
。
結
果
的
に
そ
れ
が
一
つ
の
リ
ズ
ム
を
つ
く
り
面
白
か
っ
た
。

私
が
よ
く
字
を
塗
抹
す
る
癖
は
こ
の
時
に
始
ま
っ
た（

69
）。

こ
こ
で
、
有
一
は
「
マ
ル
消
し
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
実
は
、
賢

治
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
は
、
三
箇
所
の
棒
線
に
よ
る
「
見
せ
消
ち
」（
第

五
三
頁
「
ワ
カ
リ
」、
第
五
六
頁
「
シ
ヅ
カ
ニ
」、
第
五
八
頁
「
マ
タ
」）
以
外

に
、「
マ
ル
消
し
」
が
四
箇
所
（
第
五
四
頁
「
小
サ
ナ
」、
第
五
五
頁
「
小
サ

ナ
」、
第
五
八
頁
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」、
第
五
九
頁
「
サ
ウ
イ
ウ
」）
あ
る
。
前
掲

エ
ッ
セ
イ
「
な
ぜ
『
言
葉
』
書
か
」（
引
用
⑩
）
で
「
ケ
チ
な
字
に
な
っ
た
ら

塗
抹
す
れ
ば
い
い
。
塗
抹
す
る
こ
と
も
書
く
こ
と
だ
。」
と
書
い
て
い
た
よ
う

に
、
言
葉
書
で
は
「
塗
抹
」
も
そ
の
書
の
不
可
欠
な
部
分
で
あ
り
、
単
な
る
書

き
間
違
い
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
発
想
に
も
、
お
経
か
ら
だ
け
で
は
な
く
賢
治

か
ら
の
影
響
が
看
取
さ
れ
う
る
。

で
は
、
臨
書
で
は
な
く
実
際
の
書
作
品
に
お
け
る
塗
抹
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
石
川
九
楊
は
、
前
掲
吉
本
隆
明
と
の
対
談
で
、
賢
治
没
後
五

〇
年
の
命
日
で
あ
る
「
一
九
八
三
年
九
月
二
十
一
日
　
井
上
有
一
謹
書
」
と
最

後
に
記
さ
れ
た
《
宮
沢
賢
治
詩
�雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
》（
コ
ン
テ
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№

八
三
〇
五
四
、
三
二
・
五
×
四
八
㎝
、
個
人
蔵
）
を
例
に
と
り
、
賢
治
自
身
の

書
き
つ
ぶ
し
に
つ
い
て
は
「
あ
く
ま
で
も
そ
の
言
葉
を
押
し
上
げ
て
い
く
、
言

葉
を
形
成
し
て
い
く
過
程
で
の
深
み
か
ら
く
る
」
も
の
だ
が
、
有
一
の
そ
れ
は

「
宮
沢
賢
治
の
意
味
の
立
ち
上
が
り
を
消
し
て
、
自
分
の
意
味
と
し
て
出
す
た

め
の
手
法
」
と
し
て
捉
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
無
意
識
的
な
営
為
で
は
な

く
、
美
術
的
・
絵
画
的
な
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
、「
非
常
に
計
算
し
、
苦
労

し
て
幼
児
性
と
い
う
か
稚
拙
性
を
め
ざ
し
て
い
る
」
が
不
徹
底
で
、
わ
ざ
と
ら

し
さ
や
「
衒
い
」
が
出
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
と
辛
口
に
批
評
し
て
い
る（

70
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
吉
本
隆
明
の
方
は
、
有
一
は
意
識
的
に
そ
れ
を
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
稚
拙
性
は
弱
点
で
は
な
く
利
点
と
な
る
と
考
え

る（
71
）。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
宮
澤
賢
治
の
精
神
構
造
自
体
に
も
「
稚
拙
さ
」
や

「
童
話
性
」
が
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、「
我
々
に
必
要
な
の
は
銀
河
を

包
む
透
明
な
意
志
と
大
き
な
熱
と
力
」（「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」）
と
い
っ
た

表
現
は
、
凡
人
で
は
照
れ
く
さ
く
て
言
え
な
い
類
い
の
も
の
だ
が
、
賢
治
に
は

言
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
そ
れ
が
そ
の
「
本
当
の
童
話
性
」
に
由
来
し
て
お

り
、
有
一
は
そ
う
し
た
賢
治
の
「
芸
術
的
特
性
」
＝
「
超
一
級
な
人
の
特
徴
」

と
の
距
離
感
を
自
分
で
書
き
な
が
ら
つ
め
つ
つ
気
恥
ず
か
し
く
な
い
と
こ
ろ
に

持
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る（

72
）。

一
方
、
前
出
・
栗
本
高
行（

73
）

は
、
有
一
の
書
は
絶
叫
か
ら
発
し
て
い
る
た
め

筆
線
は
瞬
間
性
を
求
め
る
と
い
う
海
上
雅
臣
の
意
見
を
ふ
ま
え
、
塗
抹
の
書
を

「
心
の
中
で
起
き
て
い
る
推
敲
行
為
を
表
出
し
た
結
果
」
と
し
て
捉
え
る
。
た
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と
え
ば
、
多
文
字
書
で
の
塗
抹
、
特
に
昭
和
二
〇
年
三
月
一
〇
日
の
東
京
大
空

襲
の
晩
の
「
絶
叫
」
を
写
し
取
る
た
め
に
「
黒
い
線
の
塊
」
と
し
て
瞬
間
的
に

定
着
す
る
文
字
」
表
象
と
も
捉
え
ら
れ
う
る
、《
噫
横
川
國
民
学
校
》
に
お
け

る
そ
れ
は
、「
一
度
書
い
た
文
字
を
、
同
一
の
空
間
と
時
間
の
中
で
打
ち
消
す
」

行
為
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
芸
術
と
し
て
の
書
が
持
つ
時
間
的
展
開
の
性
格

は
、
い
っ
た
ん
書
い
た
文
字
を
塗
抹
す
る
打
ち
消
し
線
の
効
果
と
も
あ
い
ま
っ

て
、
宙
吊
り
に
さ
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
多
字
書
に
先
駆
け
て
一
字
書

で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
一
は
空
間
性
を
優
先
す
る
た
め
筆
順
（
時
間
性
）
を

無
視
し
て
お
り
（
た
と
え
ば
「
塔
」
の
一
字
書
は
建
築
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
下

の
「
口
」
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
る
）、
そ
れ
と
同
様
、
塗
抹
も
一
種
の
「
空
間

性
の
マ
ー
カ
ー
」
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
。
し
か
し
、
多
文
字
書
の
塗
抹

は
、
線
状
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
破
壊
し
は
す
る
も
の
の
、
別

の
時
間
的
プ
ロ
セ
ス
の
痕
跡
と
も
な
る
。
つ
ま
り
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
用
語

を
援
用
す
れ
ば
、
前
者
は
「
連
辞
関
係
」、
後
者
は
脳
内
で
行
わ
れ
て
い
る
無

意
識
の
推
敲
と
実
際
発
語
さ
れ
た
語
と
の
「
連
合
関
係
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
有
一
の
塗
抹
と
は
、「
意
に
染
ま
な
か
っ
た
文
字
を
線
で
抹
消
す
る
身
振

り
を
隠
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
心
の
中
で
う
ご
め
い
て
い
る
「
連
合

関
係
」
に
も
形
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
さ
に
書
こ
う
と
し
て
い

る
言
葉
に
お
い
て
さ
え
推
敲
の
過
程
が
絶
え
ず
進
行
中
で
あ
る
」
と
い
う
瞬
間

を
と
ど
め
た
痕
跡
で
あ
る
と
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
い
わ
ば
書
的
に
は
「
ラ
ク
ガ
キ
」
の
類
い
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を

臨
書
し
た
有
一
の
制
作
に
お
い
て
、
晩
年
、
多
文
字
と
言
葉
書
と
の
間
に
位
置

す
る
顔
真
卿
の
古
典
の
臨
書
《
願
氏
家
廟
碑
》（
一
九
八
三
年
、
原
寸
全
臨
）

は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
出
・
栗
本
は
、
有
一
に
は
「
す

べ
か
ら
く
、
先
入
の
書
に
同
化
し
た
後
に
、
そ
れ
よ
り
時
代
の
下
っ
た
、
自
分

自
身
の
実
感
に
近
い
詩
文
や
言
葉
を
書
き
つ
け
る
運
動
に
向
か
う
と
い
う
態
度

が
見
ら
れ
」
る
た
め
、
最
晩
年
の
「「
自
分
の
言
葉
」
を
書
く
行
為
へ
赴
く
た

め
に
必
須
の
儀
式
」
だ
っ
た
と
す
る
が（

74
）、

有
一
本
人
の
遺
し
た
エ
ッ
セ
イ（

75
）（

一

九
八
四
年
）
で
は
、
決
し
て
肯
定
的
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
「
第

一
毎
日
臨
書
な
ん
か
し
て
い
た
の
で
は
自
分
の
字
が
書
け
ぬ
」
と
し
た
有
一
で

あ
っ
た
が
、《
顔
氏
家
廟
碑
》
の
制
作
メ
モ
が
遺
っ
て
お
り
、
そ
の
一
部
に
は
、

次
の
よ
う
な
文
言
が
見
え
る（

76
）。

〔
引
用
㉗
〕

○
遅
、
●
小
事
に
拘
泥
せ
ず
、
直
下
に
精
神
を
つ
か
む
。

調
子
づ
く
勿
れ
。
但
し
、
大
ま
か
な
れ
。

○
味
に
随
せ
ず
、
堂
々
と
書
け
。
地
ひ
び
き
を
た
て
る
字
。
気
負
う
勿
れ
。

（
色
を
つ
け
る
な
。）

○
力
入
れ
ず
し
て
、
巨
大
、
地
ひ
び
き
を
●
た
て
る
字
。

○
一
点
一
点
ゆ
る
が
せ
に
す
べ
か
ら
ず
。
急
グ
ベ
カ
ラ
ズ
。
●
●
ク
ソ
落

附
ケ

（
※
�●
は
マ
ル
消
し
箇
所
）

こ
こ
に
も
あ
る
よ
う
に
臨
書
で
は
速
く
書
く
こ
と
は
難
し
い
。
特
に
、「
力

入
れ
ず
し
て
、
巨
大
、
地
ひ
び
き
を
た
て
る
字
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
言
葉
書
の
よ
う
な
一
気
呵
成
の
書
き
つ
け
は
不
可
能
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
問
題
に
し
た
い
の
は
、
発
語
の
問
題
で
あ
る
。
残
さ
れ

た
制
作
風
景
の
写
真
か
ら
も
、
そ
こ
に
呼
気
の
摩
擦
に
よ
る
「
う
な
り
」
が
生

起
し
て
い
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
に
と
っ
て
「
自
分
の
字
を
書
く
」
た

め
の
様
式
は
、
最
終
的
に
、（
臨
書
で
は
み
ら
れ
な
い
）
一
気
呵
成
の
発
語
を

伴
う
「
言
葉
書
」
に
収
斂
す
る
。
そ
し
て
、
前
掲
の
よ
う
に
そ
こ
で
は
宮
澤
賢

治
童
話
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
次
節
で
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考

察
す
る
。



〈摩擦の劇
ドラマ

〉としての「言葉書」 94

五
〈
摩
擦
の
劇

ド
ラ
マ

〉
と
し
て
の
宮
澤
賢
治
童
話
と
「
言
葉
書
」

こ
れ
ま
で
も
み
て
き
た
よ
う
に
井
上
有
一
の
「
言
葉
書
」
は
、「
ぶ
つ
ぶ
つ

と
口
か
ら
出
る
言
葉
」
を
コ
ン
テ
で
書
き
つ
け
る
こ
と
か
ら
成
立
し
て
お
り
、

ブ
ツ
ブ
ツ
言
う
行
為
＝
発
語
と
不
可
分
で
あ
る
の
は
自
明
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

言
葉
書
に
お
け
る
筆
墨
か
ら
コ
ン
テ
や
鉛
筆
、
木
炭
へ
の
筆
記
ツ
ー
ル
の
変
更

は
、
病
ん
だ
身
体
へ
の
負
担
を
減
ら
す
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
発
生
し
て
は
す

ぐ
消
滅
す
る
「
音
」
と
し
て
の
言
葉
を
書
き
留
め
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
当

然
、
そ
の
対
象
テ
ク
ス
ト
は
、
漢
文
よ
り
は
、
漢
字
か
な
混
じ
り
文
、
さ
ら
に

は
ひ
ら
が
な
の
方
が
、
単
純
に
発
語
を
文
字
と
し
て
書
き
留
め
や
す
い
。
前
掲

草
野
心
平
の
詩
「
誕
生
祭
」
後
半
が
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
る
の

は
、
そ
れ
が
蛙
の
啼
き
声
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ

が
、
そ
も
そ
も
擬
声
語
あ
る
い
は
擬
音
語
・
擬
態
語
と
も
表
記
さ
れ
る
オ
ノ
マ

ト
ペ
自
体
、
よ
く
反
復
さ
れ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。

こ
こ
で
再
び
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
引
用
⑲
に
も
で
て
き
た
「
子
供
」
と

そ
れ
が
好
む
言
葉
を
繰
り
返
す
遊
び
へ
注
目
し
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
児
童
文
学
に

は
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
宮
澤
賢
治
作
品
は
、
そ
の
オ

ノ
マ
ト
ペ
を
主
題
と
す
る
書
籍
が
複
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

77
）、

オ
ノ
マ
ト

ペ
が
そ
の
文
学
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
有
一
は
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

〔
引
用
㉘
〕

知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
、
着
重
ね
た
幾
重
も
の
虚
偽
の
衣
を
、
果
敢
に

脱
ぎ
捨
て
よ
う
で
は
な
い
か
。

「
原
始
に
還
れ
」。「
子
供
に
還
れ
」。
そ
れ
は
、
今
や
、
世
界
の
前
衛
美

術
家
の
合
言
葉
と
も
言
え
よ
う
。
原
始
こ
そ
、
機
械
に
酷
使
さ
れ
る
現
代

文
明
人
の
熱
烈
な
る
郷
愁
で
あ
る
。
第
二
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
人
間
革
命

は
、
そ
こ
か
ら
開
か
れ
る（

78
）。

前
述
の
よ
う
に
、
最
晩
年
の
井
上
有
一
の
「
言
葉
書
」
の
主
体
を
な
す
の

は
、「
よ
だ
か
の
星
」、「
虔
十
公
園
林
」、「
祭
り
の
晩
」、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」

と
い
う
四
編
の
宮
澤
賢
治
童
話
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
有
一
は

な
ぜ
こ
れ
ら
を
選
ん
だ
の
か
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
で
賢

治
が
唄
い
上
げ
た
デ
ク
ノ
ボ
ウ
の
精
神
を
書
い
た
も
の
だ
か
ら
だ
と
い
う（

79
）。

つ

ま
り
基
本
的
に
は
、
一
九
五
一
年
の
《
宮
澤
賢
治
詩
�雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
》
や

《
デ
ク
ノ
ボ
ウ
》
の
頃
か
ら
「
人
生
観
の
中
心
を
な
し
て
い
た
」
宮
澤
賢
治
の

思
想
は
、
有
一
の
最
晩
年
ま
で
生
き
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
童
話
な
の
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
吉
本
隆
明
は
、
賢
治
の
精

神
構
造
自
体
に
存
す
る
「
童
話
性
」
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
、『
イ

ー
ハ
ト
ヴ
童
話
�注
文
の
多
い
料
理
店
』（
盛
岡
市
杜
陵
出
版
部
・
東
京
光
原

社
、
一
九
二
四
年
）
の
有
名
な
広
告
文
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
童
話
集
」
は

「
少
年
少
女
期
の
終
り
頃
か
ら
、
ア
ド
レ
ツ
セ
ン
ス
中
葉
に
対
す
る
一
つ
の
文

学
と
し
て
の
形
式
」
＝
「
古
風
な
童
話
と
し
て
の
形
式
と
地
方
色
と
を
以
て
類

集
し
た
も
の
」
と
さ
れ
て
い
た
。「
ア
ド
レ
ツ
セ
ン
ス
」
と
は
adolescence、

青
春
期
、
す
な
わ
ち
思
春
期
か
ら
成
人
期
ま
で
の
過
渡
期
を
意
味
し
て
お
り
、

実
は
、
一
般
的
に
「
童
話
」
を
読
む
世
代
を
対
象
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
明

示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
童
話
」
は
あ
く
ま
で
も
そ
こ
で
採
用
さ
れ
た

「
形
式
」
に
す
ぎ
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
「
古
風
な
童
話
と
し
て
の
形
式
」
が
採
用
さ
れ
た
の
か
。
た
と

え
ば
、
児
童
文
学
研
究
者
・
宮
川
健
郎
が
、「
近
代
童
話
」
に
は
「
現
代
児
童

文
学
」
で
失
わ
れ
た
「
作
品
を
読
む
「
声
」
と
接
近
し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う

特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に（

80
）、

要
は
、
小
説
等
、
大
人
の

読
書
は
黙
読
が
基
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
近
代
に
お
い
て
は
ま
だ
、
童
話
と

は
読
み
上
げ
る
声
と
不
可
分
の
形
式
で
あ
っ
た
。
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声
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
の
「
童
話
」
と
い
う
発
想
は
、
賢
治
自
身
の
書

簡
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
賢
治
は
、
友
人
・
関
徳
弥

宛
て
書
簡
［
一
九
五
］（
一
九
二
一
年
七
月
一
三
日
付
）
で
、「
図
書
館
へ
行
っ

て
見
る
と
毎
日
百
人
位
の
人
が
「
小
説
の
作
り
方
」
或
は
「
創
作
へ
の
道
」
と

い
ふ
や
う
な
本
を
借
り
や
う
と
し
て
ゐ
」
る
こ
と
を
批
判
的
に
例
示
し
つ
つ
、

「
こ
れ
か
ら
の
宗
教
は
芸
術
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
芸
術
は
宗
教
で
す
。
い
く
ら

字
を
並
べ
て
も
心
に
な
い
も
の
は
て
ん
で
音
の
工
合
か
ら
ち
が
ふ
。
頭
が
痛
く

な
る
。
同
じ
痛
く
な
る
に
し
て
も
無
用
に
痛
く
な
る
。」
と
記
し
て
い
る
。
こ

の
記
述
か
ら
は
、
賢
治
に
と
っ
て
「
音
の
工
合
」
が
極
め
て
重
要
な
創
作
要
素

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」

第
一
三
五
頁
に
メ
モ
書
き
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
賢
治
が
一
九
二
一
年
一
月
に

突
然
上
京
し
鴬
谷
の
国
柱
会
館
で
話
を
す
る
機
会
の
あ
っ
た
「
高
知
尾
師
ノ
奨

メ
ニ
ヨ
リ
／
法
華
文
学
ノ
創
作
」
を
試
み
て
い
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
頃
で
あ
っ

た
。
前
述
の
よ
う
に
唱
題
で
も
経
文
読
誦
で
も
、「
法
華
文
学
ノ
創
作
」
が

「
音
の
工
合
」
と
関
連
す
る
の
は
至
極
自
然
な
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
音
の
工

合
」
が
テ
ク
ス
ト
中
最
も
直
接
的
に
具
現
さ
れ
る
の
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
っ

て
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い（

81
）。

賢
治
童
話
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
頻
出
す
る
理

由
の
一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
そ
う
し
た
賢
治
童
話
と
井
上
有
一
の
「
言
葉

書
」
の
接
点
は
、
単
に
「
デ
ク
ノ
ボ
ウ
の
精
神
」
に
の
み
還
元
さ
れ
る
だ
け
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
文
化
人
類
学
者
・
今
福
龍
太
は
、
井

上
有
一
に
よ
る
賢
治
童
話
の
言
葉
書
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
問
題
に
つ
い

て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
模
倣
の
能
力
に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ッ

セ
イ
を
援
用
し
つ
つ
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
い
う
視
角
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

こ
こ
で
の
ミ
メ
ー
シ
ス
や
模
倣
の
能
力
は
、
た
と
え
ば
賢
治
童
話
「
鹿
踊
り
の

は
じ
ま
り
」
で
も
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
「
鹿
踊
り
」
が
鹿
の
飛
び
跳
ね
る
様

を
「
模
倣
」
し
た
踊
り
で
あ
る
よ
う
に
、
民
俗
芸
能
や
伝
統
舞
踊
・
演
劇
の
中

に
伝
承
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
自
然
界
の
事
象
を
観
察
・
模
倣
し
て
人

間
文
化
へ
と
導
入
す
る
こ
と
が
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
原
型
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
感
性
的
模
倣
」、
人
間
の
言
語
的
な

模
倣
は
「
非
感
性
的
模
倣
」
に
分
類
さ
れ
る
。
後
者
は
た
と
え
ば
、
星
座
の
よ

う
に
星
を
抽
象
化
さ
れ
た
点
と
し
て
捉
え
た
り
す
る
認
識
論
的
次
元
の
転
換
で

あ
り
、「
言
語
」
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
な
る（

82
）。

で
は
、
そ
う
し
た
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
中
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
今
福
に
よ
れ
ば
、
日
本
語
自
体
豊
か
な
オ
ノ
マ
ト
ペ

を
も
つ
言
語
だ
が
、
そ
の
「
日
本
語
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
可
能
性
を
も
っ

と
も
深
く
追
究
し
た
作
家
が
、
ほ
か
で
も
な
い
宮
澤
賢
治
」
と
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
有
一
が
一
九
八
五
年
、
亡
く
な
る
前
月
の
五
月
か
ら
木
炭
に
よ
る
全
文

模
写
を
試
み
、
結
局
完
成
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
最
終
的
に
三
六
点
の

「
言
葉
書
」
が
遺
さ
れ
た
賢
治
童
話
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
は
、
冒
頭
か
ら

「
が
ら
ん
、
ご
う
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
、
べ
ろ
べ
ろ
、
ぽ
か
ぽ
か
」
等
々
オ
ノ
マ

ト
ペ
が
横
溢
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
主
人

公
・
小
十
郎
の
「
す
が
め
の
あ
か
黒
い
ご
り
ご
り
し
た
お
や
じ
」
と
い
う
形
容

に
あ
る
「
ご
り
ご
り
」
は
、
通
常
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
用
法
か
ら
は
逸
脱
し
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
「
説
明
的
な
語
彙
が
不
在
だ
か
ら
こ
そ
、
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
な

音
が
生
命
を
も
つ
」
こ
と
に
な
る
。
賢
治
は
な
ぜ
こ
う
し
た
新
し
い
オ
ノ
マ
ト

ペ
の
用
法
を
開
拓
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、「
オ
ー
ラ
リ
テ
ィ
の
世
界
に

反
響
す
る
音
声
と
し
て
の
言
葉
は
、
一
度
文
字
記
号
の
体
系
の
な
か
に
落
ち
着

い
て
し
ま
う
と
、
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
な
能
力
が
失
わ
れ
る
」
こ
と
を
賢
治
が
敏
感

に
感
じ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い（

83
）。

今
福
は
、
こ
の
「
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
な

音
」
へ
の
関
心
が
井
上
有
一
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
捉
え
て
い
る
が
、
興
味

深
い
の
は
、
有
一
の
書
業
の
決
定
的
条
件
と
し
て
、
彼
の
母
親
が
文
盲
だ
っ
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
古
道
具
屋
の
父
・
栄
治
の
方
は
、
達
筆

で
、
俳
句
・
俳
画
も
嗜
ん
で
い
た
が
、
母
親
は
読
み
書
き
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
家
庭
内
の
文
字
言
語
と
音
声
言
語
と
の
対
立
・
並
存
が
、
有
一
に
と

っ
て
は
、「
読
み
書
き
の
で
き
な
い
母
親
の
背
後
に
口
承
性

オ
ー
ラ
リ
テ
ィ

と
し
て
の
世
界
が
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生
き
生
き
と
存
在
し
て
」
い
る
こ
と
を
感
受
す
る
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
き
っ

か
け
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る（

84
）。

今
福
は
、
賢
治
童
話
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
テ
ー
マ
も
「
人
間
と
動
物
と

の
模
倣
的
な
交
感
関
係
」
と
い
う
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
あ
る
と
し
、
ま
た
、
井

上
有
一
の
書
も
同
じ
く
「
自
然
界
と
の
交
換
の
問
題
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
」

る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
の
猟
師
は
「
動
物
と
一
体
化
す
る
模蝕
倣蝕
や

贈蝕
与蝕
交蝕
換蝕
の
世
界
と
近
代
の
市蝕
場蝕
経蝕
済蝕
的
な
商蝕
行蝕
為蝕
の
世
界
と
の
は
ざ
ま
で
無

意
識
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
」
が
、
最
後
に
は
熊
と
「
不
思
議
な
コ
レ

ス
ポ
ン
デ
ン
ス
（
交
感
）
の
関
係
」
を
構
築
し
、
人
間
の
世
界
と
熊
の
世
界

は
、
い
わ
ば
一
体
化
す
る
に
至
る（

85
）。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
交
感

は
、
模
倣
の
能
力
が
あ
る
者
の
方
が
容
易
い
。
で
は
、
最
も
模
倣
の
能
力
が
あ

る
の
は
誰
か
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
で
あ
る
。
子
ど
も
の
「
遊
び
」
の
原
型
の
一

つ
は
「
〜
ご
っ
こ
」
で
あ
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
子
ど
も
の
真
似
や
遊
び
を

「
感
性
的
模
倣
」
と
捉
え
、
そ
の
対
象
が
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
無
生

物
に
ま
で
至
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
で
さ
え
も
、

成
長
に
応
じ
て
教
育
制
度
を
通
し
て
文
字
言
語
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
獲
得
後
は
、

「
文
字
の
物
質
性
を
め
ぐ
る
感
覚
世
界
に
立
ち
帰
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
」。

「
子
供
に
還
れ
」
と
宣
言
し
て
い
た
有
一
の
書
を
、
今
福
は
「
書
く
手
に
よ
る
、

言
語
記
号
と
し
て
の
文
字
へ
反
逆
行
為
」
で
あ
り
、「
字
を
書
く
ミ
メ
テ
ィ
ッ

ク
な
運
動
性
を
介
し
て
、
有
一
の
手
と
打
ち
震
え
る
指
先
は
、
生
涯
の
最
後
に

野
生
の
動
物
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
触
れ
よ
う
と
し
て
い
た
」
と
喝
破
す
る（

86
）。

よ

っ
て
、
あ
の
「
塗
抹
」
と
い
う
行
為
も
こ
の
文
脈
で
解
釈
で
き
、「
文
字
が
生

ま
れ
出
る
母
胎
を
探
り
あ
て
、
そ
れ
を
影
と
し
て
現
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
刹
那

の
反
応
」
と
看
做
さ
れ
る
。
ま
さ
に
「
有
一
の
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
の
真
の
意

味
」
を
知
り
た
け
れ
ば
、
試
し
に
こ
の
物
語
の
「
熊
」
を
「
文
字
」
に
置
き
か

え
て
み
る
こ
と
を
今
福
は
勧
め
て
い
る（

87
）。

（
一
）
言
葉
書
《
宮
沢
賢
治
童
話
 よ
だ
か
の
星
》

で
は
、
他
の
童
話
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、《
宮
沢
賢
治
童

話
�よ
だ
か
の
星
》（
コ
ン
テ
・
和
紙
、
Ｃ
Ｒ
№
八
四
〇
四
二
、
一
九
八
四
年
、

四
二
×
五
二
㎝
、
個
人
蔵（

88
））

を
例
に
採
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
は
、

〔
引
用
㉙
〕
※
巻
末
一
〇
八
頁
【
図
版
Ｂ
】
参
照

そ
れ
か
ら
キ
シ
キ
シ
キ
シ

キ
シ
キ
シ
ツ
と
●
高
く

高
く
叫
び
ま
し
た
。
そ
の

声
は
ま
る
で
●
●
鷹

で
し
た
。
野
原
や
林
に

ね
て
野
原
や
林
に
ね
む
っ
て

い
た
ほ
か
の
と
り
は
ハ
み
ん
な
目
を

さ
ま
し
て
ぶ
る
ぶ
る
フ
ル
エ
な

が
ら
い
ぶ
か
し
●
そ
う
に

ほ
し
●
ぞ
ら
を
み
あ
げ
ま
し
た

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
高
く
叫
ぶ
よ
だ
か
の
影
を
、
前
出
・
今
福
は
、
こ
の
作

品
だ
け
で
な
く
、
井
上
有
一
の
一
字
書
《
鷹
》
の
背
後
に
常
に
、「
キ
シ
キ
シ

キ
シ
キ
シ
キ
シ
ッ
と
、
鋭
く
、
軋
む
よ
う
な
叫
び
を
喉
の
奥
、
臓
腑
の
底
か
ら

発
し
て
い
る
よ
う
に
」
感
受
す
る
と
い
う
。

今
福
は
、
こ
こ
で
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の

言
葉
書
に
入
っ
て
い
る
「
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
ッ
」
と
「
ぶ
る
ぶ
る
」
と

い
う
二
種
類
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
極
め
て
特
徴
的
な
身
振
り
を
も
つ
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
が
摩
擦
・
振
動
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一

行
目
か
ら
二
行
目
に
か
け
て
書
か
れ
た
「
キ
シ
キ
シ
キ
シ
／
キ
シ
キ
シ
ツ
」
で

は
、
心
に
摩
擦
を
抱
え
た
ま
ま
の
よ
だ
か
が
ま
さ
に
天
「
高
く
」、
羽
ば
た
い

て
い
る
空
の
軌
跡
と
そ
の
空
気
を
切
り
裂
く
摩
擦
感
が
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
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ち
、「
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
ッ
」
と
い
う
文
字
を
声
に
出
さ
ず
心
の
中
で

反
芻
す
る
だ
け
で
す
で
に
そ
こ
に
は
摩
擦
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
、
そ
れ
ら

の
カ
タ
カ
ナ
は
「
キ
」「
シ
」「
ツ
」
と
ど
れ
も
直
線
的
に
、
あ
た
か
も
細
い
彫

刻
刀
で
切
り
込
ん
だ
よ
う
な
厳
し
さ
を
も
ち
、
ま
た
コ
ン
テ
に
よ
る
線
の
か
す

れ
工
合
に
よ
っ
て
、
そ
の
空
気
感
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

最
も
特
徴
的
な
の
は
、
た
と
え
ば
「
キ
シ
キ
シ
キ
シ
／
キ
シ
キ
シ
ツ
」
の
部

分
を
「
キ
�シ
�キ
�シ
�キ
�シ
�／
�キ
�シ
�キ
�シ
�ツ
」
と
文
字
と
文
字
と
の
間
に

少
し
余
白
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ま
さ
に
童
話
の
大
団
円
の
内
容
そ
の
ま
ま
に
、
下
か
ら
上
へ
飛
翔
し
て
い
く
一

羽
の
よ
だ
か
を
、
こ
の
「
キ
」「
シ
」「
キ
」「
シ
」
と
右
斜
め
上
へ
コ
マ
送
り

的
に
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
キ
」
と
い
う
字
形
は
よ
だ
か
の
飛
ぶ
姿
そ

の
も
の
で
あ
り
、
同
じ
三
画
で
似
た
よ
う
な
形
を
も
つ
「
シ
」「
ツ
」
は
、
そ

れ
が
羽
ば
た
き
の
上
・
下
動
な
ど
に
よ
っ
て
見
え
方
が
変
化
す
る
様
を
見
事
に

写
し
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
コ
ン
テ
書
で
し
か
な
し
え
な
い
表
現
で
あ
る
。

加
え
て
有
一
が
こ
う
し
た
摩
擦
感
や
振
動
感
を
意
図
的
に
表
現
し
て
い
る
証

拠
は
、
も
う
一
つ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
「
ぶ
る
ぶ
る
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
最
初
の

「
ぶ
」
な
ど
す
べ
て
の
画
が
小
さ
な
曲
線
に
解
体
さ
れ
、
た
と
え
ば
マ
ン
ガ
で

の
振
動
の
表
記
、
す
な
わ
ち
「

」
と
い
っ
た
よ
う
な
視
覚
的
効
果
を
も
た
ら

し
、
さ
ら
に
、
続
く
「
る
」
の
下
の
丸
め
る
部
分
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
回
転
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
続
け

て
、
有
一
は
、
原
文
で
は
ひ
ら
が
な
だ
っ
た
「
ふ
る
え
」
を
敢
え
て
「
フ
ル

エ
」
と
カ
タ
カ
ナ
書
き
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
振
動
感
を
さ
ら
に
補
強

す
る
。
そ
れ
は
続
く
九
行
目
と
十
行
目
に
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
「
マ
ル
消
し
」

に
も
関
連
し
て
い
る
。
特
に
前
者
は
、
こ
の
「
ぶ
る
ぶ
る
」
と
同
じ
位
置
に
あ

り
、
さ
ら
に
「
る
」
同
じ
角
度
で
右
肩
上
が
り
の
丸
印
を
形
成
し
て
お
り
、
あ

た
か
も
前
の
行
の
「
ぶ
る
ぶ
る
」
の
円
運
動
が
あ
た
か
も
竜
巻
の
よ
う
に
そ
の

行
に
も
移
っ
て
き
た
感
じ
を
呼
び
起
こ
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
視
覚
的
効
果
と
、
振
動
・
摩
擦
表
現
に
よ
っ
て
暗
示

((　))

さ
れ
る
聴
覚
的
効
果
が
同
時
に
喚
起
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
書
の
特
徴
で
あ

り
、「
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
キ
シ
ツ
」
あ
る
い
は
「
ぶ
る
ぶ
る
フ
ル
エ
」
と
有

一
が
発
語
し
な
が
ら
コ
ン
テ
で
切
る
よ
う
に
書
き
つ
け
て
い
る
様
が
あ
り
あ
り

と
思
い
浮
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
言
葉
書
《
宮
沢
賢
治
童
話
 な
め
と
こ
山
の
熊
》

で
は
、《
宮
沢
賢
治
童
話
�な
め
と
こ
山
の
熊
》
で
は
こ
う
し
た
表
現
は
共
有

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
五
〇
×
一
四
七
〇
㎝
と
い
う
横
長
の

Ｃ
Ｒ
№
八
五
〇
四
九
（
木
炭
・
コ
ン
テ
・
和
紙
、
一
九
八
五
年
、
個
人
蔵（

89
））

を

例
に
と
ろ
う
。
こ
の
書
は
和
紙
に
画
用
木
炭
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
前
出

《
よ
だ
か
の
星
》
よ
り
全
体
の
「
ガ
サ
ガ
サ
」
感
、
す
な
わ
ち
摩
擦
感
が
増
し

て
い
る
。
な
ぜ
コ
ン
テ
で
は
な
く
木
炭
を
使
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
童
話
の
内
容

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
今
福
が
こ
の
童
話
の
冒
頭
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
例
を

い
く
つ
か
引
き
、
特
に
「
ご
り
ご
り
」
の
用
法
に
注
目
し
て
い
た
の
は
前
掲
の

と
お
り
だ
が
、
実
は
、
猟
師
（
マ
タ
ギ
）
も
熊
も
、
そ
れ
ら
が
山
中
を
進
む
際

に
は
、
か
な
ら
ず
藪
こ
き
的
な
摩
擦
音
が
発
生
す
る
。
宮
澤
賢
治
童
話
に
あ
っ

て
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ガ
行
音
、
就
中
「
ご
う
ご
う
」（
そ

れ
は
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
音
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
、
摩
擦
音
の
表
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
童
話
「
な
め
と
こ
山
の

熊
」
の
冒
頭
を
、
有
一
の
書
で
一
区
切
り
と
な
っ
て
い
る
部
分
ま
で
引
用
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

〔
引
用
㉚
〕
※
巻
末
一
〇
八
頁
【
図
版
Ｃ
】
参
照

な
め
と
こ
山
の
熊
の
こ
と
な
ら
お
も
し
ろ
い
。
な
め
と
こ
山
は
大
き
な
山

だ
。
淵
沢
川
は
な
め
と
こ
山
か
ら
出
て
来
る
。
な
め
と
こ
山
は
一
年
の
う

ち
大
て
い
の
日
は
つ
め
た
い
霧
か
雲
か
を
吸
っ
た
り
吐
い
た
り
し
て
ゐ

る
。
ま
は
り
も
み
ん
な
青
黒
い
な
ま
こ
や
海
坊
主
の
や
う
な
山
だ
。
山
の

な
か
ご
ろ
に
大
き
な
洞
穴
が
が
ら
ん
と
あ
い
て
ゐ
る
。
そ
こ
か
ら
淵
沢
川
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が
い
き
な
り
三
百
尺
ぐ
ら
ゐ
の
滝
に
な
っ
て
ひ
の
き
や
い
た
や
の
し
げ
み

の
中
を
ご
う
と
落
ち
て
来
る
。

中
山
街
道
は
こ
の
ご
ろ
は
誰
も
歩
か
な
い
か
ら
蕗
や
い
た
ど
り
が
い
っ
ぱ

い
に
生
え
た
り
牛
が
遁
げ
て
登
ら
な
い
や
う
に
柵
を
み
ち
に
た
て
た
り
し

て
ゐ
る
け
れ
ど
も
そ
こ
を
が
さ
が
さ
三
里
ば
か
り
行
く
と
向
ふ
の
方
で
風

が
山
の
頂
を
通
っ
て
ゐ
る
や
う
な
音
が
す
る
。
気
を
つ
け
て
そ
っ
ち
を
見

る
と
何
だ
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
白
い
細
長
い
も
の
が
山
を
う
ご
い
て
落

ち
て
け
む
り
を
立
て
ゝ
ゐ
る
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
な
め
と
こ
山
の
大
空

滝
だ
。

こ
こ
ま
で
で
用
い
ら
れ
て
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
「
が
ら
ん
」「
ご
う
」「
が
さ

が
さ
」
と
す
べ
て
ガ
行
音
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
後
に
出
て
く
る
オ
ノ
マ

ト
ペ
を
列
挙
す
れ
ば
、「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
」「
べ
ろ
べ
ろ
」「
ぽ
か
ぽ
か
」「
ご
り

ご
り
」「
ぱ
っ
」「
の
っ
し
の
っ
し
」「
ざ
ぶ
ん
」「
の
ろ
の
ろ
」「
ぶ
る
ぶ
る
っ
」

「
ぼ
ち
ゃ
ぼ
ち
ゃ
」「
ご
う
ご
う
」「
ズ
ド
ン
」「
が
あ
っ
」「
ど
た
っ
」「
ど
く
ど

く
」「
く
ん
く
ん
」「
ぴ
ん
ぴ
ん
」「
す
う
っ
」「
ぼ
と
ぼ
と
」「
く
る
く
る
」「
ぐ

ん
な
り
」「
ず
う
っ
」「
じ
っ
」「
ど
っ
か
り
」「
た
ん
た
ん
」「
わ
く
わ
く
」「
べ

ろ
り
」「
ど
し
ど
し
」「
ば
ち
ゃ
ば
ち
ゃ
」「
ぢ
っ
」「
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
」

「
ち
ら
っ
」「
ど
き
っ
」「
う
ん
と
こ
さ
」「
つ
る
つ
る
」「
は
あ
は
あ
」「
ギ
ラ
ギ

ラ
」「
ず
う
っ
」「
に
ょ
き
に
ょ
き
」「
ぴ
し
ゃ
」「
が
あ
ん
」「
ち
ら
ち
ら
ち
ら

ち
ら
」「
ち
ら
ち
ら
」「
ぢ
っ
」
と
続
く
。
ガ
行
音
だ
け
で
な
く
、
基
本
的
に
摩

擦
音
が
多
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
ガ
行
音
の
多
用
は
偶
然
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
山
中
と

渓
流
の
描
写
は
基
本
的
に
「
音
」
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
か
な

り
計
画
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
な
か
ご
ろ
に
大
き
な
洞
穴
が
が
ら

ん
と
」
と
い
う
表
現
で
あ
れ
ば
、
傍
線
部
「
ガ
行
音
＋
ラ
行
音
」
が
遠
く
な
く

反
復
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
あ
た
か
も
韻
を
ふ
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
印
象

づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、「
三
百
尺
ぐ
ら
ゐ
の
滝
」
が
「
ご
う
と
落
ち
て
来
る
」

箇
所
で
も
同
じ
効
果
が
狙
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
の
形
式
段
落
は
す
ぐ

「
こ
の
ご
ろ
」
と
き
て
前
段
落
と
の
連
関
を
確
保
し
、「
が
さ
が
さ
」
山
中
を
行

く
と
、「
風
が
山
の
頂
を
通
っ
て
い
る
や
う
な
音
が
す
る
」
と
明
確
に
「
音
」

へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
（
ち
な
み
に
、
風
の
音
が
典
型
的
な
摩
擦
音
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。
そ
の
理
由
は
、
山
を
「
う
ご
い
て
」
落
ち
て
い
る

の
が
「
な
め
と
こ
山
の
大
空
滝
だ
」
と
い
う
表
現
で
、
山
と
滝
（
地
と
水
）
と

の
自
然
に
お
け
る
融
合
＝
一
体
感
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の

い
わ
ば
接
着
剤
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
ご
う
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
形
容

さ
れ
た
滝
の
音
と
「
う
ご
い
て
」
と
い
う
言
葉
と
の
照
応
関
係
で
あ
り
、「
が

さ
が
さ
」
と
い
う
山
中
行
の
音
と
「
山
を
う
ご
い
て
」
落
ち
る
滝
の
音
と
が
こ

こ
で
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
が
海
に
関
連
す
る
も
の
で

形
容
さ
れ
て
い
る
「
青
黒
い
な
ま
こ
や
海
坊
主
の
や
う
な
山
」
と
い
う
表
現
で

も
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
青
黒
い
」
の
「
ぐ
」
の
音
が
効
い
て
い
る
こ
と

は
、
発
語
す
れ
ば
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
一
体
化
が
は
か
ら
れ
る
の
は
、
自
然
だ
け
で
は
な
い
。

「
ご
う
」
で
象
徴
さ
れ
る
大
自
然
の
音
と
「
が
さ
が
さ
」
で
象
徴
さ
れ
る
人
為

的
な
音
は
、
ガ
行
音
つ
な
が
り
で
ま
さ
に
音
と
し
て
も
そ
の
山
河
の
中
で
共
鳴

し
合
い
、
さ
ら
に
は
童
話
の
大
団
円
で
の
熊
と
人
と
の
融
和
を
も
暗
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
賢
治
の
「
法
華
文
学
ノ
創
作
」
の
際
に
留
意
し
た
で
あ

ろ
う
「
音
の
工
合
」
に
対
す
る
工
夫
の
一
端
な
の
だ
。

で
は
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
に
井
上
有
一
は
ど
の

よ
う
な
「
言
葉
書
」
を
制
作
し
た
の
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
和
紙
に
木
炭
で
書

き
つ
け
る
こ
と
で
、
全
体
に
わ
た
っ
て
「
が
さ
が
さ
」
感
が
確
保
さ
れ
る
。
猟

師
と
熊
の
交
感
は
基
本
的
に
山
中
で
進
行
す
る
た
め
、
そ
の
「
が
さ
が
さ
」
感

は
、
動
く
熊
と
動
く
人
間
を
も
象
徴
す
る
通
奏
低
音
と
し
て
全
体
の
書
を
支
え

る
こ
と
に
な
る
。

細
部
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
、
こ
の
童
話
で
は
じ
め
て
の
ガ
行
音
は
、
前
掲

の
「
青
黒
い
」
の
部
分
で
あ
る
が
、
有
一
は
、
こ
の
「
青
黒
い
な
ま
」
の
上
の
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「
青
黒
い
な
ま
」
を
、
し
っ
か
り
目
立
つ
よ
う
に
文
字
通
り
「
塗
抹
」
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
塗
抹
部
分
だ
け
で
な
く
そ
れ
に
続
く
「
青
黒
」
と
い
う

漢
字
の
部
分
も
際
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
実
は
こ
の
部

分
が
強
調
さ
れ
る
の
に
は
、
有
一
に
と
っ
て
別
の
大
き
な
意
味
が
あ
る
）。

さ
ら
に
そ
の
三
行
後
に
再
び
目
立
つ
「
塗
抹
」
部
分
が
来
る
が
、
そ
の
下
に

来
る
言
葉
は
「
洞
穴
が
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
塗
抹
部
分
に
続
い
て
マ
ル
消
し

が
続
く
た
め
、
奥
が
暗
く
入
り
口
が
半
円
の
「
洞
穴
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ

れ
る
。
そ
の
次
の
行
は
「
が
ら
ん
と
あ
い
て
い
る
。」
と
書
か
れ
る
が
、「
が
ら

ん
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
書
き
ぶ
り
は
、「
が
」
が
細
い
線
で
書
か
れ
、

「
ら
」「
ん
」
と
下
に
行
く
に
従
っ
て
線
が
濃
く
な
る
た
め
、
ま
さ
に
そ
の
音
が

空
っ
ぽ
の
空
間
か
ら
こ
ち
ら
に
し
っ
か
り
響
い
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
字
で

具
象
化
し
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
「
あ
い
て
い
る
。」
の
「
あ
」
の
字
が
上
下
方
向
に
潰

れ
、
続
く
「
い
」
の
間
の
ス
ペ
ー
ス
が
広
く
と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に
も

し
っ
か
り
穴
が
開
い
て
い
る
。
そ
の
次
の
行
に
も
ま
た
塗
抹
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
「
そ
こ
か
ら
淵
沢
川
が
沢
川
が
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
縦
方
向
で
は
あ
る

が
こ
れ
も
流
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
塗
抹
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
二
行

後
の
「
滝
に
な
っ
て
ひ
の
き
ひ
の
き
」
と
い
う
塗
抹
箇
所
は
、
樹
と
い
う
滝
と

同
じ
く
縦
方
向
に
伸
び
る
イ
メ
ー
ジ
と
「
ひ
の
き
」
と
い
う
後
の
上
に
来
て
い

る
た
め
、
樹
の
上
の
方
に
葉
が
茂
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
さ
え
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
そ
の
二
行
後
は
ま
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
含
む
「
ご
う
と
落
落
ち
て
く
る
。」

が
来
る
が
、
こ
こ
も
五
行
前
の
「
が
ら
ん
」
と
同
様
に
「
ご
う
」
と
い
う
オ
ノ

マ
ト
ペ
が
行
頭
に
置
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
塗
抹
部
分
が
来
る
た
め
、「
ご

う
と
」
と
い
う
行
頭
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
部
分
だ
け
区
切
ら
れ
た
よ
う
に
際
立
た

さ
れ
て
い
る
。

二
枚
目
の
和
紙
か
ら
第
二
段
落
に
入
り
、「
中
山
街
道
は
こ
の
●
ご
ろ
」
と

あ
り
、「
ご
」
と
い
う
摩
擦
音
の
前
が
塗
抹
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
五
行
後
の

「
柵
柵
を
た
て
た
（
み
ち
に
）
た
て
た
」
で
は
、「
柵
を
」
と
い
う
部
分
の
上
に

マ
ル
消
し
、
下
に
は
見
せ
消
ち
が
来
る
た
め
、
そ
の
塗
抹
の
隙
間
の
空
き
工
合

が
ま
さ
に
「
柵
」
と
い
う
障
害
物
の
空
間
的
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
。
同
様

に
、
そ
の
四
行
後
の
「
方
で
風
が
●
山
の
頂
を
」
と
い
う
塗
抹
部
分
で
も
、
風

の
流
れ
が
そ
の
薄
い
線
に
よ
る
斜
め
の
塗
抹
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
塗
抹
が
最
も
意
図
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
最
後

の
「
け
む
り
を
立
て
ゝ
ゐ
る
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
な
め
と
こ
山
の
大
空
滝

だ
。」
の
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
は
、

〔
引
用
㉛
〕
※
巻
末
一
〇
八
頁
【
図
版
Ｃ
】
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も
の
が
山
を
う
ご
い
て
落
ち

て
■
■
■
■
け
む
り
を

立
て
て
ゐ
る
■
■
の
が

■
■
■
■
■
■
■
わ
か
る
。

■
■
■
そ
れ
が
●
な
め

と
こ
山
の
■
■
■

大
空
滝
だ
。

（
※
■
は
縦
線
で
入
念
に
塗
抹
さ
れ
た
部
分
）

と
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
（
白
く
は
な
い
が
）「
細
長
い
も
の
が
山
を
う
ご
い

て
落
ち
て
け
む
り
を
立
て
ゝ
ゐ
る
」
様
、
改
行
で
強
調
さ
れ
た
「
大
空
滝
」
の

風
景
が
、
塗
抹
に
よ
っ
て
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
青
い
コ
ン
テ
使
用
の
意
味

こ
う
し
た
視
覚
的
効
果
の
指
摘
は
、
そ
れ
が
主
と
し
て
失
敗
部
分
で
あ
ろ
う

「
塗
抹
」
に
依
拠
し
た
も
の
が
多
い
の
で
、
牽
強
付
会
に
も
思
え
る
こ
と
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
「
言
葉
書
」
作
品
の
大
き
な
特
徴
は
、
途
中
で
書
記
ツ
ー

ル
が
黒
の
木
炭
か
ら
青
の
コ
ン
テ
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
美
術
評
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論
家
の
秋
元
雄
史
が
「
こ
の
変
化
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
。
わ
か
ら
ず
じ
ま
い

で
あ
る（

90
）」

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
解
釈
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
読
み
取
り
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
有
一
が
こ
の
童
話
全
文
（
約
七
千
字
）
を
書

写
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
有
一
が
一
連
の
言
葉
書
《
宮
沢
賢
治
詩
�な
め
と
こ
山
の
熊
》

の
制
作
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
一
九
八
五
年
五
月
は
じ
め
で
あ
り
、
六
月
に
入

っ
て
体
調
を
崩
し
て
最
後
と
な
る
入
院
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
に
は
、
戻
っ
て

か
ら
ま
た
こ
の
言
葉
書
が
再
開
で
き
る
よ
う
白
紙
を
仕
事
机
の
上
に
出
し
木
炭

の
入
っ
た
箱
を
置
い
た
ま
ま
で
入
院
し
、
結
局
六
月
一
五
日
、
帰
ら
ぬ
人
と
な

っ
た
。
全
文
書
写
す
る
つ
も
り
で
い
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
黒
の
木
炭
で
書
き
通

し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
下
書
き
の
段
階
で
、
全
体
を
区
切

り
の
い
い
部
分
に
わ
け
ら
れ
て
い
た
画
用
紙
全
三
一
枚
中
、
中
程
か
ら
終
わ
り

に
か
け
て
七
、
八
枚
の
画
用
紙
の
天
辺
に
は
青
い
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
青
い
コ
ン
テ
で
書
く
と
い
う
目
印
で
あ
っ
た（

91
）。

よ
っ
て
、
こ
の
色
の
変
更
は

意
図
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
重
要
な
の
は
、
有
一
が
青
い
コ
ン
テ
で
書
い

た
部
分
で
は
な
く
、
体
力
が
続
か
ず
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
続
き
の
部

分
に
あ
る
。「
青
」
は
、
賢
治
作
品
の
「
主
調
色（

92
）」（

中
原
中
也
）
で
あ
り
、

賢
治
短
歌
中
の
「
青
び
と
」
と
い
う
表
現
が
典
型
例
だ
が
、
賢
治
に
と
っ
て
生

と
死
の
あ
わ
い
を
象
徴
す
る
色
で
あ
る
。
死
期
を
悟
っ
た
有
一
が
こ
の
色
に
特

別
な
思
い
が
あ
っ
た
の
は
疑
い
得
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

黒
の
木
炭
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
で
の
「
青
」
に
関
す
る
表
現
は
、
前
出
の

「
青
黒
い
な
ま
こ
や
海
坊
主
の
よ
う
な
山
」「
青
黒
い
ト
ン
ネ
ル
の
中
」「
山
の

木
が
ま
だ
一
本
も
青
く
な
ら
な
い
こ
ろ
」
と
い
う
三
箇
所
で
、
青
い
コ
ン
テ
に

持
ち
替
え
て
か
ら
の
部
分
に
は
一
箇
所
も
な
い
。
し
か
し
、
書
写
さ
れ
な
か
っ

た
最
初
の
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

〔
引
用
㉜
〕

月
の
光
が
青
じ
ろ
く
山
の
斜
面
を
滑
っ
て
ゐ
た
。
そ
こ
が
丁
度
銀
の
鎧

の
や
う
に
光
っ
て
ゐ
る
の
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
た
っ
て
子
熊
が
云
っ
た
。

「
雪
で
な
け
ぁ
霜
だ
ね
え
。
き
っ
と
さ
う
だ
。」
ほ
ん
た
う
に
今
夜
は
霜
が

降
る
ぞ
、
お
月
さ
ま
の
近
く
で
胃コ

キ
ヱも

あ
ん
な
に
青
く
ふ
る
え
て
ゐ
る
し
第

一
お
月
さ
ま
の
い
ろ
だ
っ
て
ま
る
で
氷
の
や
う
だ
、
小
十
郎
が
ひ
と
り
で

思
っ
た
。

そ
の
後
、「
ま
っ
青
な
つ
る
つ
る
し
た
空
」「
水
は
ま
っ
青
に
淵
に
な
っ
た

り
」
と
い
っ
た
部
分
を
経
て
、
こ
の
童
話
の
大
団
円
で
、
そ
れ
ま
で
の
「
青
」

に
ま
つ
わ
る
伏
線
が
一
気
に
収
斂
す
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
引
用
㉝
〕

と
思
ふ
と
小
十
郎
は
が
あ
ん
と
頭
が
鳴
っ
て
ま
は
り
が
い
ち
め
ん
ま
っ
青

に
な
っ
た
。
〜
（
中
略
）
〜
も
う
お
れ
は
死
ん
だ
と
小
十
郎
は
思
っ
た
。

そ
し
て
ち
ら
ち
ら
ち
ら
ち
ら
青
い
星
の
や
う
な
光
が
そ
こ
ら
い
ち
め
ん
に

見
え
た
。
〜
（
中
略
）
〜
雪
は
青
白
く
明
る
く
水
は
燐
光
を
あ
げ
た
。
す

ば
る
や
参
の
星
が
緑
や
橙
に
ち
ら
ち
ら
し
て
呼
吸
を
す
る
や
う
に
見

え
た
。

ま
さ
に
「
青
」
は
今
や
死
ぬ
小
十
郎
を
象
徴
す
る
色
だ
っ
た
。
青
は
決
し
て

死
後
の
色
で
は
な
い
。「
青
黒
い
」
山
か
ら
始
ま
っ
た
童
話
は
「
青
白
い
」
月

光
の
表
象
へ
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
月
＝
天
＝
彼
岸
に
近
づ
い
て
い
る

こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
昇
天
す
な
わ
ち
死
期
が
迫
っ
て
い
る
こ

と
を
悟
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
井
上
有
一
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
自
分
の
状
態
を
象

徴
す
る
色
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
童
話
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
「
が
あ
ん
と
頭
が
鳴
っ
て
ま
は
り

が
い
ち
め
ん
ま
っ
青
に
な
っ
た
」「
青
く
ふ
る
え
て
ゐ
る
」「
ち
ら
ち
ら
ち
ら
ち

ら
青
い
星
の
や
う
な
光
」
と
い
っ
た
、
ガ
行
音
、「
鳴
る
」
と
い
う
音
の
発
生

を
示
す
言
葉
、「
ち
ら
ち
ら
ち
ら
ち
ら
」
と
い
う
振
動
を
示
す
反
復
さ
れ
る
オ
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ノ
マ
ト
ペ
な
ど
、
振
動
や
摩
擦
表
象
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
こ
で
言
及
し
た
童
話
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
賢
治
童

話
に
通
底
す
る
基
本
思
想
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
通
常
音
楽
に
関
連
づ
け
て
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
で
あ
れ
ば
、
音
楽
で
は
な

く
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
音
象
徴
と
し
て
の
「
ガ
行
音
」
で
示
さ
れ
る
「
擦
弦
音
」

を
主
に
、
多
様
な
様
相
に
お
け
る
「
摩
擦
」
表
象
で
統
一
さ
れ
て
い
る（

93
）。

井
上

有
一
は
明
ら
か
に
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
表
現
に
、
特
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
賢
治

が
こ
め
た
意
味
を
汲
み
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
言
葉
書
」
を
他
の
書
家
の
書
と
比
べ
た
と
き
に
よ
り
よ
く

理
解
さ
れ
る
。
賢
治
童
話
中
最
も
有
名
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
言
っ
て
よ
い
「
ど
っ

ど
ど
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
」
に
取
材
し
た
森
田
安
次
の
書
《
風
の

又
三
郎
》（
墨
・
紙
、
一
三
六
五
×
六
九
一
㎝
、
一
九
四
九
年
、
静
岡
県
立
美

術
館
蔵
）
を
例
に
と
ろ
う
。
森
田
は
「
風
の
又
三
郎
」
冒
頭
を
テ
ク
ス
ト
に
、

原
文
ど
お
り
の
四
行
に
加
え
、
さ
ら
に
「
ど
っ
ど
ど
�ど
ど
う
ど
ど
ど
う
ど
ど

ど
う
　
ど
っ
ど
ど
っ
ど
」
を
左
に
一
行
き
、
最
後
左
下
に
「
ど
っ
ど
ど
っ
ど
」

を
、
余
韻
の
よ
う
に
書
き
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
引
用
㉞
〕

ど
っ
ど
ど
�ど
ど
う
ど
�ど
ど
う
ど
�ど
ど
う

あ
あ
ま
い
ざ
く
ろ
も
吹
き
と
ば
せ

す
っ
ぱ
い
ざ
く
ろ
も
ふ
き
と
ば
せ

ど
っ
ど
ど
 ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う

ど
っ
ど
ど
�ど
ど
う
ど
ど
ど
う
ど
ど
ど
う
　
ど
っ
ど
ど
っ
ど

ど
っ
ど
ど
っ
ど

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
、
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
な
い
行

は
細
字
で
比
較
的
直
線
的
に
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
部
分

は
、
太
字
で
ゆ
っ
た
り
と
大
き
く
右
に
湾
曲
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
で
、
そ
れ
が
吹
い
て
く
る
「
風
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目

瞭
然
で
あ
る
。
前
出
・
栗
本
高
行
は
、
こ
の
書
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
る
。〔

引
用
㉟
〕

〜
宮
沢
賢
治
が
創
作
ノ
ー
ト
の
中
で
推
敲
を
重
ね
、
不
特
定
多
数
の
読
者

に
達
す
る
た
め
の
描
写
に
腐
心
し
た
テ
ク
ス
ト
に
、
再
び
一
人
の
読
者
の

主
観
が
注
入
さ
れ
、
い
つ
ま
で
も
尾
を
引
い
て
残
響
す
る
風
の
音
色
が
生

き
た
筆
跡
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
発
表
当
時
に
こ
れ
が
人
々
の
反
響

を
呼
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
単
に
作
者
の
主
観
を
押
し
つ
け
る
こ
と
な
く
、

童
話
の
鑑
賞
体
験
を
見
事
に
再
現
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
現
代
人
が
容

易
に
読
み
か
つ
親
し
む
こ
と
が
可
能
な
書
体
で
、
し
か
も
非
凡
な
造
形

感
覚
が
全
体
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
、
近
代
詩
文
書
の
金
字
塔
の
誕
生
で

あ
っ
た（

94
）。

こ
こ
で
は
、「
い
つ
ま
で
も
尾
を
引
い
て
残
響
す
る
風
の
音
色
」
と
い
う
形

容
が
あ
る
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
る
聴
覚
的
印
象
と
、（
そ
の
湾
曲
工
合

か
ら
察
す
る
に
）
ゆ
っ
た
り
と
吹
い
て
く
る
「
風
」
と
い
う
視
覚
的
印
象
と
の

結
合
が
「
音
色
」
と
い
う
表
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
森
田
と
い
う

「
一
人
の
読
者
の
主
観
」
＝
「
童
話
の
鑑
賞
体
験
」
に
は
、
こ
の
オ
ノ
マ
ト

ペ
＝
風
の
音
が
「
摩
擦
音
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
賢
治
の
原
文
で
は
、
こ
の
冒
頭
四
行
の
数
行
後
に
、
ふ
た
た
び
「
青

ぞ
ら
で
風
が
ど
う
と
鳴
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
風
は
決
し

て
心
地
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
さ
ら
に
そ
の
数
行
後
に
、
教
室
の
生
徒

二
人
が
び
っ
く
り
し
て
棒
立
ち
に
な
り
「
顔
を
見
合
せ
て
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
」、

一
人
は
泣
き
出
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

テ
ク
ス
ト
か
ら
直
感
さ
れ
る
べ
き
は
、
ま
ず
は
風
の
摩
擦
音
が
も
た
ら
す
振
動

に
よ
る
影
響
な
の
で
あ
る
が
、
森
田
の
書
か
ら
は
そ
れ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
摩
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擦
＝
振
動
が
あ
っ
て
こ
そ
の
音
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
な
る
視
覚
的
配
置
の

み
で
表
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
残
念
な
が
ら
井
上
有
一
は
、
そ
こ
に

「
デ
ク
ノ
ボ
ウ
の
精
神
」
を
看
取
し
な
か
っ
た
か
ら
か
、「
風
の
又
三
郎
」
あ
る

い
は
「
風
野
又
三
郎
」
に
取
材
し
た
「
言
葉
書
」
を
遺
し
て
い
な
い
が
、
も
し

彼
が
コ
ン
テ
で
「
言
葉
書
」
を
遺
し
て
い
た
ら
ど
の
よ
う
な
筆
致
に
な
っ
た
の

か
を
想
像
す
る
こ
と
は
容
易
く
、「
近
代
詩
文
書
の
金
字
塔
」
た
る
森
田
の
書
と

ど
ち
ら
が
賢
治
童
話
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る
か
は
、
も
は
や
自
ず
と
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

結
語

前
出
・
今
福
龍
太
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
引
い
て
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、（
駄
洒

落
を
含
む
）
言
葉
遊
び
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
代
表
さ
れ
る
言
語
の
模
倣
的
な
も
の

は
、「
人
間
の
原
初
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
感
覚
」
＝
「
模
倣
の
能
力
」
に
由
来
す

る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
前
出
ア
ラ
ン
が
そ
の
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
に
「
文
体

〔
ス
テ
ィ
ル
〕
は
、
蝋
に
文
字
を
彫
り
つ
け
て
い
た
道
具
、
ス
テ
ィ
ロ
ス
を
思

い
出
さ
せ
る（

95
）」

と
前
置
き
し
、
デ
リ
ダ
が
「
style（
文
体
）」
＝
「
style（
尖

筆
）」（
あ
る
い
は
「
stylet（
細
身
の
短
剣
）」
等
）
や
、「
éperon」
と
い
う

語
が
も
つ
多
様
な
意
味
・
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
ま
え
て
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
の

も
、
ま
さ
に
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
感
覚
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
宮
澤
賢
治

が
風
の
音
を
聞
い
て
「
ど
っ
ど
ど
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
」
と
い
う

オ
ノ
マ
ト
ペ
を
生
み
出
し
た
の
も
こ
の
「
原
初
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
感
覚
」
に
依

る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
風
の
摩
擦
音
が
身
体
に
直
接
も
た
ら
し

た
振
動
を
賢
治
が
実
感
し
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

宮
澤
賢
治
も
そ
し
て
井
上
有
一
も
、
念
仏
や
唱
題
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
共
振

感
覚
に
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
当
た
り
前
の
よ
う
に
馴
染
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
言
葉

の
「
意
味
」
よ
り
も
音
＝
振
動
が
先
ん
じ
て
い
る
と
い
う
実
感
で
あ
り
、
筆
墨

よ
り
も
摩
擦
が
生
じ
や
す
い
コ
ン
テ
や
木
炭
に
よ
る
「
言
葉
書
」
は
、
そ
の

「
éperon」
に
よ
っ
て
切
り
刻
む
よ
う
な
筆
触
を
常
に
敏
感
に
感
じ
取
る
た
め

の
表
現
方
法
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
石
川
九
楊
が
賢
治
の
書
に
看
取
し
た
、
身
も
だ
え
す
る

よ
う
に
発
語
す
る
人
間
に
必
須
の
身
振
り
」
と
し
て
の
「「
ウ
ネ
ウ
ネ
」
の
蠕

動
運
動
を
と
ど
め
た
字
姿
」
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
前
掲
・

今
福
の
言
（
引
用
）
を
再
び
借
り
れ
ば
、「
生
涯
の
最
後
に
動
物
的
な
リ
ア
リ

テ
ィ
に
触
れ
よ
う
と
」
す
る
「
手
と
打
ち
震
え
る
指
先
」
に
よ
る
「
言
語
記
号

と
し
て
の
文
字
へ
反
逆
行
為
」
と
し
て
の
井
上
有
一
の
「
言
葉
書
」
が
依
拠
す

る
も
の
は
、
ア
ラ
ン
の
言
う
「
動
物
人
間
」
感
覚
＝
「
原
初
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー

感
覚
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
コ
ン
テ
や
木
炭
の
筆
触
に
よ
っ
て

「
ご
つ
ご
つ
し
た
と
こ
ろ
、
ざ
ら
ざ
ら
し
た
と
こ
ろ
」
と
い
っ
た
摩
擦
が
生
じ

る
と
こ
ろ
に
生
起
し
、
振
動
に
よ
る
体
液
の
波
立
ち
＝
「
動
物
的
な
う
ね
り
」

を
わ
れ
わ
れ
に
感
受
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
間
の
存
在
を
告
げ
て
く
れ

る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
覚
に
は
大
人
よ
り
も
子
ど
も
の
方
が
圧

倒
的
に
近
い
こ
と
へ
の
注
意
を
促
さ
な
く
て
も
、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
な
ぜ
宮
澤
賢
治
が
童
話
と
い
う
形
式
を
と
り
、
独
特
の
オ

ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
て
人
と
動
物
と
の
交
感
を
描
い
た
か
は
、
そ
し
て
、
な
ぜ
井

上
有
一
が
賢
治
童
話
を
言
葉
書
き
し
た
か
は
、
も
は
や
自
明
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
井
上
有
一
が
言
葉
書
の
テ
ク
ス
ト
に
選
ん
だ
四
つ
の
賢
治
童
話
に
看

取
し
た
と
い
う
「
デ
ク
ノ
ボ
ウ
の
精
神
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
賢
治
研
究
の

泰
斗
の
一
人
・
原
子
朗
は
、
賢
治
の
「
自
己
の
内
な
る
二
極
、
修
羅
と
ま
こ
と

の
壮
絶
な
格
闘
」
と
い
う
「
そ
の
内
面
の
劇
の
帰
結
点
が
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
で
あ

る
と
い
う
理
解
を
抜
き
に
し
て
は
、（
詩
と
い
う
よ
り
は
「
内
的
偈
」
と
し
て

の
）「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
示
さ
れ
た
デ
ク
ノ
ボ
ー
に
な
り
た
い
と
い
う
賢
治

の
直
接
的
願
望
の
理
解
は
叶
わ
な
い
と
し
、
童
話
「
祭
の
晩
」
の
山
男
や
童
話

「
虔
十
公
園
林
」
の
虔
十
な
ど
、
悲
し
み
の
感
情
を
共
有
す
る
こ
れ
ら
主
人
公

た
ち
が
「
賢
治
の
抱
懐
す
る
デ
ク
ノ
ボ
ー
像
の
そ
の
時
ど
き
の
分蝕
身蝕
」
で
あ
っ
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た
と
し
て
い
る（

96
）。

宮
澤
賢
治
の
「
農
業
芸
術
概
論
」
の
有
名
な
言
葉
「
職
業
芸

術
家
は
一
度
亡
び
ね
ば
な
ら
ぬ
。
誰
人
も
み
な
芸
術
家
た
る
感
受
を
な
せ
」
を

引
き
、
さ
ら
に
「
反
逆
。
反
逆
か
ら
の
み
、
新
し
い
現
代
の
書
芸
術
は
、
生
ま

れ
て
く
る
で
あ
ろ
う（

97
）」

と
お
書
家
達
・
書
壇
を
徹
底
的
に
否
定
し
よ
う
と
し
た

井
上
有
一
は
、
い
わ
ば
こ
う
し
た
「
修
羅
」
を
体
現
し
て
お
り
、
そ
の
心
中
に

も
、
原
の
指
摘
す
る
「
修
羅
」
と
「
ま
こ
と
」
の
「
格
闘
」
＝
「
摩
擦
」
と
い

う
「
内
面
の
劇
」
が
抱
懐
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

な
ら
ば
こ
う
し
た
「
内
面
の
劇
」
の
帰
結
点
た
る
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
に
は
ど

の
よ
う
に
し
て
至
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
、「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に

も
「
た
の
む
は
／
ま
こ
と
／
ひ
と
つ
」
と
あ
る
、「
ま
こ
と
」
に
あ
る
。
賢
治

が
「
わ
が
索
む
る
は
ま
こ
と
の
こ
と
ば
／
雨
の
中
な
る
真
言
な
り
」（
文
語
詩

「
早
春
」）
と
書
い
た
よ
う
に
、「
ま
こ
と
の
こ
と
ば
」
と
は
「
真
言
」
で
も
あ

る
。
真
言
と
は
前
掲
（
註
46
参
照
）
の
よ
う
に
、
マ
ン
ト
ラ
＝
呪
文
で
あ
り
、

日
蓮
宗
、
就
中
国
柱
会
で
最
重
要
視
さ
れ
た
「
唱
題
」
同
様
、
意
味
の
理
解
で

は
な
く
そ
の
発
音
行
為
そ
の
も
の
の
謂
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
「
デ
ク
ノ
ボ
ウ
の
精
神
」
を
宮
澤
賢
治
と
共
有
し
た
井
上
有
一

は
、
ア
ラ
ン
の
言
う
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
書
体
が
も
つ
「
肉
体
の
性
質
か

ら
離
れ
た
抽
象
的
思
考
」
と
そ
う
で
な
い
筆
致
の
「
規
制
を
も
の
と
も
し
な
い

奔
放
さ
、
少
し
も
自
制
で
き
な
い
力
」
と
い
う
「
二
つ
の
相
反
す
る
欠
陥
」
を

止
揚
す
る
も
の
と
し
て
の
「
芸
術
家
の
芸
」
を
、
ど
の
よ
う
に
発
揮
し
た
の

か
。
ま
さ
に
、
経
文
書
写
か
ら
出
発
し
、
抽
象
表
現
、
一
字
書
、
多
文
字
書
を

経
て
、
最
終
的
に
言
葉
書
に
至
る
井
上
有
一
の
書
業
の
全
道
程
中
、
不
変
だ
っ

た
の
は
「
口
か
ら
出
る
言
葉
を
書
き
つ
け
」
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
文
化
人
類
学

者
・
川
田
順
造
に
よ
れ
ば
、
声
は
、「
意
味
す
る
も
の
と
意
味
さ
れ
る
も
の
と

の
あ
い
だ
に
心
情
的
に
よ
り
直
接
の
、
つ
ま
り
よ
り
有
契
的
な
関
係
を
つ
く
り

う
る（

98
）」

わ
け
だ
が
、
ま
さ
に
、
有
一
に
と
っ
て
、
抽
象
化
さ
れ
た
記
号
で
あ
る

文
字
と
の
い
わ
ば
有
契
的
な
関
係
を
生
み
出
す
た
め
に
「
欠か

く
」
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
が
、
発
語
と
筆
触
が
一
体
と
な
っ
た
言
葉
書
き
に
よ
っ
て
「
ま
こ

と
」
を
刻
み
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
有
一
は
、「
書か

く
・
画か

く
・
搔か

く
」
人
＝
「
摩
擦
の
人
」
で
あ
り
、
賢
治
同
様
「
摩
擦
の
劇ド

ラ
マ」

を
創
造
し
た
の

で
あ
る
。

註
（
１
）
石
川
九
楊
『
近
代
書
史
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
四
一
一
頁
。

（
２
）
同
前
、
四
一
三
頁
。
ち
な
み
に
、
井
上
有
一
は
、
書
家
・
江
口
草
玄
と
の
対
話
（
一

九
六
七
年
）
で
、
日
蓮
宗
の
い
わ
ゆ
る
「
髭
曼
荼
羅
」
に
つ
い
て
、
日
蓮
自
身
の
書

に
よ
る
本
物
と
そ
う
で
な
い
偽
物
と
の
違
い
と
し
て
、
雄
大
さ
と
迫
力
を
挙
げ
て
い

る
。
海
上
雅
臣
編
『
書
の
解
放
と
は
─
─
井
上
有
一
全
文
集
日
々
の
絶
筆
増
補
新
版
』

（
芸
術
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）
三
五
〇
頁
参
照
。

（
３
）
同
前
、
四
一
二
〜
四
一
三
頁
。

（
４
）
こ
の
詩
の
構
造
分
析
と
賢
治
の
農
民
芸
術
概
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙

稿
で
詳
述
し
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
木
村
直
弘
「
宮
澤
賢
治
〈
農
民
芸
術
概
論
〉

の
地
平
─
─
「
多
様
ノ
統
一
ノ
原
理
」
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（『
岩
手
大
学
教
育
学
部

研
究
年
報
』
第
七
〇
巻
、
二
〇
一
一
年
）
一
七
〜
四
三
頁
。

（
５
）
石
川
九
楊
『
書
─
─
筆
蝕
の
宇
宙
を
読
み
解
く
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
）

九
頁
。

（
６
）
吉
本
隆
明
・
石
川
九
楊
対
談
『
書
�文
字
�ア
ジ
ア
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
二

三
〜
二
四
頁
。

（
７
）
高
村
光
太
郎
「
書
に
つ
い
て
」（『
高
村
光
太
郎
全
集
�増
補
版
』
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
九
五
年
）
三
五
九
頁
。

（
８
）
吉
本
・
石
川
、
前
掲
書
、
七
四
〜
七
五
頁
。

（
９
）
田
宮
文
平
「
高
村
光
太
郎
『
海
に
し
て
』」（
同
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
歴
史
の
中
の

「
書
」』
43
http://w
w
w
.all-japan-arts.com
/rekishi/1105rekishi.htm
l、
二
〇
一

七
年
三
月
末
日
現
在
）

（
10
）
石
川
九
楊
『
誰
も
文
字
な
ど
書
い
て
は
い
な
い
』（
二
玄
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三
〇
〜

三
一
頁
。

（
11
）
石
川
九
楊
『
失
わ
れ
た
書
を
求
め
て
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
頁
。

（
12
）
同
前
、
五
三
頁
。

（
13
）
ア
ラ
ン
「
三
〇
　
文
体
の
ご
つ
ご
つ
し
た
と
こ
ろ
」（『
ア
ラ
ン
著
作
集
８
�文
学
折
り

に
ふ
れ
て
』
杉
本
秀
太
郎
訳
、
白
水
社
、
一
九
九
七
年
）
一
一
四
〜
一
一
七
頁
。
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（
14
）
同
前
、
一
一
六
〜
一
一
七
頁
。

（
15
）
ア
ラ
ン
「
五
〇
　
書
体
」（『
ア
ラ
ン
著
作
集
３
�感
情
�情
念
�表
徴
』
古
賀
照
一
訳
、
白

水
社
、
一
九
九
七
年
）
一
七
九
〜
一
八
〇
頁
。

（
16
）
東
田
直
樹
『
続
・
自
閉
症
の
僕
が
跳
び
は
ね
る
理
由
─
─
会
話
の
で
き
な
い
高
校
生

が
た
ど
る
心
の
軌
跡
』（
エ
ス
コ
ア
ー
ル
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
頁
。

（
17
）
東
田
直
樹
『
自
閉
症
の
僕
が
跳
び
は
ね
る
理
由
─
─
会
話
の
で
き
な
い
中
学
生
が
つ

づ
る
内
な
る
心
』（
エ
ス
コ
ア
ー
ル
出
版
部
、
二
〇
〇
七
年
）
一
二
頁
。

（
18
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
尖
筆
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
─
─
ニ
ー
チ
ェ
・
女
・
真
理
』（
白

井
健
三
郎
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
三
六
頁
。

（
19
）
同
前
、
三
四
〜
三
五
頁
。

（
20
）
石
川
九
楊
『
筆
蝕
の
構
造
─
─
書
く
こ
と
の
現
象
学
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
／

文
庫
版
：
二
〇
〇
三
年
）
一
九
二
頁
。

（
21
）
吉
本
・
石
川
、
前
掲
書
、
一
六
頁
。

（
22
）
デ
リ
ダ
、
前
掲
書
、
三
七
〜
三
八
頁
。
認
知
心
理
学
や
脳
神
経
学
の
分
野
で
は
、
タ
イ
ピ

ン
グ
よ
り
手
書
き
の
方
が
神
経
回
路
が
活
性
化
す
る
と
い
う
研
究
成
果
も
公
に
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
Karin�H.�JA
M
ES�&
�Laura�ENGEL-

HA
RDTA
,�"The�Effects�of�Handw
riting�Experience�on�Functional�Brain�Devel-

opm
ent�in�Pre-literate�Children,"�

,

V
ol.1,�N
o.1,�2012,�pp.�32–42.（
http://dx.doi.org/10.1016/j.tine.2012.08.001）

（
23
）
東
田
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
四
〜
一
五
頁
。

（
24
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
「
こ
こ
ろ
の
時
代
〜
愚
徹
を
書
く
」（
一
九
八
四
年
四
月
一
五
日

放
送
。
糸
井
重
里
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
含
む
）
中
の
映
像
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
大
き
な
井

上
有
一
：
Y
u-ichi�w
orks�1955-85」（
ウ
ナ
ッ
ク
ト
ウ
キ
ョ
ウ
、
二
〇
〇
一
年
）
に

一
部
に
収
録
。
な
お
、
こ
の
時
の
制
作
と
作
品
の
様
子
は
、
海
上
雅
臣
監
修
『
井
上

有
一
─
─
書
の
破
壊
と
創
造
』（「
別
冊
太
陽
�日
本
の
こ
こ
ろ
」
２
３
５
、
平
凡
社
、

二
〇
一
六
年
、
八
七
頁
）
所
収
の
写
真
で
も
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
有
一
死
後

三
年
目
の
一
九
八
九
年
二
月
二
八
日
〜
三
月
二
六
日
に
京
都
国
立
近
代
美
術
館
で
回

顧
展
「
大
き
な
井
上
有
一
」
展
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
国
内
七
つ
の
国
公
立
美
術
館

を
巡
回
し
た
。
こ
の
ビ
デ
オ
は
そ
の
う
ち
、
一
九
九
四
年
一
月
八
日
〜
二
月
一
三
日

に
郡
山
市
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
の
記
録
で
あ
る
。

（
25
）
こ
の
時
代
の
作
品
は
、
ボ
ン
ド
を
墨
に
ま
ぜ
た
「
ボ
ン
ド
墨
」
に
よ
る
も
の
と
解
説

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
北
見
音
丸
に
よ
れ
ば
、
ボ
ン
ド
の
使
用
量
は
含
有
が

確
認
で
き
な
い
ほ
ど
少
量
で
あ
っ
た
。
大
き
い
字
を
書
く
た
め
に
は
大
量
の
墨
を
必

要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
有
一
は
基
本
的
に
は
、
水
に
溶
け
や
す
く
、
乾
き
が
早
い
練

墨
を
用
い
て
い
た
。
北
見
音
丸
「
井
上
有
一
作
品
に
お
け
る
素
材
と
技
法
の
考
察
」

T
rends�in�N

euroscience�and�Education

（
秋
元
雄
史
編
『
井
上
有
一
�1955-1985�:�A
�Retrospective�Y
u-ichi�Inoue�1955-

1985』
一
般
財
団
法
人
世
界
紙
文
化
遺
産
支
援
財
団
�紙
守
、
二
〇
一
六
年
）
二
四
二

頁
参
照
。

（
26
）
井
上
有
一
「
な
ぜ
「
言
葉
」
書
き
か
」、
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』
八
二
頁
。

（
27
）
井
上
有
一
「
ぼ
く
の
一
字
書
」、
同
前
、
七
〇
〜
七
一
頁
。

（
28
）
井
上
有
一
に
は
、
一
九
七
〇
年
に
出
会
っ
て
以
来
そ
の
最
大
の
支
援
者
・
理
解
者
で

あ
る
美
術
評
論
家
・
海
上
雅
臣
に
よ
っ
て
十
年
が
か
り
で
完
成
さ
れ
た
全
三
巻
・
総

頁
二
〇
〇
〇
頁
を
越
え
る
五
〇
〇
部
限
定
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
『
井
上
有
一
全
書

業
／
編
年
解
題
総
図
録
』（
U
N
A
C�T
O
K
Y
O
、
一
九
九
六
〜
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る

（
井
上
有
一
作
品
全
三
二
二
八
点
が
収
録
。
現
在
補
巻
が
編
集
中
）。
本
稿
も
作
品
番

号
表
記
は
こ
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
に
倣
っ
て
（
Ｃ
Ｒ
№
〜
）
と
表
記
す
る
。

（
29
）
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
一
〇
一
〜
一
〇
二
頁
。

（
30
）
同
前
、
四
四
頁
。

（
31
）
同
前
、
一
〇
〇
頁
。

（
32
）
同
前
、
九
七
〜
九
八
頁
。
ち
な
み
に
、
岸
田
今
日
子
に
よ
る
大
岡
昇
平
の
短
編
小
説

『
鷹
』
の
朗
読
も
含
め
た
こ
の
時
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
作
品
集
『
ポ
ー
タ
ブ
ル
エ

キ
シ
ビ
シ
ョ
ン
�鷹
』（
ウ
ナ
ッ
ク
ト
ウ
キ
ョ
ウ
、
一
九
八
二
年
）
所
収
の
Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー

ド
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曲
に
つ
い
て
は
、
作
曲
者
に
よ
る
以
下
の
エ
ッ
セ
イ

も
参
照
の
こ
と
。
一
柳
慧
「
十
七
絃
箏
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
チ
ェ
ロ
の
た
め
の
「
邂

逅
EN
CO
U
N
T
ER」
に
つ
い
て
」（『
六
月
の
風
』
第
四
七
号
、
一
九
八
二
年
、
五
〜

六
頁
）。

（
33
）
同
前
、
五
〇
〜
六
一
頁
。

（
34
）
同
前
、
五
五
〜
五
六
頁
。

（
35
）
石
川
九
楊
『
書
と
は
ど
う
い
う
芸
術
か
─
─
筆
蝕
の
美
学
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九

四
年
）
五
三
頁
。

（
36
）
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
『
近
代
絵
画
史
』（
大
岡
信
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
六
二

年
）
二
四
八
頁
。

（
37
）
同
前
、
二
五
二
頁
。

（
38
）
同
前
、
二
四
九
、
二
五
二
頁
。
ち
な
み
に
、《
愚
徹
Ｃ
》
の
図
版
は
二
四
九
頁
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
タ
イ
ト
ル
は
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
「
デ
ッ
サ
ン
　
１
９

５
６
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

（
39
）
海
上
雅
臣
編
『
井
上
有
一
全
書
業
／
編
年
解
題
総
図
録
�第
三
巻
（
一
九
七
七
〜
一
九

八
五
）』（
U
N
A
C�T
O
K
Y
O
、
一
九
九
六
年
）
五
八
二
〜
五
八
六
頁
参
照
。

（
40
）
巻
末
一
〇
七
頁
【
図
版
Ａ
】（
秋
元
編
、
前
掲
書
、
三
〇
七
頁
よ
り
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
41
）
栗
本
高
行
「
井
上
有
一
作
品
と
三
つ
の
カ
タ
カ
ナ
」、
秋
元
編
、
前
掲
書
、
四
九
頁
。
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（
42
）
同
前
、
四
八
頁
。

（
43
）
栗
本
高
行
『
墨
痕
─
─
書
芸
術
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
胎
動
』（
森
話
社
、
二
〇
一

六
年
）
二
六
一
頁
。

（
44
）
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
三
八
頁
参
照
。

（
45
）
栗
本
、
前
掲
書
、
二
六
三
頁
。

（
46
）
海
上
雅
臣
「
遺
偈
と
白
紙
の
絶
筆
─
─
井
上
有
一
の
千
日
行
」（
海
上
雅
臣
編
『
井
上

有
一
絶
筆
行
』
U
nac�T
okyo、
一
九
九
六
年
）
二
〇
頁
。
ち
な
み
に
、
お
経
は
基
本

的
に
漢
文
だ
が
、
梵
語
の
音
を
漢
字
に
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
読
経
と
は
文
の

意
味
で
は
な
く
音
を
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
古
代
イ
ン

ド
の
呪
文
で
あ
っ
た
マ
ン
ト
ラ
（
真
言
）
と
は
、
音
＝
振
動
で
あ
る
が
ゆ
え
に
効

き
目
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
詳
し
く
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
Ｊ
・

Ｅ
・
ベ
ー
レ
ン
ト
『
世
界
は
音
─
─
ナ
ー
ダ
・
ブ
ラ
フ
マ
ー
』（
人
文
書
院
、
一
九

八
六
年
）。

（
47
）
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
『
抽
象
芸
術
論
─
─
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
�改
訂
版
』

（
西
田
秀
穂
訳
、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
四
九
〜
五
〇
頁
。

（
48
）
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
へ
の
神
智
学
の
影
響
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
シ
ク
ス
テ
ン
・
リ

ン
グ
ボ
ム
『
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
─
─
抽
象
絵
画
と
神
秘
思
想
』（
松
本
透
訳
、
平
凡

社
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
ち
な
み
に
、
リ
ン
グ
ボ
ム
は
、
引
用
⑲
の
箇

所
に
つ
い
て
、
こ
の
『
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
る
も
の
』
の
「
全
体
を
通
じ
て
も

っ
と
も
わ
か
り
に
く
い
一
節
」（
一
五
二
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
49
）
同
前
、
訳
者
解
説
、
二
八
頁
参
照
。

（
50
）
吉
本
＆
石
川
、
前
掲
書
、
一
三
八
頁
。

（
51
）
井
上
有
一
は
や
は
り
怖
い
教
師
だ
っ
た
よ
う
だ
。
小
学
校
時
代
の
教
え
子
に
い
か
り

や
長
介
（
本
名
：
碇
矢
長
一
）
や
加
山
雄
三
（
本
名
：
池
端
直
亮
）
が
い
る
が
、
有

一
自
身
、
碇
矢
の
顔
を
よ
く
殴
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
、
テ
レ
ビ
で
い
か
り
や
が

よ
く
殴
る
の
は
自
分
の
影
響
だ
と
反
省
し
て
い
る
（
井
上
有
一
「
戦
中
教
師
余
話
」、

前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
二
九
五
頁
参
照
）。
ち
な
み
に
加
山
の
方
も
「
思
い
出
し

た
り
語
っ
た
り
す
る
こ
と
も
嫌
だ
」
と
言
う
く
ら
い
有
一
を
恐
れ
て
い
る
と
い
う

（
海
上
、『
井
上
有
一
』
一
七
〇
〜
一
七
二
頁
参
照
）。

（
52
）
海
上
雅
臣
『
井
上
有
一
―
―
書
は
万
人
の
芸
術
で
あ
る
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

〇
五
年
）、
一
六
六
頁
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
海
上
は
、

有
一
の
コ
ン
テ
書
に
つ
い
て
「
学
校
の
黒
板
に
チ
ョ
ー
ク
で
書
い
て
い
た
と
き
の
感

触
を
思
い
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
も
付
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
有
一
は

「
私
は
朗
読
も
や
る
ん
で
す
」（
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
一
〇
一
頁
）
と
明
言
し
て

い
る
。

（
53
）
同
前
、
八
七
頁
、
海
上
、
前
掲
『
井
上
有
一
絶
筆
行
』、
二
〇
〜
二
一
頁
、
お
よ
び
、

海
上
雅
臣
『
愚
徹
・
井
上
有
一
の
一
周
忌
』（『
文
芸
春
秋
』
第
六
四
巻
第
七
号
、
一

九
八
六
年
）
三
五
三
頁
参
照
。
ち
な
み
に
有
一
は
、
復
原
版
手
帳
が
収
め
ら
れ
た
上

製
箱
の
梱
包
箱
の
表
に
、「
宮
沢
賢
治
／
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
の
手
帳
／
（
塗
抹
）
／
（
塗

抹
）
／
（
塗
抹
）
一
九
六
七
・
二
・
二
　
入
手
　
有
一
／
奇
シ
ク
モ
賢
治
ノ
雨
ニ
モ

ノ
詩
ハ
十
一
月
三
日
ナ
リ
。
限
定
版
一
五
八
番
」
と
墨
書
き
し
て
い
る
。
手
帳
は
、

ま
さ
に
お
守
り
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
常
に
携
帯
さ
れ
て
い
た

と
は
思
え
な
い
ほ
ど
新
品
に
近
い
状
態
で
あ
る
。

（
54
）
井
上
有
一
「
私
の
作
歴
―
―
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
五
六
年
ま
で
―
―
」、
前
掲
『
書

の
解
放
と
は
』、
三
八
〜
三
九
頁
。

（
55
）
海
上
、
前
掲
『
井
上
有
一
絶
筆
行
』、
一
二
頁
参
照
。
ち
な
み
に
海
上
と
有
一
と
の
出

会
い
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
小
島
信
夫
『
Ｘ
氏
と
の
対
話
』（
立
風
書
房
、

一
九
九
七
年
）
六
四
〜
六
六
頁
（
書
名
に
あ
る
「
Ｘ
氏
」
と
は
海
上
の
こ
と
で
あ
る
）。

（
56
）
宮
澤
清
六
『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
）
二
三
八
頁
参
照
。
実
際

の
遺
布
本
奥
付
前
の
最
終
頁
の
上
段
に
は
、「
合
掌
／
私
の
全
生
涯
の
仕
事
は
此
経
を

あ
／
な
た
の
御
手
許
に
届
け
そ
し
て
其
／
中
に
あ
る
佛
意
に
触
れ
て
あ
な
た
／
が
無

上
道
に
入
ら
れ
ん
事
を
御
願
／
ひ
す
る
の
外
あ
り
ま
せ
ん
／
／
昭
和
八
年
九
月
二
十

一
日
／
／
臨
終
の
日
に
於
て
／
宮
澤
賢
治
」、
下
段
に
は
、「
以
上
は
兄
の
全
生
涯
中

最
大
の
希
望
／
で
あ
り
又
私
共
に
依
托
せ
ら
れ
た
最
／
重
要
の
任
務
で
も
あ
り
ま
す

の
で
今
／
刊
行
に
當
り
て
／
謹
ん
で
兄
の
意
志
に
よ
り
て
尊
下
に
／
呈
上
致
し
ま

す
／
／
宮
澤
清
六
」
と
あ
る
。

（
57
）
山
口
昌
男
・
中
沢
新
一
・
糸
井
重
里
・
重
田
良
一
・
海
上
雅
臣
・
高
橋
睦
郎
「
井
上
有

一
の
世
界
」（『
現
代
詩
手
帖
』
第
二
九
巻
第
六
号
、
一
九
八
六
年
）
一
七
六
頁
参
照
。

（
58
）
海
上
、
前
掲
『
井
上
有
一
』、
八
七
頁
。

（
59
）
ち
な
み
に
、
こ
れ
だ
け
全
文
読
誦
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
色
の
表
紙
に
す
こ

し
だ
け
汚
れ
が
あ
る
く
ら
い
で
、
本
体
の
傷
み
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
巻
末
の

こ
れ
ら
の
書
き
込
み
以
外
の
頁
に
は
い
か
な
る
書
き
込
み
も
な
く
、
い
か
に
有
一
が

こ
の
経
本
を
大
切
に
読
誦
し
て
い
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
現
物
は
、
遺
族

か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
他
の
遺
品
と
と
も
に
現
在
ウ
ナ
ッ
ク
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
が
保

管
し
て
い
る
。「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
を
含
め
、
閲
覧
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
同

社
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
60
）
海
上
雅
臣
編
『
井
上
有
一
全
書
業
／
編
年
解
題
総
図
録
�第
一
巻
（
一
九
四
九
〜
一
九

六
九
）』（
U
N
A
C�T
O
K
Y
O
、
一
九
九
八
年
）
五
九
八
頁
。

（
61
）
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
三
五
〜
三
八
頁
参
照
。

（
62
）
井
上
有
一
「
書
の
解
放
」、
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
二
七
〜
二
八
頁
。
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（
63
）
海
上
、
前
掲
『
井
上
有
一
絶
筆
行
』、
二
二
頁
参
照
。

（
64
）
井
上
有
一
「
臨
書
へ
の
疑
問
」、
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
二
一
八
頁
。

（
65
）
井
上
有
一
「
古
典
を
習
う
」、
同
前
、
二
二
九
頁
。

（
66
）
井
上
有
一
「
ラ
ク
ガ
キ
」、
同
前
、
二
七
七
〜
二
七
八
頁
参
照
。

（
67
）
海
上
、
前
掲
『
井
上
有
一
絶
筆
行
』、
二
二
頁
参
照
。

（
68
）
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
三
一
九
〜
三
二
〇
頁
。

（
69
）
海
上
雅
臣
編
『
井
上
有
一
の
書
'49-'79』（
ウ
ナ
ッ
ク
ト
ウ
キ
ョ
ウ
、
一
九
八
〇
年
）、

頁
ノ
ン
ブ
ル
な
し
（
作
品
№
39
《
大
通
智
勝
仏
》
掲
載
頁
）。

（
70
）
吉
本
＆
石
川
、
前
掲
書
、
一
二
六
〜
一
二
九
頁
参
照
。
ち
な
み
に
、
美
術
評
論
家
・

菅
原
教
夫
も
、
賢
治
の
棒
線
に
よ
る
抹
消
と
訂
正
に
つ
い
て
は
「
ご
く
自
然
」
だ
が
、

有
一
の
そ
れ
は
「
作
為
的
」
と
述
べ
て
い
る
。
菅
原
教
夫
『
現
代
の
書
流
』（
読
売
新

聞
社
、
一
九
八
七
年
）
二
三
六
頁
参
照
。

（
71
）
吉
本
＆
石
川
、
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。

（
72
）
吉
本
＆
石
川
、
前
掲
書
、
一
三
二
頁
。

（
73
）
栗
本
、
前
掲
書
、
三
〇
六
〜
三
〇
九
頁
参
照
。

（
74
）
同
前
、
三
一
六
頁
。

（
75
）
井
上
有
一
「
願
氏
家
廟
碑
を
原
寸
全
臨
す
る
」、
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
二
三
六
頁
。

（
76
）
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
二
三
五
頁
。
ち
な
み
に
、《
顔
氏
家
廟
碑
》
に
は
第
一
稿

と
第
二
稿
が
あ
り
、
前
者
は
、
実
物
よ
り
大
き
な
文
字
、
後
者
は
「
背
臨
」
の
作
法
、

す
な
わ
ち
お
手
本
を
見
ず
に
（
第
一
稿
の
時
の
）
記
憶
に
の
み
拠
り
つ
つ
、
原
寸
大

で
書
か
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
栗
本
、
前
掲
書
、
三
一
五
頁
参
照
。

（
77
）
例
え
ば
、
田
守
育
啓
『
賢
治
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
謎
を
解
く
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
〇

年
）、
杉
田
淳
子
編
『
宮
沢
賢
治
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
集
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
年
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
78
）『
書
の
解
放
と
は
』、
二
八
頁
。

（
79
）
海
上
、
前
掲
『
井
上
有
一
絶
筆
行
』、
一
〇
頁
参
照
。

（
80
）
宮
川
健
郎
「
声
と
力
─
─
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
の
こ
と
な
ど
─
─
」（『
宮
沢
賢

治
研
究
A
nnual』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
四
年
）
一
二
五
頁
参
照
。

（
81
）
法
華
文
学
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

木
村
直
弘
「
法
華
文
学
と
し
て
の
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
─
─

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
共
振
的
効
果
に
根
ざ
し
た
「
法
華
文
学
ノ
創
作
」
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」

（
岩
手
大
学
宮
澤
賢
治
セ
ン
タ
ー
編
『
賢
治
学
』
第
四
輯
、
二
〇
一
七
年
）
一
五
〇
〜

一
八
七
頁
。

（
82
）
今
福
龍
太
『
身
体
と
し
て
の
書
物
』（
東
京
外
国
語
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
二

四
〇
〜
二
四
一
頁
参
照
。

（
83
）
同
前
、
二
六
一
頁
参
照
。

（
84
）
同
前
、
二
五
二
頁
参
照
。

（
85
）
同
前
、
二
四
三
頁
参
照
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
沢
新
一
『
熊
か
ら
王
へ

─
─
カ
イ
エ
・
ソ
バ
ー
ジ
ュ
Ⅱ
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）
が
非
常
に
示
唆
に
富
む

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
、
有
一
に
は
《
利
潤
拡
大
》（
ボ
ン
ド
墨
・
和
紙
、

Ｃ
Ｒ
№
七
八
二
一
七
、
一
二
九
×
一
四
五
㎝
、
一
九
七
八
年
、
京
都
国
立
近
代
美
術

館
蔵
）
と
い
う
多
文
字
書
が
あ
る
。
そ
の
有
一
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。

「
利
潤
拡
大
／
狂
気
暴
走
経
済
成
長
全
土
／
開
発
自
然
破
壊
生
態
混
乱
／
大
気
汚
染

〈
海
土
汚
染
〉
牛
豚
薬
漬
魚
類
亦
然
／
野
菜
無
季
農
薬
化
肥
鶏
卵
／
製
造
機
食
物
悉
皆

無
味
／
無
香
砂
糖
氾
濫
／
甘
味
皆
喜
人
間
亦
甘
鈍
感
堕
弱
」（
前
掲
『
別
冊
太
陽
』
八

〇
〜
八
一
頁
参
照
）。「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
や
後
述
「
よ
だ
か
の
星
」
も
そ
う
だ
が
、

自
然
と
の
交
感
、「
食
」
を
介
し
た
「
命
の
や
り
と
り
」
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
の
高
さ

が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

（
86
）
今
福
、
前
掲
書
、
二
五
六
〜
二
五
七
頁
参
照
。

（
87
）
今
福
龍
太
「
ミ
メ
ー
シ
ス
と
し
て
の
書
─
─
井
上
有
一
に
お
け
る
模
倣
と
交
感
」、
秋

元
編
、
前
掲
書
、
二
九
六
〜
二
九
七
頁
参
照
。

（
88
）
巻
末
一
〇
八
頁
【
図
版
Ｂ
】（
秋
元
編
、
前
掲
書
、
三
一
三
頁
よ
り
）
参
照
。

（
89
）
同
前
、
三
三
二
〜
三
三
七
頁
（
綴
じ
込
み
）
に
作
品
全
体
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
（
巻
末
一
〇
八
頁
【
図
版
Ｃ
】
は
、
三
三
六
〜
三
三
七
頁
よ

り
）。

（
90
）
秋
元
雄
史
「
井
上
有
一
、
書
を
拡
張
し
た
漢
」、
秋
元
編
、
前
掲
書
、
一
九
頁
。

（
91
）
海
上
、
前
掲
『
井
上
有
一
』、
二
七
九
〜
二
八
〇
頁
参
照
。

（
92
）
中
原
中
也
は
「
主
調
色
は
青
で
あ
り
、
あ
け
ぼ
の
の
空
色
で
あ
り
、
彼
自
身
の
讃
ふ

べ
き
語
を
以
て
す
れ
ば
、「
鋼
青
」
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
賢
治
作
品
評
を
遺
し
て

い
る
。
中
原
中
也
「
宮
沢
賢
治
全
集
」（
草
野
心
平
編
『
宮
沢
賢
治
研
究
』
第
一
号
、

一
九
三
五
年
）
三
〇
頁
参
照
。
賢
治
作
品
に
お
け
る
「
青
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
木
村
直
弘
「
樺
の
木
は
青
ざ
め
顫
え
る
─
─
宮
澤
賢
治

〈
土
神
と
き
つ
ね
〉
再
考
─
─
」（
砂
山
稔
・
池
田
成
一
・
山
本
昭
彦
共
編
『
賢
治
と

イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
「
豊
穣
学
」』
大
河
書
房
、
二
〇
一
三
年
）、
特
に
七
六
〜
八
〇
頁
。

（
93
）
ち
な
み
に
、「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
に
底
流
す
る
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
賢
治

自
身
の
チ
ェ
ロ
を
「
弾
く
」
＝
擦
弦
す
る
と
き
に
実
感
さ
れ
た
身
体
感
覚
を
ベ
ー
ス

に
、
ト
ル
ス
ト
イ
芸
術
論
の
「
感
染
」、
賢
治
の
蔵
書
に
そ
の
著
書
『
非
進
化
論
と
人

生
』（
白
揚
社
、
一
九
二
五
年
）
が
あ
っ
た
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
石
川
三
四
郎
の
社
会
動
態

美
学
に
お
け
る
「
ビ
ブ
ラ
シ
ヨ
ン
＝
震
動
」、
そ
し
て
タ
ゴ
ー
ル
芸
術
論
の
「
律
動
的

振
動
」
と
い
っ
た
、
当
時
流
行
し
て
い
た
思
想
的
キ
ー
ワ
ー
ド
を
反
映
さ
せ
た
「
震
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動
に
よ
る
（
情
緒
の
）
感
染
」
に
よ
る
主
人
公
の
成
長
過
程
と
い
う
主
題
で
あ
る
。

詳
し
く
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。
木
村
直
弘
「〈
摩
擦
〉〈
震
動
〉〈
感
染
〉

─
─
宮
澤
賢
治
『
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
の
芸
術
論
と
石

川
三
四
郎
の
動
態
社
会
美
学
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
─
─
」（『
岩
手
大
学
教
育
学
部

附
属
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
一
年
、
五
五
〜
八

四
頁
）、
お
よ
び
同
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
音
は
越
境
で
き
る
か
─
─
宮
澤
賢
治
《
セ
ロ
弾

き
の
ゴ
ー
シ
ュ
》
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
中
国
語
訳
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（
岩
手
大

学
宮
澤
賢
治
セ
ン
タ
ー
編
『
賢
治
学
』
第
三
輯
、
二
〇
一
六
年
、
三
二
〜
七
二
頁
）。

ま
た
、
賢
治
童
話
「
土
神
と
き
つ
ね
」
と
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
に
お
け
る
振
動

の
問
題
を
考
察
し
た
前
掲
の
拙
稿
二
篇
（「
樺
の
木
は
青
ざ
め
顫
え
る
」、「
法
華
文
学

と
し
て
の
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」）
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
94
）
栗
本
、
前
掲
書
、
二
八
九
頁
。
森
田
は
、
児
童
劇
団
に
よ
る
「
風
の
又
三
郎
」
の
巡

業
公
演
で
耳
に
し
た
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
響
き
が
頭
か
ら
離
れ
な
く
な
り
、
あ
る
と

き
墨
を
磨
っ
て
い
て
急
に
「
今
こ
の
と
き
で
な
け
れ
ば
宮
沢
文
学
の
世
界
を
現
実
の

空
間
へ
引
き
ず
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
」
筆
を
執
っ
て
集
中
的
に
テ
ク
ス

ト
と
格
闘
し
書
き
上
げ
た
と
い
う
。
同
前
、
二
八
八
頁
参
照
。

（
95
）
ア
ラ
ン
、
前
掲
「
文
体
の
ご
つ
ご
つ
し
た
と
こ
ろ
」
一
一
四
頁
。
ち
な
み
に
、
訳
文

に
あ
る
「
ス
テ
ィ
ロ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
ア
ラ
ン
の
原
著
に
は
な
く
、
訳
者
の
杉
本

秀
太
郎
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
Cf.�A
lain,�

（
Paris:�Paul

H
artm
ann,�1934）

（
96
）
原
子
朗
『
定
本
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
四
八
八
頁
。

（
97
）
前
掲
『
書
の
解
放
と
は
』、
二
九
頁
。

（
98
）
川
田
順
造
『
聲
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）
二
三
三
頁
。
ち
な
み
に
、
川
田
は
、

詩
的
言
語
に
お
け
る
「
言
語
音
自
体
の
感
触
」
を
重
視
し
、「
創
作
擬
態
・
擬
音
語
が

喚
起
す
る
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
」
の
例
と
し
て
草
野
心
平
の
蛙
の
詩
や
宮
澤
賢
治
の

「
原
軆
剣
舞
連
」
を
挙
げ
て
い
る
。
同
、
二
四
〜
二
五
頁
参
照
。

【
附
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
八
年
度
岩
手
大
学
研
究
力
強
化
支
援
経
費
「
賢
治
学
の
創
造
と
展
開
―

―
岩
手
大
学
か
ら
発
信
す
る
宮
澤
賢
治
研
究
の
基
盤
形
成
―
―
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
り
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
五
日
（
日
）
一
四
時
五
〇
分
〜
一
六
時
二
〇
分
、
岩
手
大
学

総
合
教
育
研
究
棟
（
教
育
系
）
北
桐
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
、
全
国
大
学
書
道
学
会
平
成
二
八

年
度
（
岩
手
）
大
会
記
念
講
演
「〈
摩
擦
の
劇ド

ラ
マ

〉
と
し
て
の
宮
澤
賢
治
童
話
─
─
井
上
有
一

Propos�de�littérature.

と
の
接
点
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」
を
基
に
大
幅
に
加
筆
し
、
註
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
（
ち
な

み
に
、
講
演
の
傍
聴
記
が
、
静
岡
大
学
・
見
城
正
訓
氏
執
筆
の
「
大
会
記
念
講
演
要
旨
」
と

し
て
『
全
国
大
学
書
道
学
会
会
報
』
第
一
七
号
（
二
〇
一
七
年
二
月
）
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
）。
末
筆
な
が
ら
、
宮
澤
賢
治
生
誕
一
二
〇
年
・
井
上
有
一
生
誕
一
〇
〇
年
と
い
う
記

念
の
年
に
、
招
待
講
演
と
い
う
形
で
、
彼
ら
の
接
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
貴
重
な
機
会
を
与

え
て
く
だ
さ
っ
た
同
僚
の
玉
澤
友
基
先
生
、
平
田
光
彦
先
生
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。
な
お
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
す
べ
て
『【
新
】
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』（
筑
摩
書

房
）
に
依
っ
た
。

【
図
版
Ａ
】（
秋
元
編
、
前
掲
書
、
三
〇
七
頁
よ
り
）
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【
図
版
Ｃ
】（
秋
元
編
、
前
掲
書
、
三
三
六
〜
三
三
七
頁
よ
り
）

【
図
版
Ｂ
】（
秋
元
編
、
前
掲
書
、
三
一
三
頁
よ
り
）


