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じ
め
に

1 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
l
ル
は
近
年
、
続
け
て
二
冊
の
自
伝
的
著
作
を
著
し
た
。

ひ
と
つ
は
自
宅
に
お
い
て
彼
の
弟
子
二
人
と
対
談
し
、
自
ら

の
生
い
立
ち
ゃ
戦
争
体
験
、
教
師
生
活
な
ど
を
語
り
、

そ
の
時
々
の
哲
学
的
な
諸
テ

l
マ
へ
の
関
心
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の

か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
最
後
の
章
で
は
従
来
そ
れ
ほ
ど
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
彼
の
個
人
的
な
芸
術
経
験
に
つ
い
て
の
肉
声
が

聞
か
れ
る
こ
と
な
ど
興
味
深
い
。
も
う
一
冊
は
、

E
叶
宮
℃

E
-
o
g円)
}
H
M
H
O

同
司
町
出
比
一
月
目
。
門
河
口
叶
ョ
と
い
う
リ
ク
ー
ル
に
関
す
る
研
究
書
の
巻
頭

に
英
文
で
載
せ
ら
れ
た
論
文
で
、
相
前
後
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
他
の
論
文
と
併
せ
単
著
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
リ
セ

在
学
中
の
一
七
歳
以
来
の
思
索
の
展
開
を
自
ら
振
り
返
っ
て
い
る
こ
の
著
作
は
、
彼
の
哲
学
の
全
体
像
を
概
観
す
る
の
に
都
合
が
よ
い
と

一
種
の
哲
学
的
H

文
学
的
な
自
伝
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

い
う
だ
け
で
な
く
、
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さ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
一
人
の
老
哲
学
者
が
、
単
に
自
分
の
足
跡
を
残
し
て
お
き
た
い
と
か
、
最
後
に
語
る
べ
き
こ
と
を
ま
と
め
た

と
か
、

と
い
っ
た
こ
と
と
は
少
し
ち
が
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
彼
の
自
叙
伝
、
す
な
わ
ち
人
生
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
人
生
物
語
を
語
る
と

い
う
こ
と
は
実
は
彼
の
哲
学
の
ひ
と
つ
の
帰
結
で
あ
り
、
当
然
必
要
な
哲
学
的
実
践
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
分
自
身
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
、
と
い
う
反
省
哲
学
を
そ
の
出
発
点
と
し
た
リ
ク

l
ル
の
至
っ
た
と
こ
ろ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、

物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
時
点
で
の
自
分
自
身
の
自
己
理
解
を
作
り
上
げ
る
こ
と
、

と
い
う
地
点
で
あ
る
。

お
よ
そ
六
十
年
に
も
及
ぶ

哲
学
的
営
為
の
う
ち
、

そ
の
大
半
を
解
釈
学
的
な
立
場
か
ら
の
問
題
設
定
に
努
め
、

そ
の
結
果
至
っ
た
結
論
は
凡
庸
だ
と
い
え
ば
凡
庸
で

あ
る
が
、

そ
の
凡
庸
さ
の
陰
に
隠
れ
て
い
る
困
難
さ
が
あ
る
。
そ
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
リ
ク

l
ル
自
身
は
今
日
改
め
て
倫
理
的

な
問
題
へ
と
さ
ら
に
歩
み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
六

0
年
代
後
半
の
構
造
主
義
と
の
学
的
対
話
を
経
た
の
ち
、
七

0
年
代
は
じ
め
に
「
テ
キ
ス
ト
解
釈
学
」
と
い
う
形
で
解
釈
学
を

2-

打
ち
立
て
た
り
ク

1
ル
は
、

そ
の
後
そ
の
解
釈
学
の
い
わ
ば
一
般
化
を
続
け
、
隠
轍
の
問
題
と
物
語
の
問
題
へ
と
そ
の
適
用
範
囲
を
広
げ

て
い
っ
た
。
そ
れ
は
「
作
品
か
ら
テ
キ
ス
ト
へ
」
と
い
う
バ
ル
ト
的
な
方
向
性
と
は
逆
に
、
「
テ
キ
ス
ト
か
ら
作
品
へ
L

と
向
か
う
も
の
で

も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
は
一
定
の
ジ
ャ
ン
ル
の
も
と
で
、

そ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
帯
び
た
作
品
と
し
て

産
出
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
ジ
ャ
ン
ル
と
は
単
な
る
分
類
概
念
で
は
な
く
、
産
出
的
的
能
力
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
と
も
か

く
も
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
概
念
に
媒
介
さ
れ
て
、
今
や
解
釈
の
対
象
は
詩
的
な
作
品
で
あ
っ
た
り
、
物
語
的
な
作
品
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
限
り
で
隠
轍
論
と
物
語
論
と
は
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
双
子
の
理
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
が
世
界
を
、
そ
こ
に

住
む
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
感
覚
的
・
感
性
的
価
値
の
意
味
論
的
革
新
を
生
み
出
す
表
現
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
後

者
は
そ
う
し
た
世
界
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
人
聞
の
行
為
と
時
間
の
経
験
に
関
し
て
新
た
な
意
味
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
営
み
を
明
ら
か
に



す
る
の
で
あ
る
。

「
物
語
的
自
己
同
一
性
コ
骨
耳
目
広

E
R巳
ぞ
ぬ
」
と
い
う
概
念
が
最
初
に
提
示
さ
れ
た
の
は
こ
の
物
語
論
の
結
論
部
分
に
お
い
て
で

あ
る
。
そ
の
後
『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身
』
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
は
よ
り
詳
細
に
練
り
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
い
わ
ば
そ
の
実
践
と
し

て
当
初
あ
げ
た
自
伝
的
著
作
が
著
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
の
『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身
』
に
お
け
る
記
述
を
中
心

そ
れ
に
よ
る
人
間
理
解
の
あ
り
方
を
検
証
す
る
。
次
い
で
ま
た
、
自
己
に
つ

に
「
物
語
的
自
己
同
一
性
」
の
概
念
の
輪
郭
を
描
き
出
し
、

い
て
繰
り
返
し
物
語
る
一
人
の
作
家
の
作
品
を
通
し
て
、
こ
の
リ
ク
1
ル
の
概
念
の
有
効
性
と
限
界
と
を
見
極
め
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

物
語
的
自
己
同
一
性
に
つ
い
て

私
と
い
う
人
聞
は
ど
の
よ
う
に
し
て
他
な
ら
な
い
こ
の
自
己
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
リ
ク

l
ル
は
三
つ
の
段
階
と
、

行
す
る
二
つ
の
部
分
に
分
げ
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
る
。

そ
の
各
段
階
へ
移

3-

ま
ず
第
一
段
階
は
言
語
活
動
か
ら
出
発
し
て
、
物
一
般
を
個
別
化
す
る
手
順
守
山
口
色
〈
広
己
丘
町
己
目
。
ロ
の
段
階
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
あ

る
個
体
が
言
語
活
動
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
、
固
有
の
名
称
を
与
え
ら
れ
、
記
述
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
私
は
北
海
道
大
学
に
勤
務
し
て
い
る
L

、

「
私
の
名
前
は
北
村
清
彦
で
す
L

等
々
と
私
は
確
定
的
に
記
述
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
個
体
は
つ
ね
に
言
表
さ
れ
う
る
し
、

ま
た
言
表

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
体
は
個
別
化
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
寸
北
海
道
大
学
に
勤
務
し
て
い
る
し
と
い
う
こ
と
は
い
ま
語
ら
れ
て
い
る
こ
の

私
と
い
う
人
物
が
京
都
大
学
に
も
、
島
根
大
学
に
も
所
属
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
逆
に
北
海
道
大
学
に
所
属
し
て
い

な
い
人
も
大
勢
い
る
中
で
そ
の
当
の
人
物
は
北
海
道
大
学
に
所
属
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
最

北
大
文
学
部
紀
要
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小
限
の
他
と
は
違
う
こ
と
H
他
性
巳
宮
広
広
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
北
村
清
彦
」
と
い
う
固
有
名
詞
は
、
時
間
的
・
空
間
的

に
た
び
た
び
生
起
す
る
同
一
物
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
音
声
的
要
素
連
続
を
固
定
的
に
充
当
す
る
が
、
し
か
し
「
キ
タ
ム
ラ
キ
ヨ
ヒ
コ
L

と

い
う
音
声
と
北
村
清
彦
と
い
う
存
在
者
と
の
聞
に
は
何
の
共
通
性
も
な
い
。
固
有
名
詞
の
特
性
は
他
と
異
な
る
も
の
を
排
除
し
て
あ
る
個

体
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
固
有
名
詞
を
知
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
個
体
の
属
性
や
特
徴
に
関
し
て
知
つ

た
こ
と
に
は
少
し
も
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
寸
私
は
し
と
い
う
が
、
こ
の
「
私
L

と
い
う
指
示
詞
は
状
況
に
応
じ
て
毎
回
異
な
っ
た
事
態
を

示
す
こ
と
の
で
き
る
転
移
語
∞
庄
内
件
。
六
命
日
耳
ミ

105
で
あ
る
。
私
が
私
の
こ
と
を
「
私
」
と
い
い
う
る
の
と
同
じ
よ
う
に
あ
な
た
も
あ
な

た
の
こ
と
を
「
私
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
限
り
で
寸
私
」

に
も
「
あ
な
た
」
に
も
何
の
特
権
性
も
、
序
列
も
な
い
。
と
も
か
く

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
個
体
は
他
の
個
体
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

4 

も
言
語
表
現
に
よ
っ
て
あ
る
個
体
が
指
示
さ
れ
、

し
か
し
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
人
間
の
個
体
す
な
わ
ち
個
人
は
何
ら
特
権
化
さ
れ
て
い
な
い
。
個
体
一
般
か
ら
人
間
の
個
体
が
区
別
さ
れ

る
の
は
、
こ
の
言
語
表
現
が
対
話
者
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
第
一
移
行
部
の
対
話
の
状
況
に
お
い
て
、
「
私
」

と
か
寸
あ
な
た
」
「
今
」
ご
」
こ
L

な
ど
の
指
示
詞
は
発
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
に
何
か
を
存
在
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
行
為
で
あ
る
発

話
内
行
為
の
作
用
力
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
、
特
定
の
意
味
に
固
定
さ
れ
る
。

つ
ま
り
私
は
「
私
は
:
:
:
」
と
「
あ
な
た
に
」
語
る
こ
と

で
、
私
は
自
ら
が
語
っ
て
い
る
世
界
に
属
し
て
い
な
い
誰
で
も
あ
り
う
る
空
虚
な
私
か
ら
、
世
界
に
対
す
る
た
だ
一
つ
の
パ

i
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
に
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
、
代
替
不
可
能
な
か
れ
こ
れ
の
私
と
な
る
。
こ
の
段
階
で
「
私
」
は
世
界
に
数
限
り
な
く
存
在
す
る
も
の
た
ち
か

ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
依
然
と
し
て
こ
の
私
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
の
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
「
私
は
北

海
道
大
学
に
勤
務
す
る
北
村
清
彦
で
す
し
と
、
発
話
す
る
私
は
と
り
あ
え
ず
世
界
に
係
留
さ
れ
た
が
、
「
と
、
私
は
い
う
」
私
と
は
何
な
の

か
。
私
は
い
わ
ば
私
自
身
を
対
話
者
と
す
る
こ
と
で
、
私
自
身
の
属
性
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
二
段
階
は
こ
の
私
自
身
の
同
一
化
コ
号
耳
目
白
g
t
oロ
を
明
ら
か
に
す
る
段
階
で
あ
る
。
世
界
に
係
留
さ
れ
、
固
有
名
詞
で
呼
ば
れ
る

あ
る
人
聞
が
、
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
生
涯
に
わ
た
っ
て
同
一
人
物
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
は
何
な
の
か
。

こ
の
場
合
リ
ク

l
ル
は
「
自
己
同
一
性
」
コ
門
HOE-吊
と
い
う
語
が
二
つ
の
異
な
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
す
。

す
な
わ
ち
、
「
同
一
で
あ
る
こ
と
L
2
0
5
の
B
2
0、
ラ
テ
ン
語
で

E
O
B
)
と
「
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
」
(
コ
宮
色
広
、
同
じ
く
日
官
。
)
を

区
別
す
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
自
己
同
一
性
」
と
言
う
言
葉
に
は
、

E
O
B
と
山
古
田
ゆ
と
い
う
二
つ
の
反
対
概
念
が
同
時
に
含

意
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
時
間
的
に
変
化
し
な
い
「
同
一
と
し
て
の
自
己
」
と
い
う
意
味
が
、
ま
た
他
方
で
は
他
者
と
区
別

さ
れ
る
「
差
異
と
し
て
の
自
己
し
と
い
う
意
味
が
同
時
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
時
間
的
に
常
に
変
化
し
な
い
も
の
、
例

え
ば
無
機
的
な
事
物
の
あ
り
方
が
そ
の
典
型
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
人
格
を
も
っ
た
存
在
に
つ
い
て
つ
い
て
言
え
ば
、
「
:
:
:
は
何
か
?
」
と

間
わ
れ
て
そ
の
答
え
と
な
る
よ
う
な
実
体
的
ま
た
は
形
式
的
な
同
一
性
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
変
化
し
な
い
同
一
な
も
の

が
私
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
寸
私
は
、
北
海
道
大
学
に
勤
務
し
て
い
る
北
村
清
彦
で
す
L

と
答
え
て
自
分
の
存
在
証
明
し
て
み
て
も
、
そ

れ
が
と
り
あ
え
ず
も
の
、
あ
る
い
は
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
日
本
人
で
あ
る
」
と
答
え
て
も
同
様
に
答
え
に

5 

な
っ
て
い
な
い
し
、
血
液
型
や
「
私
の

D
N
A
配
列
は
こ
れ
こ
れ
こ
う
で
す
」
と
答
え
て
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
少
な
く

と
も
人
格
を
も
っ
た
人
間
と
い
う
存
在
の
「
同
一
で
あ
る
こ
と
」
自
の
B
2
m
u
E
O
B
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
格
の
恒
常
性
に
つ
い

一
般
的
に
は
「
性
格

Z
2
3丘
町
。
L

が
人
格
的
自
己
同
一
性
と
し
て
認
め
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
「
性
格
」
と
は
「
個
人
を
同
一
人
物
と
し
て
再
同
定
す
る
こ
と
を
許
す
よ
う
な
弁
別
的
特
徴
の
集
合
」
、
「
そ
こ
に
個
人
が
再
認
さ

れ
る
永
続
的
な
性
向
の
集
合
」
で
あ
る
。
性
格
は
「
誰
か
」
の
「
何
か
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
人
は

E
O
B
寸
同
一
で
あ
る
こ
と
」
と

て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
、

ザ
印
。
「
自
己
で
あ
る
こ
と
」
が
合
致
し
て
い
る
、

と
い
う
よ
り
よ
り
正
確
に
は
寸
何
か
?
」
の
聞
い
に
対
し
て
「
性
格
L

で
答
え
る
こ
と
に

北
大
文
学
部
紀
要
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よ
っ
て
自
己
性
は
同
一
性
に
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
他
と
は
違
う
も
の
と
し
て
の
「
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
ぽ
認
と
は
「
私
は
何
か
?
」
で
は
な
く
「
私
は
誰
か
?
」
と

問
わ
れ
て
そ
の
答
え
に
な
る
よ
う
な
同
一
性
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
様
々
な
時
間
・
空
間
の
う
ち
に
多
様
な
役
割
を
も
っ
て
行
為
を
な
す

も
の
と
し
て
出
現
す
る
。
私
は
私
の
生
涯
に
お
け
る
様
々
な
出
来
事
の
行
為
者
で
あ
り
、
私
の
自
己
同
一
性
を
問
う
こ
と
は
、
こ
の
行
為

を
な
し
た
の
は
誰
な
の
か
、

そ
し
て
こ
の
行
為
者
が
場
面
場
面
に
お
い
て
、

ま
た
生
涯
に
わ
た
っ
て
同
一
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
の
は
な

ぜ
な
の
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
に
お
け
る
「
誰
か
?
」
の
恒
常
性
は
「
自
己
維
持

-
O
B巳
耳
目

B
門町

g
ご
と
し
て
実

現
す
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
「
約
束
を
守
る
こ
と

E
Zロロ
σ
号

E
H
)
5
5
2
8
(あ
る
い
は
約
束

E
℃
向
。
Z
Zロ
5
)
L
で
あ
る
。
た
と
え

私
の
欲
望
が
変
わ
ろ
う
と
も
、
意
見
や
好
み
を
変
え
よ
う
と
も
、
約
束
の
言
葉
を
守
り
続
け
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
が
私
を

信
頼
し
、
逆
に
そ
の
信
頼
に
応
え
る
義
務
を
持
つ
こ
と
。
約
束
を
守
る
こ
と
は
、
こ
う
し
て
「
時
間
へ
の
挑
戦
、
変
化
へ
の
拒
否
L

で
あ

6 

る
。
約
束
し
た
言
葉
へ
の
忠
実
さ
を
維
持
す
る
こ
と
と
性
格
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
自
己
維
持
は
個
人
に
と
っ
て
、
他
者

が
そ
の
人
を
信
頼
で
き
る
よ
う
に
振
る
舞
う
仕
方
で
あ
り
、
ま
た
誰
か
が
私
を
信
頼
し
て
く
れ
る
が
ゆ
え
に
、
私
は
私
の
行
動
に
つ
い
て
、

他
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
の
一
貫
性
が
苛
括
の
恒
常
性
、
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
と
い
う
意
味
で
の
自
己

同
一
性
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
常
的
な
経
験
に
お
い
て
自
己
性
と
同
一
性
の
両
者
は
重
な
り
合
い
、
混
同
さ
れ
も
す
る
。
例
え
ば
、
誰
か
を
頼
り
に
す

る
こ
と
は
、

そ
の
人
の
性
格
の
安
定
性
を
あ
て
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、

た
と
え
そ
の
人
と
認
知
さ
れ
る
よ
う
な
恒
常
的
な
性
向

に
重
大
な
変
化
が
起
き
た
に
し
て
も
そ
の
人
が
約
束
を
守
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
種
類
の
自
己
同
一
性
が
包

含
関
係
に
あ
る
こ
と
を
や
め
、

つ
い
に
は
分
離
し
、
同
一
性
の
支
え
が
な
く
と
も
、
自
己
の
自
己
性
と
い
う
意
味
で
自
己
同
一
性
の
概
念



を
用
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
古
典
的
な
小
説
(
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
か
ら
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
、

ト
ル
ス
ト

は
、
主
人
公
の
変
化
を
通
し
て
、
同
一
と
し
て
の
自
己
同
一
性
が
消
滅
し
な
い
ま
で
も
弱
ま
っ
て
い
く
過
程
を
描
き
、
さ
ら
に

意
識
の
流
れ
を
記
述
す
る
小
説
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
自
己
同
一
性
は
物
語
の
筋
の
構
成
を
逃
れ
て
ゆ
き
、
ほ
と
ん
ど
性
格
を
持
つ
こ

イ
ま
で
)

と
す
ら
や
め
て
し
ま
う
。
ま
た
現
代
の
あ
る
小
説
(
ロ

l
ベ
ル
ト
・
ム

l
ジ
ル

『
特
性
の
な
い
男
』
)

に
お
い
て
は
「
特
性
を
持
た
な
い
」

主
人
公
は
物
語
の
中
で
自
己
同
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
消
滅
し
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
同
一
性
の
支
え
を
失
っ
た
と
き
の
自
己
性
と

い
っ
た
も
の
が
露
呈
し
て
く
刻
。
し
か
し
、
そ
の
地
点
は
、
同
時
に
物
語
と
い
う
形
式
が
解
体
し
て
し
ま
う
、
ひ
と
つ
の
極
点
で
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
物
語
が
成
立
す
る
の
は
自
己
同
一
牲
の
二
つ
の
極
、
す
な
わ
ち
一
方
で
自
己
性
を
同
一
性
の
う
ち
に
包
含
し
て
い
る
「
性

格
」
と
し
て
の
白
己
同
一
牲
の
下
限
と
、
同
一
性
の
助
け
や
支
え
な
し
の
純
粋
な
「
自
己
維
持
L

と
し
て
の
自
己
性
が
露
呈
し
て
く
る
上

限
と
の
聞
に
広
が
る
媒
介
的
空
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
寸
物
語
は
性
格
を
物
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
:
:
:
そ
れ
に
、
愛
さ
れ
尊
敬
さ
れ
る

人
物
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
を
与
え
る
L

。
性
格
と
自
己
維
持
の
両
端
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
的
自
己
同
一
性
が
成
立
す
る
。

ま
と
ま
り
の
あ
る
全
体
性
と
し
て
ま

-7-

す
な
わ
ち
、
物
語
的
自
己
同
一
性
と
は
、
自
己
を
ひ
と
つ
の
展
開
を
も
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
、

と
め
上
げ
、

か
つ
そ
れ
を
つ
ね
に
改
訂
と
編
集
に
対
し
て
聞
い
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
物
語
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
自
己
同
一
性
に
つ
い
て
の
聞
い
、

と
り
わ
け
行
為
に
お
け
る
自
己
維
持
と
し
て
の
自
己
性
に
関
し
て
は
、
物
語
の
助
け
を
借
り

て
、
と
い
う
よ
り
助
げ
を
借
り
な
け
れ
ば
解
決
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
行
為
す
る

E
片
ゆ
と
は
作
る
こ
と
で
あ
り
、
語
る
こ
と

も
行
為
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
言
説
を
作
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
作
ら
れ
た
言
説
か
ら
行
為
す
る
主
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
の
「
誰
か
?
」
と
い
う
問
い
に
笠
宮
ん
る
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
そ
の
主
要
な
項
と
し
て
含
み
込

ま
れ
て
い
る
よ
う
な
物
語
の
な
か
で
、

ど
の
よ
う
に
変
容
し
な
が
ら
も
そ
の
都
度
、
同
一
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
行
為
項
と
し
て
出
現

北
大
文
学
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す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
「
私
」
が
物
語
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
第
三
段
階
へ
と
話
を
進
め
る
前
に
今
一
度
確
認
し

て
お
か
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
物
語
的
自
己
同
一
性
が
合
意
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
語
の
同
一
性
と
自
己
の
同

一
牲
が
そ
の
時
間
的
な
構
造
に
お
い
て
相
似
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
自
己
は
物
語
を
作
り
だ
し
、
解
釈
し
て
ゆ
く
果
て
に
、

あ
る
い
は
そ
の
た
び
ご
と
に
構
築
し
直
さ
れ
続
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

物
語
構
造
の
同
一
性
に
関
し
て
は
リ
ク

l
ル
の
物
語
論
全
体
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
か
つ
て
三
重
の
ミ
メ

1
シ
ス
と
い
う

観
点
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
、
物
語
と
し
て
形
を
整
え
る
以
前
に
現
実
世
界
の
様
々
な
出
来
事
や
行
動
の
う

ち
に
物
語
る
こ
と
の
可
能
性
を
発
見
し

(
ミ
メ

I
シ
ス

I
一
胃
m
E
m
z
E円
安
)
ロ
)
、
次
い
で
実
際
に
プ
ロ
ッ
ト
を
構
成
し
て
物
語
を
制
作
し

8 

(
ミ
メ

1
シ
ス

H
一
g
E
-
m号
山
氏
。
ロ
)
、
さ
ら
に
そ
の
物
語
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
一
度
そ
の
物
語
を
現
実
の
出
来
事
へ
も
た
ら

す
こ
と
(
ミ
メ

l
シ
ス
回
一
円
丘
町
ロ

E
昨
日
。
ロ
)
の
循
環
性
の
う
ち
に
物
語
る
こ
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

語
の
時
間
構
造
で
あ
り
、

し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
時
間
的
経
験
が
前
形
象
化
さ
れ
、
形
象
化
さ
れ
、
再
形
象
化
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
物

ま
た
機
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
物
語
が
物
語
で
あ
る
こ
と
の
同
一
性
が
自
己
が
自
己

化
さ
れ
、

で
あ
る
こ
と
の
同
一
性
と
、
そ
の
時
間
構
造
に
お
い
て
相
似
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
自
己
も
つ
ね
に
時
間
の
中
で
出
来
事

ま
た
作
品
化
さ
れ
、
ま
た
さ
ら
に
出
来
事
化
さ
れ
続
け
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
変
転
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
の
限

り
で
自
己
は

E
o
g
と
い
う
実
体
的
な
同
一
性
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
己
の
自
己
性
は
た
え
ず
物

語
り
、
物
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
形
象
化
と
再
形
象
化
の
全
体
的
性
格
の
、

そ
の
物
語
の
行
為
項
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、

そ
の
一
点
に

お
い
て
の
み
同
一
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



で
は
「
生
の
連
関
の
う
ち
に
変
化
、
動
性
を
内
包
し
て
い
る
」
私
は
ど
の
よ
う
な
物
語
を
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
私
は
北
海
道
大
学
に
勤

務
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
だ
げ
で
は
ま
だ
物
語
に
は
な
ら
な
い
。
物
語
ら
れ
る
以
前
に
は
全
く
関
係
な
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
最
低

限
二
つ
以
上
の
出
来
事
が
な
に
か
し
ら
の
第
三
項
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ひ
と
つ
の
物
語
文
の
中
に
連
結
さ
れ
る
こ
と
で
、
最
小
限
の
物
語

が
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
「
私
は
北
海
道
大
学
に
勤
務
し
て
い
る
」
は
そ
れ
以
外
の
「
私
は
財
布
を
落
と
し
た
」
と
い
う
出
来
事
、
あ
る
い

は
文
と
結
び
合
わ
さ
れ
、
寸
私
が
財
布
を
落
と
し
た
の
は
、
勤
務
す
る
北
海
道
大
学
に
戻
る
た
め
の
飛
行
機
を
待
っ
て
い
た
関
西
空
港
の
待

合
室
に
お
い
て
で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
寸
関
西
空
港
の
待
合
室
で
飛
行
機
を
待
っ
て
い
た
」
と
い
う
第
三
項
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る

こ
と
で
ひ
と
つ
の
事
態
を
説
明
す
る
物
語
文
を
作
り
出
す
。
あ
る
い
は
「
北
海
道
大
学
に
勤
務
し
て
い
る
と
い
う
名
刺
が
入
っ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
落
と
し
た
財
布
は
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
い
う
物
語
文
に
な
る
と
、
こ
れ
に
は
物
語
る
人
の
人
間
に
対
す
る
一
定
の

観
念
(
例
え
ば
「
財
布
を
拾
っ
て
も
人
は
た
い
て
い
警
察
な
ど
に
届
け
な
い
も
の
だ
L
)

が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
物
語
を
受
容
す
る
人
に

対
し
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
も
一
定
の
観
念
を
植
え
付
け
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
拒
否
反
応
を
起
こ
さ
せ
た
り
す
る
。

観
念
が
再
形
象
化
さ
れ
、
現
実
化
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
観
念
は
こ
の
発
話
者
が
独
自
に
作
り
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
発
話
者
自

つ
ま
り

-9-

身
、
別
の
物
語
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
植
え
付
け
ら
れ
た
り
、
否
定
し
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
物
語
る
こ
と
は
確
か
に
そ
の
よ
う

な
観
念
に
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
物
語
る
こ
と
自
体
が
そ
の
よ
う
な
観
念
を
作
り
出
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
物
語
る
こ
と
、
あ
る
い
は
物
語
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
私
自
身
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
、

つ
ま
り
自
己
同
一
性

を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
物
語
に
よ
る
一
種
の
自
己
反
省
で
あ
り
、
自
己
認
識
の
形
成
で
も
あ
る
。
反
省
す
る
こ
と
に
よ

り
私
は
私
と
の
聞
に
距
離
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
時
、
私
は
私
を
一
人
称
で
は
な
く
、
二
一
人
称
で
語
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
告
白
の
言
葉
が
一
人
称
に
よ
っ
て
、

ま
た
非
難
が
二
人
称
で
行
わ
れ
る
と
す
る
と
、
物
語
は
三
人
称
が
支
配
的
な
役
割

北
大
文
学
部
紀
要
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を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
物
語
の
反
省
作
用
を
通
じ
て
私
は
ナ
ル
シ
ス
ト
的
な
自
我
品
。
か
ら
抜
け
出
し
て
反
省
さ
れ
新

し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
自
己
田
三
へ
と
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
当
然
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た

5
0
B
の
同
一
性
が
解
体
さ
れ

て
、
そ
の
都
度
の
右
目
に
構
築
さ
れ
直
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
お
o
か
ら
∞
三
へ
の
変
貌
は
、
物
語
と
い
う
概
念
を
敷
桁
し
て
よ
り

一
般
化
す
れ
ば
、
文
化
の
諸
作
品
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
文
化
的
な
記
号
や
作
品
の
解
釈
を
経
る
こ
と
で
認
。

が

g
日
と
な
る
、
と
い
う
命
題
は
す
で
に
リ
ク
l
ル
が
解
釈
学
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
た
当
初
か
ら
掲
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限

り
で
彼
の
思
惟
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
最
後
の
第
三
段
階
は
物
語
的
自
己
同
一
性
の
限
界
を
指
摘
し
、

そ
れ
を
倫
理
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
物
語
的
自
己
同
一
性
の
う
ち
に
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
倫
理
的
自
己
同
一
性
コ
門
HOE-芯
P
E
0
5
の
局
面
へ
と
移
行
し
て
ゆ

く
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
的
自
己
同
一
性
は
、
安
定
し
た
、
首
尾
一
貫
し
た
同
一
性
で
は
な
い
。
同
じ
偶

10-

然
的
な
出
来
事
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
物
語
を
作
り
出
す
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
、
自
己
自
身
に
関
し
て
も
、
様
々
に
異
な
っ
た
、
時
に

は
相
互
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
物
語
を
作
り
出
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
物
語
的
自
己
同
一
性
は
、
た
え
ず
作
ら
れ
た

り
、
こ
わ
さ
れ
た
り
し
続
け
話
」
の
で
あ
り
、
解
決
を
も
た
ら
す
の
と
同
じ
だ
け
、
問
題
を
も
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
物
語
的
自

己
同
一
性
の
概
念
は
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
主
体
の
自
己
性
の
問
題
を
す
べ
て
く
み
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
語
る
こ
と
は
確
か

に
行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
意
志
の
力
よ
り
も
想
像
力
の
方
が
優
勢
で
あ
り
、
静
止
的
で
あ
る
。
物
語
り
、
あ

そ
れ
が
行
動
へ
と
結
び
つ
く
た
め
に
は
も
う
一
つ
別
の
契
機
、
す
な
わ
ち
「
決
意
仏
似
の
目
的
Z
D
L
が
必
要
で
あ
る
。

る
い
は
物
語
を
受
容
し
、

寸
物
語
的
自
己
同
一
性
が
真
の
自
己
性
に
等
し
く
な
る
の
は
、
倫
理
的
責
任
を
自
己
性
の
最
高
の
要
因
と
す
る
決
意
の
契
機
に
よ
っ
て
の
み

で
あ
る
し
と
リ
ク

1
ル
は
述
べ
る
。
例
え
ば
す
で
に
論
じ
ら
れ
た
「
約
束
し
の
よ
う
に
、
物
語
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
ひ
と
つ
の
行
動
で
あ



り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
あ
る
義
務
の
も
と
に
置
き
、
同
時
に
他
者
に
対
す
る
責
任
を
負
う
よ
う
に
な
る
、

そ
の
よ
う
な
特
殊
な

発
話
内
的
行
為
の
力
を
と
も
な
っ
た
物
語
を
語
る
こ
と
で
、
自
己
性
の
不
安
定
さ
を
支
え
、
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
同
一
性

は
「
何
か
?
L
と
い
う
問
へ
の
答
え
で
あ
り
、
自
己
性
は
「
誰
か
?
L
へ
の
答
え
で
あ
っ
た
が
、
倫
理
的
自
己
同
一
性
と
し
て
の
「
私
し

は
他
者
に
向
か
っ
て
「
私
は
こ
こ
に
い
る
ぞ
ノ
(
冨
ぬ
〈
。
豆
一
)
」
と
自
己
責
任
を
明
確
に
で
き
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身

(ω
♀

15の
5
0
8
5
5
2旨
き
可
巾
)
』
と
い
う
書
名
が
意
味
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
再
度
確
認
し
て
見
よ
日
。

ま
ず
第
一
に
、
印
o-
と
い
う
こ
と
は
、
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
私
L
と
い
う
の
は
決
し
て
所
与
で
は
な
く
、
反
省
を
経
た
の
ち
に
主

体
と
し
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
聞
の
焦
点
は
「
何
か
?
L
で
な
な
く
寸
誰
か
?
」
で
あ
る
。
「
誰
か
?
」
の
聞
に
対
し
て
は
「
私
L

で
も
「
あ
な
た
」
で
も
「
彼
・
彼
女
」
で
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
印
O
円
で
答
え
る
こ
と
。
こ
の
時
的
色
と
い
う
の
は
単
に
人
称
の
ひ

と
い
う
聞
に
対
す
る
再
帰
的
H
反
省
的
な
答
え
の
一
般
的
指
示
代
名
詞
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
対
話
関
係
に
よ
る
「
私
L
l
「
あ

11 

と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
人
称
で
は
な
い
(
非
人
称
)
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
「
誰
か
?
」

な
た
」
の
範
囲
を
大
き
く
聞
き
う
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
∞
三
に
は
古
も
吉
も
、
も
ち
ろ
ん
口
も
巳
ぽ
も
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

逆
に
ぶ
三
は
物
語
る
た
び
毎
に
あ
ら
ゆ
る
人
称
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

o
m
o
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
の
す
が

反
省
に
よ
っ
て
∞
包
へ
と
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
自
の
B
め
と
い
う
語
の
持
つ
正
σヨ
と
ぽ
自
の
二
義
性
で
あ
る
omo--505ぬ
と
い

う
複
合
的
表
現
は
ぽ
認
を
強
調
し
て
あ
る
程
度
、
二
義
性
を
回
避
し
て
は
い
る
が
、
依
然

E
O
B
と
の
つ
な
が
り
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
強
調
す
る
こ
と
は
同
一
性
を
い
っ
そ
う
明
確
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
義
性
を

E
O
B
の
方
へ
で
は
な
く
、
円
℃
∞
ゅ
の

方
へ
と
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
間
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
第
三
に

2
5目
。
ロ
ロ

m
E
B
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
寸
私
」

も
「
他
者
」
も
そ
れ
ぞ
れ
の
広
巾
自
の
範
囲
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
限
り
、
比
較
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
互
い
に
そ
れ
以
上
の
存
在
者

北
大
文
学
部
紀
要
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で
は
な
い
。
だ
が
印
包
が
「
私
」
に
も
ま
た
つ
あ
な
た
」
に
も
、

そ
れ
以
外
の
「
他
者
」
一
般
に
も
同
様
に
配
分
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え

∞O
ご
乞
介
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
ぽ
月
へ
と
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
他
者
」
は
自
己
性
を
構
成
す
る
要
素
そ

の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
私
L

の
自
己
性
は
「
他
者
」
の
自
己
性
を
極
め
て
内
密
に
含
み
込
ん
だ
か
た
ち
で
成
立
す

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

g
B
Eぬ
と
い
う
語
は
単
に
寸
:
:
:
の
よ
う
に
」
と
い
う
比
較
の
意
味
だ
け
で
な
く
、

ま
さ
に
「
他
者
と
し
て
」

し
か
見
出
し
え
な
い
自
己
自
身
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
約
束
L

に
つ
い
て
語
ら
れ
、
倫
理
的
自
己
同
一
性
が
問
題
に
な
っ

た
の
も
、
こ
う
し
た
自
己
の
対
他
者
性
宮
号

m
E
E
-
が
自
己
の
根
元
的
構
成
要
件
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

自
己
同
一
性
と
ス
タ
イ
ル

12-

リ
ク

l
ル
の
い
う
自
己
同
一
性
は
、
近
代
的
自
我
が
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
そ
れ
と
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
私
の
存
在
証
明
で
あ
り
、

た
と
え
人
生
に
お
い
て
様
々
な
危
機
に
遭
遇
し
て
も
そ
こ
へ
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
私
で
い
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
基
盤
、
私
の
す
べ
て
を
投
げ
出
し
て
も
守
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
自
己
自
身
、
そ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
、

E
O
B
と

し
て
の
同
一
性
を
実
体
化
し
か
っ
そ
れ
に
対
し
て
多
少
な
り
と
も
実
存
主
義
的
に
賭
け
る
こ
と
の
う
ち
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の

常
に
変
わ
ら
ぬ
も
の
と
し
て
広
命
日
を
実
体
化
す
る
こ
と
、

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
安
心
で
あ
る
。
自
己
性

ezは
変
転
や
ま
な
い
の
で

あ
る
か
ら
と
も
か
く
も
ひ
と
つ
の
も
の
に
つ
な
ぎ
止
め
て
、
そ
こ
に
休
ら
お
う
と
す
る
の
は
、
方
法
と
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
ま
た
安
易
で
も
あ
る
。
円
七
回
。
の
自
己
同
一
性
を
そ
の
都
度
の
出
来
事
と
し
て
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く

努
力
が
必
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

E
O
B
が
一
度
、
実
体
化
し
て
し
ま
え
ば
、
以
後
た
だ
そ
れ
に
寄
り
か
か
っ
て
さ
え
い
れ
ば
よ
く
、
そ
れ



以
上
の
努
力
は
必
要
な
い
。
だ
が
、
安
易
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
と
、
時
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
実
体
で

は
な
い
も
の
を
実
体
化
し
そ
れ
執
着
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
現
実
の
様
々
な
場
面
に
対
し
て
柔
軟
な
対
応
が
で
き
な
く
な
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
む
し
ろ

E
O
B
が
自
ら
の
足
か
せ
と
な
り
そ
れ
に
か
ら
め
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
自
己
理
解
が
難
し
い
も
の
に
な
る
。
そ
れ
を

利
用
し
て
い
る
つ
も
り
で
い
な
が
ら
、

そ
の
実
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
本
的
構
造
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
実
体
化
し
た

Eσ
自
は
紛
れ
も
な
く
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
個
人
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
個
人
の
主
体
性
に
よ
る
選
択
と
い
う
よ
り
も
、
す
で
に
流
通
し
て
い
る
記
号
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
り
ま
た

流
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の

E
O
B
を
固
着
化
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
は
流
行
や
制
度
と
し
て
成
立
す
る

E
O
B
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
的
な
自
己
同
一
性
よ
り
も
社
会
的
な
自
己
同
一
性
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
!
と
し
て
の
自
己
同
一
性
を
確
保
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
心
す
る
。
例
え
ば
女
子
高
校
生
は
特
有
の
仕
方
で
制
服
を
着
こ
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
す
る
。
な
ぜ
安
心
す
る

の
か
と
い
え
ば
、
上
で
述
べ
た
よ
う
な
「
か
け
が
え
の
な
い
本
来
の
私
」
と
い
っ
た
よ
う
な
自
己
同
一
性
が
欺
踊
的
な
事
柄
で
あ
る
こ
と

-13 

を
彼
女
た
ち
は
直
感
的
に
見
抜
い
て
い
な
が
ら
、
か
と
い
っ
て
不
安
定
な
ぽ
月
に
全
面
的
に
与
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
と
り
あ
え

ず
あ
る
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
O
B
化
し
て
、
そ
れ
に
寄
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
彼
女
ら
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が

自
ら
選
択
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
個
性
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
他
の
女
子
高
校
生
と
全
く
同
じ
で
あ
れ
ば
そ
こ
に
個
性
な
ど
成
立

ほ
ぽ
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
微
妙
に
違
う
と
い
う
点
に
彼
女
ら
は
自
己
同
一
性
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
彼

し
ょ
う
が
な
い
が
、

女
ら
が
選
択
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
依
然
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
く
、
実
体
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
た
ち
ま
ち
別
の
イ
メ
ー
ジ
に
乗
り
換

え
る
こ
と
対
し
て
何
の
障
措
も
な
い
の
で
あ
る
。
流
行
は
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
背
広

姿
は
制
度
で
あ
ろ
う
。
背
広
を
着
る
こ
と
で
人
は
自
ら
を
あ
る
社
会
的
属
性
や
機
能
に
帰
属
さ
せ
、

そ
し
て
時
に
そ
れ
で
安
心
す
る
の
で

北
大
文
学
部
紀
要
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あ
る
。
制
度
に
お
い
て
原
理
的
に
は
変
化
は
あ
り
え
て
も
、
内
発
的
に
ま
た
急
激
に
は
起
こ
り
に
く
い
。
そ
れ
が
女
子
高
校
生
と
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
違
い
と
も
な
る
。
同
じ
く
「
ら
し
さ
」
と
い
う
点
に
自
己
の
同
一
性
を
見
出
し
て
い
て
も
、
社
会
的
広
O
B
へ
の
固
着
の
強
い
サ
ラ

リ
I
マ
ン
は
女
子
高
校
生
の
服
装
に
眉
を
ひ
そ
め
る
し
、

そ
の
地
点
を
抜
け
き
っ
て
い
る
女
子
高
校
生
の
眼
に
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
汲
々

と
し
た
姿
は
単
な
る
軽
蔑
の
対
象
と
し
て
し
か
に
映
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

E
O
B
を
実
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
象
が
あ
り
、
あ
る
い
は

f
R
を
な
に
か
し
ら
固
着

化
し
た

E
O
B
に
委
ね
、
そ
れ
に
包
含
さ
せ
る
こ
と
で
成
立
す
る
制
度
や
流
行
と
い
っ
た
現
象
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
固
着
化
へ
の
度
合
い
は

異
な
る
と
は
い
え
、
同
一
性
へ
と
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
基
本
的
に
同
じ
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は

依
然
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な
自
我
を
越
え
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
一
性
の
支
え
を
必
要
と
せ
ず
、
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
そ
の
都
度
の

14-

物
語
を
作
り
出
す
と
い
う
反
省
を
経
る
こ
と
に
よ
り
確
立
さ
れ
る
自
己
性
の
あ
り
方
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ

の
自
己
性
の
不
安
定
さ
、
変
転
す
る
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、

な
い
し
は
変
転
す
る
自
己
を
生
き
抜
く
こ
と
は
、

7こ

や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
た
え
ず
語
り
直
す
こ
と
、
語
り
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
自
伝
的
記
述
や
自
画
像

は
そ
の
有
力
な
凡
例
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

一
人
の
作
家
や
画
家
が
自
分
自
身
を
モ
デ
ル
に
す
る
場
合
、
単
な
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
か
ら
自

そ
の
重
心
の
置
き
ょ
う
は
様
々
で
あ
る
。
し

己
の
再
発
見
に
至
る
ま
で
、
あ
る
い
は
歴
史
的
記
述
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
に
至
る
ま
で
、

か
し
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
性
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
物
語
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
自
叙
伝
や
自
画
像
の
作
品
は
必
然
的

に
複
数
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

(
却
)

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
繰
り
返
さ
れ
る
べ
き
自
己
の
物
語
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
内
田
百
聞
の
文
章
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

百
聞
の
自
宅
は
昭
和
二
十
年
五
月
二
十
五
日
夜
半
か
ら
二
十
六
日
未
明
に
か
け
て
の
空
襲
で
焼
失
し
た
が
、
そ
れ
を
題
材
に
し
た
『
灰



塵
』
は
前
日
の
二
十
四
日
深
夜
か
ら
二
十
六
日
夜
明
け
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
当
時
の
日
記
を
も
と
に
し
て
記
述
さ
れ
た
。
た
だ

し
そ
の
日
の
う
ち
に
付
け
た
日
記
で
は
な
く
、
焼
げ
出
さ
れ
た
翌
二
十
七
日
に
ま
と
め
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、

ま
た
百
聞
の
こ
の

日
記
は
や
が
て
作
品
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
原
文
か
ら
削
除
さ
れ
た
箇
所
が
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら

あ
る
に
は
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
や
周
囲
の
状
況
が
い
た
ず
ら
に
脚
色
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
と

も
か
く
も
元
々
の
日
記
が
あ
っ
た
。
そ
の
日
記
を
書
い
た
時
点
で
百
聞
は
一
度
自
己
を
物
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
翌
年
の

一
月
九
日
、
新
潮
社
か
ら
原
稿
の
依
頼
を
受
け
る
。
「
新
潮
の
原
稿
は
昨
秋
来
頼
ま
れ
て
ゐ
た
が
そ
の
憧
に
し
で
あ
っ
た
。
今
日
の
話
に
て

原
稿
料
の
代
り
に
お
酒
を
よ
こ
す
な
ら
書
く
と
云
っ
た
ら
持
っ
て
来
る
と
云
ふ
の
で
書
か
う
と
思
ひ
出
し
た
。
日
記
の
抄
出
を
し
よ
う
と

考
へ
て
ゐ
る
。
一
枚
一
合
の
割
と
云
ふ
事
に
談
判
成
立
せ
り
。
:
:
:
」
。
そ
の
後
一
月
二
十
四
日
、
督
促
が
き
て
か
ら
書
き
始
め
、
二
十
六

日
「
新
潮
の
原
稿
を
昨
夜
に
績
い
て
午
後
遅
く
、
夕
方
近
く
に
な
っ
て
か
ら
書
き
績
け
一
七
枚
に
て
終
っ
た
。
文
題
は
未
定
也
」
。
二
十
七

15-

日
「
昨
日
書
き
上
げ
た
原
稿
を
な
ほ
し
た
。
『
灰
塵
』
と
題
す
。
日
記
帖
の
昨
年
五
月
二
十
四
日
と
二
十
五
日
の
前
宇
と
を
推
敵
し
た
る

な
り
」
。

つ
ま
り
『
灰
塵
』
は
同
じ
体
験
に
つ
い
て
の
二
度
目
の
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
昭
和
二
十
一
年
二
月
号
の
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ

の
箇
所
を
含
む
、
昭
和
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
十
年
八
月
二
十
一
日
ま
で
の
、
全
文
片
仮
名
で

と
い
う
仕
事
を
行
っ
て
い
た
。
終
戦

そ
の
聞
に
も
『
灰
塵
』

た
。
ま
た
、

記
さ
れ
て
い
る
大
学
ノ

l
ト
の
日
記
原
文
を
平
仮
名
に
写
し
か
え
て
、
句
読
点
を
つ
け
清
書
す
る
、

後
す
ぐ
空
襲
日
記
と
し
て
出
版
す
る
話
が
あ
っ
た
が
実
現
さ
れ
ず
、
半
分
く
ら
い
は
百
聞
本
人
が
仕
上
げ
、
未
完
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て

い
た
。
平
山
三
郎
の
手
伝
い
で
残
り
半
分
を
完
成
さ
せ
た
の
は
よ
う
や
く
昭
和
二
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
昭
和
三
十
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
『
東
京
焼
童
』
は
、
す
な
わ
ち
三
度
目
の
物
語
で
あ
る
。
一
度
目
の
物
語
で
あ
る
日
記
帖
そ
の

も
の
は
未
見
で
あ
る
が
、
平
山
三
郎
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
『
東
京
焼
霊
』
と
の
異
同
は
ご
く
わ
ず
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
版

北
大
文
学
部
紀
要
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さ
れ
た
の
は
『
灰
塵
』
の
方
が
先
だ
が
、
記
述
そ
の
も
の
は
『
東
京
慎
重
』

の
方
が
先
で
あ
る
。

さ
て
『
東
京
焼
童
』
の
第
三
十
七
章
途
中
か
ら
第
三
十
八
章
途
中
ま
で
の
記
述
が
三
つ
の
節
を
持
つ
『
灰
塵
』
に
相
当
す
る
。
両
者
は

日
記
と
随
筆
と
い
う
違
い
が
あ
っ
て
、
『
灰
塵
』
の
方
で
は
義
理
の
姉
に
関
す
る
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
た
り
、
他
人
の
名
前
が
わ
か
ら
な

い
よ
う
す
る
な
ど
の
配
慮
が
、
例
え
ば
、
「
川
崎
」
を
「
何
崎
」
と
記
述
す
る
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
段
落
分
け
が
例
え
ば
五
月
二

十
四
日
分
の
記
述
が
『
東
京
慎
重
』
で
は
三
段
落
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
『
灰
塵
』
で
は
細
分
化
さ
れ
て
八
段
落
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
午
前
三
時
五
十
分
空
襲
警
報
解
除
と
な
る
L

と
か
「
午
後
遅
く
出
一
吐
す
」
な
ど
主
と
し
て
時
間
の
区
切
り
に
よ
っ
て
段
落
を
変
え
て
い
る

が
、
逆
に
『
東
京
焼
童
』
で
は
時
間
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
た
段
落
が
『
灰
塵
』
で
は
区
切
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
段
落
分

け
や
節
の
区
切
り
は
、
読
み
物
と
し
て
の
読
み
易
さ
や
全
体
の
構
成
を
考
慮
し
た
結
果
、
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
両
者
が
内
容

16-

的
に
ほ
ぽ
重
な
る
箇
所
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
傍
線
部
が
主
た
る
相
違
点
で
あ
る
。

(
お
)

『
東
京
焼
垂
直
』

(
お
)

『
灰
塵
』

(
前
略

(
一
段
落
省
略
)

朝
か
ら
天
気
よ
し
。
午
前
八
時
警
戒
警
報
。

B
m
一
機
に
し
て

東
京
に
は
近
づ
か
ず
同
二
十
五
分
解
除
と
な
る
。
(
中
略
)

朝
か
ら
天
気
良
し
。
午
前
八
時
警
戒
警
報

B
m
一
機
に
し
て
東

京
に
は
近
づ
か
ず
、
同
二
十
五
分
解
除
と
な
る
。
(
中
略
)
午
過
十

午
後
出
世
す
。
本
館
係
の
高
橋
君
に
頼
ん
で
お
い
た
ロ
ッ
カ
ー

午 二
後 時
出回
世十
す 分
ニ空
小襲
館舷

窓喜
震蕗
ZZ午z後

頼 時
ん

警
で 4

R箸
工 報
μ 解
ロ"^
ツノ、
カ 」
l な

るを

を
部
屋
に
入
れ
て
貰
っ
た
。
(
中
略
)
夕
蹄
り
て
員
原
の
配
給
を
譲



っ
て
貰
っ
た
、
白
鹿
五
合
の
内
、
昨
夜
の
二
合
を
家
内
の
姉
さ
ん

の
所
に
返
し
た
。
後
の
三
合
に
て
一
ぱ
い
や
っ
た
が
昨
夜
程
お
い

し
く
な
い
。
酒
の
所
矯
で
は
な
く
自
分
の
調
子
に
よ
る
ら
し
い
。

左
の
顕
額
の
血
管
が
怒
張
し
て
、
鏡
を
見
た
だ
け
で
気
持
が
悪

ぃ
。
別
に
気
分
が
悪
い
で
も
な
く
頭
痛
が
す
る
で
も
な
い
が
、
神

経
を
起
こ
し
て
二
本
で
や
め
た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
寝
る
。
午
後
九

時
出
十
な
り
。
す
ぐ
に
寝
つ
い
た
ら
し
。
家
内
は
風
呂
に
入
っ
た
。

自
分
は
今
日
は
這
入
ら
な
か
っ
た
。
家
内
の
姉
さ
ん
一
家
が
来
て

立
て
た
の
で
あ
る
。

忽
ち
警
戒
警
報
の
音
に
て
目
が
さ
め
た
。
午
後
十
時
五
分
な

り
。
未
だ
三
十
分
し
か
眠
っ
て
ゐ
な
い
。
今
晩
の
様
な
気
分
の
時

に
は
ぐ
っ
す
り
眠
り
た
い
と
思
っ
た
が
仕
方
が
無
い
。
(
中
略
)
焼

夷
弾
が
身
近
か
に
落
ち
出
し
た
。

B
mの
大
き
な
姿
が
土
手
の
向

ぅ
、
四
谷
牛
込
の
方
か
ら
こ
ち
ら
へ
今
迄
嘗
っ
て
見
た
事
も
な
い

低
空
で
飛
ん
で
来
る
。
機
種
や
翼
の
裏
側
が
下
で
燃
え
て
ゐ
る
町

の
談
の
色
を
う
つ
し
赤
く
染
ま
っ
て
、

ゐ
も
り
の
腹
の
様
で
あ

る
。
も
う
い
け
な
い
と
思
ひ
な
が
ら
見
守
っ
て
ゐ
る
こ
ち
ら
の
員

北
大
文
学
部
紀
要

部
屋
に
入
れ
て
貰
っ
た
。
家
か
ら
持
っ
て
行
っ
た
自
著
等
を
し
ま

っ
て
置
く
つ
も
り
也
。

タ
踊
り
て
何
原
の
配
給
を
譲
っ
て
貰
っ
た
白
鹿
五
合
の
内
昨

日
の
二
合
を
何
城
へ
返
し
た
後
の
三
合
に
て
一
ぱ
い
や
っ
た
が

昨
夜
程
お
い
し
く
な
い
。
酒
の
所
属
で
は
な
く
自
分
の
調
子
に
よ

る
ら
し
い
。
二
本
で
や
め
た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
寝
る
。
九
時
宇
な

り
す
ぐ
に
寝
つ
い
た
ら
し
。
家
内
は
風
日
へ
入
っ
た
。
忽
ち
警
戒

17~ 

警
報
の
音
に
て
目
が
さ
め
た
。
午
後
十
時
五
分
な
り
。
未
だ
三
十

分
し
か
寝
て
ゐ
な
い
。
今
晩
の
様
な
気
分
の
時
に
は
ぐ
っ
す
り
眠

り
た
い
と
思
っ
た
が
仕
方
が
な
い
。
(
中
略
)
焼
夷
弾
が
身
近
か
に

落
ち
出
し
た
。
お
隣
り
の
何
回
の
引
っ
越
し
た
後
の
表
の
防
空
壕

が
空
い
て
ゐ
る
。
何
回
の
後
へ
来
る
事
に
な
っ
て
ゐ
る
町
内
の
何

崎
の
娘
さ
ん
が
丁
度
家
に
ゐ
た
ら
し
く
そ
の
娘
さ
ん
と
家
内
と

自
分
と
三
人
に
て
幾
度
も
そ
の
防
空
壕
に
出
た
り
這
入
っ
た
り
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上
に
か
ぶ
さ
っ
て
来
て
頭
の
上
を
飛
び
過
ぎ
る
。
ど
か
ん
ど
か
ん

と
云
ふ
投
弾
の
響
き
が
績
け
様
に
聞
こ
え
る
。
お
隣
り
の
宮
田
の

引
越
し
た
後
の
表
の
防
空
壕
に
、
宮
田
の
後
へ
来
る
事
に
な
っ
て

ゐ
る
町
内
の
川
崎
の
娘
さ
ん
が
丁
度
家
に
ゐ
た
ら
し
く
、
そ
の
娘

さ
ん
と
家
内
と
三
人
に
て
幾
度
も
出
た
り
這
入
っ
た
り
し
た
。

(
後
略
)

し
た
。
(
後
略
)

と
く
に
『
灰
塵
』
の
第
三
節
は
『
東
京
焼
童
』
の
段
落
の
途
中
か
ら
区
切
り
、
「
す
ぐ
に
寝
つ
い
た
ら
し
。
家
内
は
風
呂
へ
入
っ
た
。
忽

18 

ぎ
、
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
、

ち
警
戒
警
報
の
音
に
て
目
が
さ
め
た
。
午
後
十
時
五
分
な
り
。
未
だ
三
十
分
し
か
寝
て
ゐ
な
い
。
」
と
短
い
文
を
た
た
き
込
む
よ
う
に
つ
な

そ
れ
ゆ
え
こ
れ
か
ら
始
ま
る
出
来
事
へ
の
緊
張
感
を
漂
わ
せ
る
描
写
で
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
『
東
京
焼
童
』

で
抜
粋
し
た
部
分
の
傍
線
を
引
い
た
二
箇
所
が
『
灰
塵
』
で
は
落
と
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
「
血
管
L

や
「
議
L

「
ゐ
も
り
の
腹
」
な
ど
ど

す
黒
い
青
や
赤
の
色
彩
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
非
常
に
具
体
的
で
生
々
し
い
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
灰
塵
』

全
体
の
記
述
の
量
は
『
東
京
慎
重
』

は
過
度
の
現
実
感
が
避
け
ら
れ
、
全
体
と
し
て
寸
乾
い
た
」
表
現
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
方
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
『
灰
塵
』
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
描
写
が
散
見

で
き
る
。
し
か
し
逆
に
『
灰
塵
』
に
し
か
な
い
記
述
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
空
襲
当
夜
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
記
述

を
す
る
こ
と
、

ま
た
半
年
以
上
経
っ
て
か
ら
思
い
出
さ
れ
た
り
判
断
で
き
た
り
す
る
こ
と
を
追
加
し
た
部
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、



「
何
か
に
気
を
取
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
い
け
な
い
と
判
断
し
た
。
L

「
慾
張
っ
て
も
家
内
と
二
人
で
は
荷
物
を
運
ぶ
の
に
背
中
が
二
枚
と
手
が
四
本
し
か
な
い
。
L

(
幻
)

「
琴
三
面
は
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
中
の
一
つ
は
生
田
流
本
間
の
長
磯
で
あ
る
。
」

な
ど
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
東
京
焼
塞
』
を
出
版
す
る
に
当
た
っ
て
、

そ
の
「
序
ニ
代
へ
ル
心
費
L

と
題
す
る
文
に
は
、
「
ナ
ゼ
疎
開
シ
ナ
カ
ツ
タ
ト
云
フ

ニ
行
ク
所
モ
無
カ
ツ
タ
シ
文
逃
ゲ
出
ス
ト
云
フ
気
持
ガ
イ
ヤ
ダ
ツ
タ
カ
ラ
動
カ
ナ
カ
ツ
タ
L

「
何
ヲ
ス
ル
カ
見
テ
ヰ
テ
見
届
ケ
テ
ヤ
ラ
ウ
ト

(
お
)

云
フ
気
モ
ア
ツ
タ
」
「
ア
ノ
時
ヨ
ク
死
ナ
ナ
カ
ツ
タ
ト
思
フ
L

と
十
年
近
く
経
っ
て
か
ら
初
め
て
書
く
こ
と
の
で
き
る
感
慨
の
よ
う
な
も
の

こ
の
よ
う
に
同
じ
題
材
を
、
同
じ
ノ

i
ト
に
基
づ
い
て
二
度
三
度
と
、
あ
る
い
は
推
敵
や
校
正
を
入
れ
れ
ば
そ
れ
に
倍
す
る
回
数
物
語

19 

が
記
さ
れ
て
い
る
。

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
は
確
か
に
そ
の
時
々
の
微
妙
な
自
己
性

fzの
揺
れ
の
よ
う
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
以
上
の
よ
う
に
両
者
の
聞
に
は
い
く
つ
か
の
点
で
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
物
語
ら
れ
て
い
る
内
容
の
点
で
も
語
り
口
の
点
で
も

決
定
的
な
違
い
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
貫
か
れ
て
い
る
の
は
、
否
応
な
く
命
か
ら
が
ら
逃
げ
惑
っ
て
い
る
当
事
者
で
あ
り
な
が
ら
、

悲
壮
感
や
絶
望
感
な
ど
、
あ
る
い
は
政
治
性
や
思
想
性
な
ど
と
は
全
く
無
関
係
に
、

む
し
ろ
淡
々
と
身
辺
の
状
況
や
自
分
自
身
を
観
察
し

表
現
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
時
々
の
心
境
を
物
語
る
、

そ
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
微
に
い
り
細
に
い
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
が

リ
ア
リ
ズ
ム
を
突
っ
切
っ
て
時
に
幻
想
的
な
次
元
に
至
る
よ
う
に
、
百
聞
の
文
章
に
は
生
身
の
百
聞
が
さ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
ず
、

ど
こ
か
現

実
離
れ
し
て
い
る

北
大
文
学
部
紀
要
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寸
昨
夜
気
分
進
ま
ず
飲
み
残
し
た
一
合
の
酒
を
一
升
糧
の
偉
持
ち
廻
っ
た
。
こ
れ
だ
け
は
い
く
ら
手
が
ふ
さ
が
っ
て
ゐ
て
も
捨
て
て

行
く
わ
け
に
行
か
な
い
。
逃
げ
廻
る
途
中
苦
し
く
な
る
と
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
来
た
小
さ
な
洋
杯
に
つ
い
で
一
杯
飲
ん
だ
。
土
手
の

腹
の
遁
ば
た
へ
行
っ
て
か
ら
も
時
時
飲
み
、
最
後
に
明
か
る
く
な
っ
て
か
ら
一
杯
牢
飲
ん
で
お
仕
舞
に
な
っ
た
。
昨
夜
は
齢
り
う
ま

く
な
か
っ
た
が
冷
や
で
歓
ん
だ
残
り
の
一
合
は
世
の
中
に
こ
ん
な
う
ま
い
酒
が
あ
る
か
と
思
ふ
位
で
あ
っ
た
。
」

と
い
っ
た
行
動
が
物
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
百
聞
の

5
0
5
と
し
て
の
性
格
で
は
な
い
。
百
聞
が
自
分
自
身
、

つ
ま
り
ぽ
自
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
十
年
間
変
わ
ら
ぬ
百
聞
の
同
一
性
、
つ
ま
り
百

聞
の
性
格
が
十
年
隔
て
て
同
じ
文
章
を
童
聞
か
せ
た
の
で
は
な
い
。
同
じ
文
章
を
作
ら
せ
た
の
は
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
自
己
性
円
七
月
は
絶
え

-20-

ず
揺
れ
動
い
て
い
る
が
、
そ
の
揺
れ
は
庄
の
自
に
寄
り
か
か
っ
て
つ
な
、
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
円
七
回
∞
を
見
つ
め
そ
れ
を
物
語
る

ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
場
合
と
同
じ
く
、
あ
る
い
は
制
度
や
流
行
の
場
合
と
同
じ
く
、

ス
タ
イ

ル
は
人
を
広
σ自
へ
と
固
着
化
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
間
着
化
し
た
ス
タ
イ
ル
を
安
易
に
保
守
す
る
こ
と
で
人
は
安
心
も
す
る
が
、

同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
、
同
一
性
の
枠
か
ら
抜
け
出
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
ス
タ
イ
ル
に
関
し
て
こ

う
し
た
危
険
性
を
完
全
に
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
百
聞
の
場
合
で
も
、
悪
く
い
え
ば
単
に
自
己
模
倣
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
ま
た
、

ス
タ
イ
ル
が
創
造
的
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
百
聞
が
百
聞
自
身
で
あ
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
百
聞
の
山
宮
内
は
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
他
者
H
読
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
物
語
の
ス
タ
イ
ル

に
よ
っ
て
百
開
は
繰
り
返
し
寸
俺
は
こ
こ
に
い
る
ぞ
」
と
他
者
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
、

い
わ
ば
そ
の
度
ご
と
に
百
聞
は
自
ら
の
ぢ
自
の



不
安
定
性
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
読
者
た
ち
が
読
む
度
ご
と
に
そ
こ
に
見
出
す
百
聞
は
単
に
エ
ゴ
イ

ス
ト
や
ナ
ル
シ
ス
ト
と
し
て
の
百
聞
で
は
な
く
、
読
者
た
ち
に
も
同
様
に
配
分
さ
れ
て
い
る
自
己
を
共
有
し
て
い
る
百
聞
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
度
、
リ
ク

1
ル
の
議
論
と
照
合
し
て
み
よ
う
。
リ
ク

l
ル
は

E
O
B
へ
と
苛
m
o
を
解
消
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
逆
に
広
巾
自
の
支

え
な
し
に
構
築
さ
れ
る
ザ
詰
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
。
し
か
し
ぢ
印
の
そ
の
も
の
は
物
語
る
度
ご
と
に
印
三
を
配
分
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

本
来
的
に
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
。
リ
ク

1
ル
は
そ
の
物
語
的
自
己
同
一
性
の
不
安
定
さ
を
倫
理
の
方
へ
向
か
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し

た
。
す
な
わ
ち
責
任
を
負
う
、
と
い
う
か
た
ち
で
他
者
と
の
関
係
の
中
に
自
ら
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
門
官
。
は

E
O
B
と
は
別
種
の
恒
常

性
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
百
聞
の
文
章
に
見
ら
れ
る
苛
認
の
支
え
方
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。
も
ち
ろ
ん
百
聞
の
物
語
の
中
に

倫
理
性
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
例
え
ば

「
焼
け
出
さ
れ
て
近
所
に
来
て
ゐ
る
何
城
の
許
か
ら
二
合
借
り
て
来
さ
せ
た
。
」

「
夕
蹄
り
て
何
原
の
配
給
を
譲
一
つ
て
貰
っ
た
白
鹿
五
合
の
内
昨
日
の
二
合
を
何
城
へ
返
し
た
後
の
三
合
に
て
一
ぱ
い
や
っ
た
が
昨

(
初
)

夜
程
お
い
し
く
な
い
。
L
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と
い
っ
た
「
約
束
」
の
行
為
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
だ
が
少
な
く
と
も
百
聞
の
文
章
に
お
い
て
、
物
語
っ
て
い
る
当
事
者
の
自
己
自
身

を
他
者
に
対
し
て
、

ま
た
未
来
に
対
し
て
維
持
さ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
寸
約
束
」
と
い
う
行
為
の
倫
理
性
で
あ
る
以
上
に
、
物
語

そ
の
も
の
の
の
ス
タ
イ
ル
な
の
で
あ
る
。

ス
タ
イ
ル
は
物
語
の
、
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
芸
術
作
品
の
結
果
で
あ
り
、

ま
た
同
時
に
芸
術
作
品
の
創
造
の
主
た
る
担
い
手
で
も

北
大
文
学
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紀
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あ
る
。

い
わ
ば
物
語
に
は
内
在
的
に
自
己
自
身
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
の
ス
タ
イ
ル

と
い
う
処
方
筆
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
芸
術
作
品
の
制
作
が
あ
る
種
の
精
神
治
療
に
有
効
性
を
も
っ
て
い
る

そ
の
こ
と
自
体
に
は
何
の
不
思
議
も
な
い
だ
ろ
う
。
倫
理
と
い
う
定
言
命
令
で
与
え
ら
れ
る
規
範
に
自
己
自
身

こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、

つ
ま
り
物
語
を
倫
理
の
方
に
超
出
さ
せ
な
く
て
も
、

を
委
ね
る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
道
で
あ
る
な
ら
、

そ
の
都
度
の
作
品
と
し
て
自
己
自
身
を
芸
術
的
に
創
造
し
て
ゆ
く
こ
と
も
ま
た
ひ
と
つ
の

道
な
の
で
あ
る
。お

わ
り
に

と
り
わ
け
近
代
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
偏
執
狂
的
な
病
理
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
を
抜
け
出
す
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
物
語
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
物
語
る
時
々
に
お
い
自
己
性
を
見
出
し
え
た
と
し
て
も
、

自
己
同
一
性
を
広
巾
自
へ
と
実
体
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
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そ
の
自
己
性
を
複
数
の
物
語
に
よ
っ
て
で
し
か
維
持
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
一
種
、
分
裂
症
的
な
病
理
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
物
語
的
自
己
同
一
性
」
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
病
理
に
対
す
る
処
方
筆
で
あ
る
と
同
時
に
、

わ
れ

わ
れ
が
ま
た
そ
れ
と
は
別
の
病
的
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
の
症
状
な
の
だ
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
そ
れ
が
私
た
ち
が
現

在
お
か
れ
て
い
る
常
態
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
比
輸
が
適
当
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
意
味
で
は
流
行
や
制
度
は
そ
の
病
理
に
対
す
る
外
科
的
な
治
療
法
で
あ

る

つ
ま
り
外
部
の
既
存
の
枠
組
み
へ
と
自
ら
を
押
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
倫
理
や
芸
術
は
、
内
科
的
な
、

つ
ま
り
内
発
的
な
治
療
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
自
ら
の
自
由
と
責
任
の
も
と
に
、
「
私
は
こ
こ



に
い
る
ぞ
L

と
他
者
に
向
か
っ
て
自
己
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
自
己
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
自
己
性
の
病
的
状
態
が
す
べ
て
癒
や
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
ス
タ
イ
ル
に
は
絶
え
ず
広
命
日

へ
の
固
着
化
の
危
険
性
が
と
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
タ
イ
ル
を
一
種
の
流
行
現
象
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
に
対
す
る
不
信
感
を
避
け
よ
う
と
思
え
ば
、
も
は
や
ス
タ
イ
ル
を
放
棄
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
今
日

る
造
形
的
理
念
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
、

で
は
か
つ
て
の
芸
術
に
備
わ
っ
て
い
た
よ
う
な
大
様
式
、
す
な
わ
ち
あ
る
時
代
の
創
造
的
精
神
が
現
出
し
て
く
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め

と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
望
む
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
意
味
で
の
ス
タ
イ
ル
は
、

い
わ
ゆ
る
ひ
と
つ
の
寸
大
き
な
物
語
」
、
「
メ
タ
物
語
」
で
あ
っ
て
、
も
は
や
わ

れ
わ
れ
は
そ
れ
を
無
批
判
に
受
げ
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
他
方
で
、

ス
タ
イ
ル
は
自
由
に
手
に
入
れ
た
り
、

手
放
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
己
性
が
物
語
の
中
で
し
か
回
復
さ
れ
な
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い
以
上
、
私
た
ち
は
物
語
を
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
「
物
語
的
自
己
同
一
性
L

の
根
本
的
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

ス
タ
イ
ル
を
自
由
に
し
よ
う
と
し
て
、
し
か
し
ス
タ
イ
ル
の
体
制
の
中
に
捕
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
。

ス
タ
イ
ル
に
対
し
不
信
感
を

抱
き
つ
つ
、
物
語
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
の
中
で
、
し
か
し
物
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
。
あ
る
い
は
物
語
の
閉
鎖
性
を
切
り
裂
い
て

ゆ
く
の
に
物
語
る
こ
と
以
外
の
有
効
な
手
だ
て
を
持
ち
え
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
、

わ
れ
わ
れ
に
せ
い
ぜ
い
な
し
え
る
こ
と
は
「
大
き
な
物
語
」
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
「
小

さ
な
物
語
」
を
、

つ
ま
り
メ
タ
物
語
で
は
な
い
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
物
語
を
語
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
比
喰
が
ま
た
し
て
も
適

切
が
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
例
え
ば
、
「
プ
リ
ン
ト
ク
ラ
ブ
」
の
「
小
さ
な
」
写
真
に
映
し
出
さ
れ
て
た
姿
を
か
た
ど
っ
て
い
る
多
種
多

様
な
「
小
さ
な
」
フ
レ
ー
ム
は
、
今
日
の
大
様
式
に
は
な
り
え
な
い
寸
小
さ
な
」
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
あ
る
。
ま
た
そ
の
写

北
大
文
学
部
紀
要
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自
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真
を
交
換
す
る
の
が
今
日
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
で
あ
り
、
交
換
さ
れ
た
写
真
が
い
っ
ぱ
い
に
貼
ら
れ
た
手
帳
の
ぺ

l
ジ
は
、

い
わ
ば
今
日
の
寸
小
さ
な
物
語
」
の
モ
ザ
イ
ク
模
様
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
自
分
自
身
を
「
透
明
な
存
在
L

と
物
語
っ
た
少
年
は
、

か
え
っ
て
そ
の
物
語
に
よ
っ
て
探
閉
さ
れ
、

つ
い
に
は
そ
の
物
語
を
現
実
化
す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
ど

ち
ら
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、

つ
ね
に
既
に
物
語
ら
れ
て
い
る
物
語
を
物
語
ら
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
置
か
れ

て
い
る
状
況
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
友
人
と
の
さ
さ
や
か
な
語
ら
い
を
誘
引
す
る
も
の
に
な
る
の
か
、

そ
れ
と
も
悪
魔
的
な
事

態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
か
、
「
物
語
的
自
己
同
一
性
」
の
概
念
だ
け
で
は
そ
の
ど
ち
ら
転
ぶ
の
か
を
言
い
当
て
る
こ
と
は
で
き
な

しユ。

註
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(
1
)

自
の
白
白
河
ア
ト
白

3.HNQS
ミ
宮
内
ロ
ミ
ミ
室
、
同
ミ
ミ
円
お
お
む
せ
町
内
旬
、
白
s
g
a
h
N
S
S
.
h
h
b
h
b
R
h同h
h
s
s
H
w
h色
B
Eロ
F
m
4可

L
S印

(
2
)
E
h白
白
河
戸
同
諮
問
H
m
C
S
K
町
民
同
町
、
入
山
足
立

shsBP凡町民
S

ミ円町内宮町内円町

W
E
E
-
F
呂
田
ま
た
初
出
は
吋
居
間
h
u
p
凡
な
白
色
、
守
口

¥
Eミ
旬
以

S
R
F
q
r

F
B門
田
吋
可

O
同
F
H
4
吉
岡
沼
己
O
印

O
匂
町
四
円
少
〈
。
F
N
N
)
"

巾門同・

σ山
、
戸
町
耳
目
的
肘
巳
考
古
田
山
町
P
。
広
口
白
m
p
O℃叩ロ
(
U
O
ロュ
-
H
U
U
印・

(
3
)

自
の
Q
d
H
N
ア
ロ
遣
」
D
h

同町、同町民
F
L
q
h
ト
町
き
る
師
、
R
S
F
R
ω
2日

-LU∞
町
七

-H)・ω日
Nzω
日
由
(
久
米
博
訳
『
時
間
と
物
語
皿
』
、
新
曜
社
、
一
九
九

O
、

四
四
五
頁
|
四
五
三
頁
)

(
4
)

自
の
白
匂
岡
山
司
-WNW-凡i
吉
町
吉
町
内
包
喜
遺
児
さ
き
H
R
ω
2円-
w
S由0
・
(
久
米
博
訳
『
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
)
(
以
下
、

ω〉
と
略
し
、
か
っ
こ
内
に
邦
訳
の
頁
を
記
す
)

(
5
)

『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身
』
に
お
げ
る
議
論
を
、
リ
ク
l
ル
自
身
が
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
段
階
と
二
つ
の
移
行
部
と
に
分
け
て
整
理
し
て
い
る
。
「
個
人

と
自
己
同
一
性
」
(
ポ

l
ル
・
ヴ
ェ

1
ヌ
他
著
、
大
谷
尚
文
訳
、
守
個
人
に
つ
い
て
』
所
収
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
、
七
三
一
頁
一

O
O頁
)

(
6
)
ω
〉
-wu・H

主
・
(
一
五
四
頁
)



(
7
)

∞
〉
・
℃
田
区
白
・
(
一
五
五
頁
)

(
8
)
ω
p
w
℃
-E品
・
(
一
五
七
頁
)
。
と
く
に
性
向
が
習
慣

E
E
Z含
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
習
慣
は
沈
殿
化
の
作
用
を
起
こ
し
、
性
格
に
時
間
に
お
け
る
恒
常

性
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
身
に
つ
き
、
獲
得
さ
れ
、
永
続
的
性
向
と
な
っ
た
習
慣
」
(
日
正
)
乙
そ
が
ま
さ
に
性
格
で
あ
り
、
リ
ク
l
ル
は
そ

の
こ
と
を
広
巾
自
に
よ
る

fnの
包
含
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

(
9
)
ω
〉
-
u

匂
同
怠
・
(
一
五
九
頁
)
。

(
日
)
こ
れ
ら
の
文
学
作
品
の
事
例
は
リ
ク

l
ル
自
身
に
よ
る
。

ωpw
匂
-H)
・H

呂
田
口
叶
・
(
一
九
一
頁
l
一
九
三
頁
)

(日

)
ω
〉
ゆ
甘
い
由
自
・
(
一
二
四
頁
)
。

(
ロ
)
拙
稿
「
ミ

1
メ
1
シ
ス
の
可
能
性

!
l
リ
ク
ー
ル
の
主
題
に
よ
る
変
奏
|
|
」
(
美
学
会
編
『
美
撃
』
、
一
四
六
号
、
一
四
頁
二
四
頁
、
一
九
八
六
)
参
照
。

(
日
)
自
の
白
d
H
N
H
J
s
g
L
)
・8
印
・
(
四
四
九
頁
)
こ
の
「
生
の
連
関
」
「
動
性
」
と
い
っ
た
概
念
に
関
し
て
は
、
同
じ
頁
の
註

(
2
)
に
よ
れ
ば
リ
ク
l
ル
は

ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
の
『
存
在
と
時
間
』
第
七
二
節
を
参
照
し
て
い
る
が
、
た
だ
し
必
ず
し
も
、
自
己
性
の
問
題
を
「
死
へ
と
か
か
わ
る
存
在
の
地
平
下
に
置
く

必
要
は
な
い

(ω
〉

w
p
E
Y
邦
訳
一
五
九
頁
)
」
と
考
え
て
い
る
。

(
M
)

例
え
ば
自
の
白
己
河
司
・
¥
戸
山
内

O
R
Z
S
F
R
E
E
E己
ρ
5
母
宮
島
田

g
ロ
巳
由
巳

Oロョ
w
E
N
)毘
対
日

S
b
Eミ
室
、
阿
佐
包
叫

hNS町、
smsSHN意
向
、
旬
、

5g-

(
邦
訳
は
久
米
博
他
訳
『
解
釈
の
革
新
』
、
白
水
社
、
一
九
七
八
に
所
収
。
ま
た
こ
の
論
文
の
初
出
は
宮
町
H

品、MP
、
さ
ミ
m
s
g
hな
さ
ぬ
雪
尋
問
同
由
民
町

5.町内師

、
ね
な
尽
き
、
F
E
-
匂
同
司
・
∞

ogロ
巾
件
。
-HNOEロ
Z
F
5
a・
)
に
お
い
て
リ
ク

1
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
寸
わ
れ
わ
れ
は
文
化
の
作
品
の
中
に
登
録
さ
れ

て
い
る
人
間
の
記
号
、
と
い
う
大
い
な
る
迂
路
を
通
っ
て
し
か
、
自
己
了
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
守
口
pw
邦
訳
一
九
五
頁
)
。
こ
の
記
述
と
寸
自
己
性
は

こ
う
し
て
、
文
化
の
諸
作
品
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
自
己
の
自
己
性
な
の
で
あ
り
、
自
己
は
文
化
の
作
品
を
自
分
自
身
に
適
用
し
た
の
で
あ
る
」
(
自
の
白
白
何

回

ywsgw
匂・

8
由J

四
四
九
頁
)
と
い
う
一
九
八
五
年
の
『
時
間
と
物
語
凹
』
に
お
け
る
記
述
と
の
一
貫
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
日
)
自
の
白
C
H
山戸
s
g
h
u
日
∞
・
(
四
五
二
頁
)

(日
)
O
H
U
・
2
了間】・
ω
印
由
・
(
四
五
三
頁
)

(口

)
ω
〉
己
・

8
b・5
日
・
(
二
八
頁
、
二
二
ニ
頁
)
。
℃

-HS
の
註
(
1
)
に
よ
れ
ば
、
リ
ク
l
ル
は
こ
の
概
念
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
借
用
し
て
い
る
。
開

F
m
Sロ
gw

ヘ
両
足
守
宅
誼
同
誌
同
意

J

同H
S
D
R
b
R
目、由
S
h同町内、問的向

mER--四
回
目
可
巾
u
H
申立
w

冨
-ztFOR
℃同∞
C

固
ま
た
久
米
は
「
旧
約
聖
書
『
創
世
記
』
一
一
一
一
章
一
一
節
で
神

が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
息
子
イ
サ
ク
を
犠
牲
に
さ
さ
げ
る
よ
う
命
じ
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
ま
さ
に
息
子
を
屠
ろ
う
と
し
た
と
き
、
天
使
が
彼
に
呼
び
か
け
、
彼
は
寸
私

北
大
文
学
部
紀
要
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は
こ
こ
に
」
と
答
え
る
し
と
訳
注
を
つ
け
て
い
る
(
一
二
二
頁
)
。

(
日
)
以
下
の
記
述
は

ω〉
J

H

)

匂・口目

E
(
一
頁
五
頁
)
を
ま
と
め
た
。

(
問
)
下
山
は
、
「
自
画
像
と
は
、
『
永
遠
に
自
己
自
身
と
と
も
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
』
状
況
か
ら
出
発
し
、
し
か
も
再
び
同
じ
状
況
に
回
帰
す
る
よ
う
な
自
己
探

求
の
試
み
に
要
請
さ
れ
」
た
も
の
で
あ
り
、
自
画
像
に
は
モ
デ
ル
で
あ
る
寸
私
」
を
他
者
へ
と
外
化
す
る
方
向
性
と
、
逆
に
自
己
へ
と
内
化
す
る
方
向
性
の

両
極
構
造
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
「
対
極
的
な
構
成
と
気
分
を
示
す
対
作
品
が
同
時
的
な
い
し
相
前
後
し
て
発
現
し
し
て
く
る
レ
ン
プ
ラ
ン

ト
の
自
画
像
群
を
系
列
化
し
て
み
せ
る
が
、
な
ぜ
自
画
像
が
繰
り
返
し
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ま
で
の
言
及
は
な
い
。
下
山
肇
「
自
画
像
の
両
極

構
造
L

(

美
学
会
編
『
美
向
学
』
、
=
二
五
号
、
一
九
八
三
)
。
リ
ク
l
ル
は
「
自
叙
伝
や
、
自
画
像
に
つ
い
て
の
体
系
的
研
究
は
必
ず
や
、
物
語
的
自
己
同
一
性

の
原
則
的
不
安
定
性
を
立
証
す
る
こ
と
だ
ろ
う
L

と
述
べ
る
(
自
の
白
白
河
戸

5
8
w
匂・

ωgu
四
五
二
頁
)
。
自
画
像
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
体
系
的
研
究

を
た
ど
っ
て
、
別
の
機
会
に
は
自
画
像
の
必
然
的
反
復
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

(
初
)
内
田
百
聞
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
も
の
を
使
用
し
た
。
「
灰
塵
」
(
『
新
方
丈
記
』
、
『
新
輯
内
田
百
開
全
集
第
十
一
巻
』
所
収
、
福
武
書
底
、
一
九
八
七
)
。

司
東
京
焼
蓋
』
(
『
新
輯
内
田
百
聞
全
集
第
二
十
三
巻
』
所
収
、
福
武
書
底
、
一
九
八
八
)

(
幻
)
『
東
京
焼
蓋
』
、
三
五
九
頁

(
幻
)
同
書
、
一
二
六
八
頁

(
お
)
同
書
、
三
六
九
頁

(M)

た
だ
と
く
に
司
東
京
焼
蓋
』
の
最
後
の
と
こ
ろ
の
記
述
と
日
記
原
文
の
里
六
同
は
興
味
深
い
。
平
山
に
よ
れ
ば
、
日
記
原
文
の
八
月
二
十
一
日
分
は
「
コ
ノ

頃
ノ
新
聞
記
事
ヲ
讃
ン
デ
抵
抗
感
情
ヲ
費
エ
ナ
ク
ナ
ツ
タ
非
常
ナ
苦
難
ニ
遭
ツ
テ
新
ラ
シ
イ
日
本
ガ
素
直
ニ
ノ
ビ
ヨ
ウ
ト
シ
テ
ヰ
ル
ト
云
フ
風
ニ
考
へ
ラ

レ
ル
」
(
全
集
第
二
十
三
巻
の
解
題
に
よ
る
。
三
九
五
頁
)
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
『
東
京
焼
謹
』
で
は
コ
」
の
数
日
来
の
新
聞
記
事
を
讃
ん
で
今
迄
の
様

な
抵
抗
感
情
を
覚
え
な
く
な
っ
た
。
何
し
ろ
済
ん
だ
事
は
仕
方
が
な
い
。
ョ
出
な
ほ
し
遺
り
な
ほ
し
新
規
ま
き
な
ほ
し
』
非
常
な
苦
難
に
遭
っ
て
新
し
い
日

本
の
芽
が
新
し
く
出
て
来
る
に
蓬
ひ
な
い
。
濡
れ
て
行
く
放
人
の
後
か
ら
雰
る
る
野
路
の
む
ら
さ
め
で
、
も
う
お
天
気
は
よ
く
な
る
だ
ら
う
。
」
(
二
八
八
頁
)

戦
争
終
結
か
ら
一
週
間
ほ
ど
過
ぎ
た
頃
の
雑
感
で
あ
る
が
、
後
者
は
明
ら
か
に
状
況
の
真
っ
直
中
に
生
き
て
い
る
自
分
か
ら
一
歩
身
を
引
い
て
い
る
地
点
に

立
っ
て
、
作
品
の
締
め
く
く
り
と
し
て
の
体
裁
を
考
慮
し
て
書
き
加
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
『
東
京
焼
蓋
』
、
一
六
二
頁
ー
一
六
三
頁
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(
お
)

(
幻
)

(
お
)

(
ぬ
)

(
初
)

『
灰
塵
』
、
一
五
四
頁
一
五
五
頁

そ
れ
ぞ
れ
同
書
、
一
五
六
頁
、
一
五
八
頁
、

『
東
京
焼
蚕
』
、
二
ハ
頁

『
灰
塵
』
、
一
五
九
頁
|
一
六

O
頁

そ
れ
ぞ
れ
同
書
、
一
五
四
頁
、
一
五
五
頁

北
大
文
学
部
紀
要

一
五
九
頁
。
こ
れ
以
外
に
も
細
か
な
表
現
の
違
い
、
語
句
の
入
れ
替
え
な
ど
は
多
く
見
ら
れ
る
。
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