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一
　
一
人
称
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
小
説

　

語
り
手
が
口
語
体
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
自
分
の
体
験
を
語
っ
て
い
く
生

き
生
き
し
た
文
章
の
小
説
、
そ
れ
も
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
語
る
か
の
よ
う

な
文
体
が
部
分
的
に
採
用
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
の
基
調
が
そ
う

し
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
小
説
が
、
現
代
で
は
た
び
た
び
見
ら
れ
る
。
読

者
は
、
そ
う
し
た
小
説
で
は
語
り
手
が
実
際
に
自
分
の
体
験
を
リ
ア
ル
タ

イ
ム
に
語
っ
て
い
っ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
た
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
金

原
ひ
と
み
「
蛇
に
ピ
ア
ス
」１
と
綿
矢
り
さ
の
「
蹴
り
た
い
背
中
」２
と
い

う
芥
川
龍
之
介
賞
最
年
少
記
録
ダ
ブ
ル
更
新
の
二
作
な
ど
は
、
そ
う
し
た

タ
イ
プ
の
作
品
の
中
の
う
ち
で
も
最
も
話
題
と
な
っ
た
も
の
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
文
章
の
小
説
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
登
場
し
、
定
着
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
文
章
上
の
特
徴
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
に

よ
っ
て
他
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿

で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
理
論
的
、
歴
史
的
な
検
討
を
行
い
た
い
。

　

ま
ず
、
近
接
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
参
照
し
、
本
稿
の
関

心
が
先
行
論
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
述
べ
る
こ
と
で
、
論
点
を
整
理

し
て
お
こ
う
。

　

新
た
な
口
語
体
小
説
と
い
う
点
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
よ
く
注
目
さ

れ
て
き
た
の
は
新
井
素
子
で
あ
る
。
本
稿
の
立
場
か
ら
見
て
も
新
井
素
子

は
特
に
重
要
な
作
家
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
先
行
研
究
で
は
本
稿
と
は
異
な

一
人
称
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
小
説
の
成
立
と
展
開

�

─
新
井
素
子
か
ら
綿
矢
り
さ
へ

小
谷　

瑛
輔
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る
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
の
相
違
を
整
理
す
る
こ
と
で
、

本
稿
の
関
心
を
明
確
化
し
た
い
。

　

新
井
素
子
は
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」３
で
奇
想
天
外
Ｓ
Ｆ
新
人
賞
佳

作
を
受
賞
し
た
と
き
か
ら
「
女
性
の
饒
舌
体
と
か
、
マ
ン
ガ
の
吹
き
出
し

的
な
セ
リ
フ
」「
お
そ
ら
く
ぼ
く
は
、
く
だ
ら
ん
お
し
ゃ
べ
り
自
体
が
お

も
し
ろ
く
て
作
品
が
生
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ

う
い
う
文
体
は
初
め
て
み
た
。
い
か
に
も
女
の
子
ら
し
い
し
、
い
ま
だ
か

つ
て
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
は
な
い
」４
な
ど
と
、
文
体
面
の
新
し
さ
に

注
目
さ
れ
て
い
た
。
大
岡
昇
平

５
は
新
井
の
小
説
の
描
き
出
す
も
の
が

「
マ
ン
ガ
の
一
コ
マ
と
し
て
空
想
さ
れ
る
」
と
感
想
を
書
い
て
い
た
。
日

本
語
学
者
の
柳
父
章

６
は
、「
ラ
ジ
オ
の
深
夜
放
送
を
聞
く
若
者
た
ち
の

投
書
か
ら
始
ま
っ
た
」
と
さ
れ
る
「
新
口
語
文
」
の
う
ち
少
女
の
使
う

「
少
女
口
語
文
」
を
新
井
は
「
そ
の
ま
ま
小
説
文
に
持
込
ん
で
使
っ
た
」

の
だ
と
分
析
し
た
。
こ
の
柳
父
の
歴
史
的
整
理
は
、
そ
の
後
、
高
橋
源
一

郎
７
や
大
塚
英
志

８
ら
が
少
女
小
説
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
依

拠
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
、
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
大
塚
の
論
の
よ
う
だ
。

近
年
で
は
大
橋
崇
行

９
や
押
野
武
志

１0
が
大
塚
の
論
に
挑
戦
を
試
み
て
い

る
。

　

大
橋
は
、
新
井
が
影
響
を
受
け
た
も
の
に
漫
画
や
ア
ニ
メ
以
外
に
も
洋

画
の
コ
メ
デ
ィ
も
あ
っ
た
こ
と
、
柳
父
以
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
雑
誌
読
者
投
稿
欄
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
、
新
井
以
前
に
六
〇
年
代

の
ジ
ュ
ニ
ア
小
説
の
影
響
に
既
に
口
語
性
の
高
い
文
体
が
見
ら
れ
る
こ
と

に
注
意
を
促
し
、
新
井
の
文
体
が
「
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
」
だ
と
い
う
捉

え
方
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
新
井
素
子
の
文
体
の
特
徴
と
し
て
最
も

注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
「
文
法
外
現
象
」
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
点
に

注
目
す
る
限
り
で
は
、
新
井
素
子
の
文
体
は
少
女
雑
誌
の
読
者
投
稿
欄
な

ど
に
比
べ
て
必
ず
し
も
新
し
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

押
野
は
、
新
井
自
身
が
ジ
ュ
ブ
ナ
イ
ル
小
説
か
ら
の
影
響
を
語
っ
て
い

る
こ
と
、「「
あ
た
し
」
一
人
称
、
短
文
と
改
行
、
助
詞
止
め
、
オ
ノ
マ
ト

ペ
、
さ
ら
に
は
、「
…
」
等
の
記
号
の
多
用
」
と
い
っ
た
特
徴
に
お
い
て

宇
能
鴻
一
郎
の
官
能
小
説
が
新
井
の
デ
ビ
ュ
ー
よ
り
も
先
行
し
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
新
井
素
子
の
文
体
が
主
に
漫
画
の
影
響
に
よ
っ
て
成
立
し

た
と
い
う
捉
え
方
に
留
保
を
付
け
る
。

　

押
野
が
注
目
す
る
文
体
面
の
特
徴
は
、
大
橋
が
言
語
学
の
「
文
法
外
現

象
」
を
援
用
し
て
取
り
出
そ
う
と
し
た
も
の
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
。

こ
の
点
の
み
を
も
っ
て
新
井
の
新
し
さ
を
述
べ
る
の
が
必
ず
し
も
当
た
ら

な
い
と
い
う
の
は
、
両
者
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
語

り
の
状
況
、
形
態
、
時
間
な
ど
を
見
る
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
的
な
分
析
で
あ
る
。

新
井
の
小
説
の
新
し
さ
は
、
言
語
学
的
な
特
徴
と
し
て
抽
出
さ
れ
る
も
の
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よ
り
も
、
む
し
ろ
語
り
の
構
造
に
お
け
る
新
し
さ
に
あ
っ
た

１１
の
で
は
な

い
か
。
新
し
そ
う
に
見
え
た
言
語
学
的
な
特
徴
も
、
そ
う
し
た
語
り
の
構

造
に
よ
る
帰
結
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
。
語
り
の
構
造
の
特
徴
を
捉
え
ず
に

言
語
学
的
な
特
徴
の
み
を
取
り
出
し
て
も
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
同
様
の
例

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
自
体
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
新
井
の
新

し
さ
は
理
解
で
き
な
い
。

　

平
た
く
言
え
ば
、
本
稿
の
冒
頭
に
書
い
た
「
語
り
手
が
口
語
体
で
リ
ア

ル
タ
イ
ム
に
自
分
の
体
験
を
語
っ
て
い
く
」
文
章
が
基
調
と
な
る
小
説
が
、

新
井
素
子
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
見
解
で
あ

る
１２
。
第
五
節
で
詳
し
く
論
じ
る
が
、
同
時
代
の
人
々
が
「
マ
ン
ガ
の
吹

き
出
し
的
」「
マ
ン
ガ
の
一
コ
マ
」「
少
女
劇
画
」１３
と
、
小
説
と
は
異
な

る
ジ
ャ
ン
ル
の
比
喩
に
よ
っ
て
語
る
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
た
の
も
、
こ
の

語
り
の
構
造
の
新
し
さ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
大
橋
が
「
こ
の
よ
う
な
口
語
性
の
高
い
文
体
は
、
新
井
素

子
が
用
い
る
前
に
、
す
で
に
「
ジ
ュ
ニ
ア
小
説
」
の
一
部
で
は
用
い
ら
れ

て
い
た
」
と
し
て
挙
げ
る
浅
井
春
美
「
い
の
ち
燃
え
る
日
に
」１４
と
永
山

洋
子
「
お
に
ぎ
り
と
ボ
ー
ト
」１５
は
、
い
わ
ゆ
る
三
人
称
小
説

１６
で
あ
る
。

他
方
で
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
や
「
ず
れ
」１７
な
ど
の
新
井
素
子
の
初

期
作
品
は
、
一
人
称
小
説

１８
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
語
り
の
構
造
と
い

う
小
説
の
根
本
的
な
点
に
お
け
る
違
い
で
あ
っ
て
、
三
人
称
小
説
に
口
語

性
の
高
い
文
体
の
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
新
井
が
新
し
く
な
い
と
い

う
十
分
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
第
二
節
で
詳
述
す
る
が
、「
口
語
性
の

高
い
文
体
」
が
一
人
称
小
説
の
地
の
文
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
三
人

称
小
説
で
用
い
ら
れ
る
の
と
は
異
な
る
固
有
の
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
、
大
橋
が
挙
げ
て
い
る
例
の
中
で
新
井
の
作
品
に
最
も
近
く
見

え
る
の
は
、
富
島
健
夫
「
ふ
た
つ
の
恋
」１９
で
あ
る
。「
一
人
称
「
あ
た

し
」
の
語
り
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
語
彙
や
表
現
に
つ

い
て
は
、
文
章
語
を
基
調
と
し
て
い
る
」
と
、
人
称
は
新
井
と
同
じ
で
語

彙
や
表
現
の
面
が
新
井
と
異
な
る
と
大
橋
は
整
理
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
青
江
和
夫
が
や
っ
て
き
て
／
「
話
が
あ
る
か
ら
、
放
課
後
二
十
分
ば
か

り
会
っ
て
く
れ
な
い
か
」
／
と
い
う
。
／
放
課
後
と
く
に
用
は
な
か
っ
た

し
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
の
人
は
あ
た
し
を
好
き
だ
と
告
白
し
て
く
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
え
ば
こ
こ
何
カ
月
か
の
こ
の
人
の
態
度
は
す
こ

し
へ
ん
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
大
橋
の
引
用
を
見
る
と
、
た
し
か
に
「
あ

た
し
」
と
い
う
一
人
称
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
非
過
去
形
の
文
章

が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
点
で
は
新
井
を
先
取
り
す
る

も
の
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
実
は
大
橋
の
引
用
部
の
最
後
で
句
点
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

は
大
橋
に
よ
る
引
用
の
誤
り
で
、
原
文
で
は
読
点
と
な
っ
て
い
る
。
正
し

く
は
、「
そ
う
い
え
ば
こ
こ
何
カ
月
か
の
こ
の
人
の
態
度
は
す
こ
し
へ
ん

で
あ
っ
た
、
な
ど
と
い
う
ム
シ
の
い
い
期
待
も
い
く
ら
か
あ
っ
て
承
知

し
」
と
続
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
は
一
人
称
小
説
で
は
な
く
三
人
称
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れ
る
ば
か
り
か
、
出
来
事
の
時
点
で
の
感
慨
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
表

現
が
多
用
さ
れ
、
し
か
も
伝
達
節
に
ま
と
め
る
言
葉
に
よ
っ
て
そ
れ
が
心

内
語
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ

う
し
た
文
章
自
体
が
語
り
の
基
調
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で

「
語
り
手
が
口
語
体
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
自
分
の
体
験
を
語
っ
て
い
く
生

き
生
き
し
た
文
章
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
っ
た
特
徴
を
指
す
。

二
　
一
人
称
「
ル
」
形
小
説
に
お
け
る
口
語
体
の
問
題

　

と
は
言
え
、
過
去
形
を
基
調
と
し
な
い
小
説
が
、
そ
れ
だ
け
で
た
だ
ち

に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
自
分
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
日
本
語
の
近
代
小
説
で
は
、
過
去
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
た
か
も

現
在
の
こ
と
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
よ
う
な
現
在
形
を
交
え
た
文
体
の
作

品
は
、
必
ず
し
も
珍
し
く
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
丁

寧
に
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
点
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
は
、
日
本
語
学
に
お
い
て
、
動

詞
の
基
本
形
の
「
ル
」
と
過
去
形
の
「
タ
」
の
対
立
に
は
テ
ン
ス
の
側
面

と
ア
ス
ペ
ク
ト
の
側
面
が
と
も
に
乗
り
入
れ
て
い
る

２３
と
さ
れ
て
き
た
問

題
で
あ
る
。
テ
ン
ス
と
い
う
の
は
、
語
り
手
の
現
在
よ
り
も
前
に
あ
っ
た

も
の
は
過
去
、
語
り
手
の
い
る
時
間
に
あ
る
も
の
は
現
在
、
と
い
う
、
語

り
手
か
ら
見
た
時
間
的
な
位
置
の
区
別
で
あ
る
。
他
方
で
ア
ス
ペ
ク
ト
と

小
説
で
あ
り
、
南
条
良
子
と
い
う
三
人
称
で
呼
ば
れ
る
登
場
人
物
の
心
内

語
が
示
さ
れ
る
直
接
話
法
の
中
に
一
人
称
的
な
表
現
が
出
て
き
て
い
る
だ

け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
ジ
ュ
ニ
ア
小
説
の
文
体
は
、
大
橋
も
述
べ

て
い
る
通
り
「
大
半
が
三
人
称
を
基
調
と
し
た
非
常
に
手
堅
い
文
章
」
で

あ
っ
て
、
三
人
称
小
説
と
い
う
点
で
「
ふ
た
つ
の
恋
」
も
例
外
で
は
な
い

と
な
る
と
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
新
井
よ
り
も
早
い
例
を
見
出
す
の
は
難
し

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
新
井
に
先
行
す
る
作
品
と
し
て
押
野
が
挙
げ
た
宇
能
鴻
一
郎
の

『
人
形
あ
そ
び
』２0
は
一
人
称
小
説
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
新
井
の
文
章
に

近
い
。
ま
た
、「
あ
た
し
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
東
京
な
ん
で
す
。
／
色
白

の
、
よ
く
目
立
つ
、
女
子
高
校
生
な
ん
で
す
。」
と
非
過
去
形
が
多
用
さ

れ
る
場
面
も
あ
り
、
そ
の
点
で
も
新
井
の
文
体
と
近
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
作
中
の
大
部
分
を
占
め
る
、
回
想
さ
れ
る
出
来
事
の
提
示
パ
ー

ト
は
安
定
し
て
「
た
。」
と
過
去
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
語
ら
れ
て
お
り
、「
な

ん
で
す
。」
で
語
ら
れ
る
語
り
の
現
在
の
時
点
と
、
そ
こ
か
ら
回
想
さ
れ

る
出
来
事
、
と
い
う
時
間
的
関
係
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
出
来
事
の
時

点
は
過
去
の
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
れ
を
回
想
す
る
現
在
の
語
り
に
つ

い
て
口
語
敬
体
の
談
話
体
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
昔
か
ら

通
用
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
珍
し
い
も
の
で
も
な
い

２１
。

　

新
井
素
子
の
「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」「
ず
れ
」２２
な
ど
の
作
品
の
特
徴

は
、
提
示
さ
れ
る
出
来
事
に
過
去
形
が
用
い
ら
れ
ず
、
現
在
形
が
多
用
さ
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い
う
の
は
、
語
り
手
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
語
ら
れ
て
い
る
対
象

が
完
了
し
た
状
態
に
あ
る
の
か
、
未
完
了
の
状
態
に
あ
る
の
か
と
い
う
区

別
で
あ
る
。「
タ
」
で
終
わ
る
文
に
は
、
過
去
の
テ
ン
ス
を
表
現
す
る
場

合
と
完
了
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
表
現
す
る
場
合
が
あ
り
、「
タ
」
形
の
み
か

ら
単
純
に
時
制
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
ル
」
も
同

様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
典
語
に
お
い
て
過
去
を
表
す
「
き
、
け
り
」
と

完
了
を
表
す
「
つ
、
ぬ
、
た
り
、
り
」
が
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
た

の
が
近
代
語
で
「
タ
」
の
一
語
に
収
束
し
た
た
め
と
も
言
わ
れ
て
い
る

２４
。

　

も
ち
ろ
ん
、
テ
ン
ス
的
意
味
か
ア
ス
ペ
ク
ト
的
意
味
か
を
判
断
す
る
た

め
に
何
の
手
が
か
り
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
語
学
に
お
い
て
、
語

ら
れ
て
い
る
対
象
に
関
す
る
語
り
手
の
態
度
の
側
面
は
、
と
き
に
テ
ン
ス

も
含
め
た
概
念
と
し
て
ム
ー
ド
と
い
う
概
念
で
捉
え
ら
れ

２５
、
ム
ー
ド
と

テ
ン
ス
は
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
テ
ン
ス
や
ム
ー
ド

と
い
う
も
の
は
積
極
的
に
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
消
失
す
る
こ
と
も
あ

り
、
ム
ー
ド
や
テ
ン
ス
が
積
極
的
に
示
さ
れ
る
文
章
の
場
合
に
は
「
ル
」

「
タ
」
は
テ
ン
ス
を
示
す
も
の
と
な
り
や
す
く
、
ム
ー
ド
や
テ
ン
ス
が
消

失
す
る
場
合
に
は
「
ル
」「
タ
」
は
専
ら
ア
ス
ペ
ク
ト
を
示
す
も
の
と
な

る
。

　

た
と
え
ば
三
人
称
小
説
で
は
、
当
事
者
し
か
知
り
得
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、「
ら
し
い
」「
よ
う
だ
」
と
い
っ
た
語
り
手
か
ら
の
推
量
の
ム
ー
ド
の

表
現
を
省
い
て
事
実
と
し
て
語
っ
て
し
ま
う
文
体
を
基
調
と
す
る
場
合
が

多
い

２６
。
こ
う
し
た
場
合
、
文
章
全
体
が
テ
ン
ス
や
ム
ー
ド
を
抑
制
し
て

い
る
と
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
ば
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て

語
っ
て
い
く
文
章
で
と
き
ど
き
「
ル
」
形
を
用
い
て
も
テ
ン
ス
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
ら
ず
、
単
に
未
完
了
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
意
味
が
通
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
テ
ン
ス
的
対
立
」
が
失
わ

れ
、「
過
去
形
も
非
過
去
形
も
、〈
発
話
時
以
前
＝
過
去
〉〈
発
話
時
と
同

時
＝
現
在
〉
と
い
う
テ
ン
ス
的
意
味
を
実
現
し
な
い
」２７
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
日
本
語
学
の
研
究
で
念
頭
に
置
か
れ
て
き
た
の
は
、

主
に
三
人
称
小
説
で
あ
っ
た
。
一
人
称
小
説
に
比
べ
て
三
人
称
小
説
の
方

が
、
語
り
手
の
存
在
感
が
希
薄
に
な
る
も
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
分
析
し

や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
現
代
小
説
に
は
、
一
人
称
小
説
で
「
ル
」
形
が
多
用
さ
れ
る
作

品
も
多
数
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
新
井
の
デ
ビ
ュ
ー
し
た
時
代
を
代
表
す

る
作
品
と
し
て
七
〇
年
代
の
芥
川
龍
之
介
賞
受
賞
作
か
ら
探
す
と
す
る
な

ら
ば
、
野
呂
邦
暢
「
草
の
つ
る
ぎ
」２８
、
村
上
龍
「
限
り
な
く
透
明
に
近

い
ブ
ル
ー
」２９
、
三
田
誠
広
「
僕
っ
て
何
」３0
な
ど
は
そ
の
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。

　

手
記
や
日
記
な
ど
に
自
身
の
過
去
の
体
験
を
記
す
際
、
現
在
形
を
使
う

こ
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、
こ
う
し
た
小
説
は
、
こ
の
よ
う
な
手
記
が
存

在
す
る
と
い
う
設
定
の
小
説
と
し
て
解
釈
す
る
と
、
や
や
不
自
然
に
な
っ
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て
し
ま
う
。
し
か
し
、
三
人
称
小
説
で
焦
点
化
し
た
語
り
が
よ
く
用
い
ら

れ
る
の
と
同
様
、
一
人
称
小
説
に
お
い
て
も
、
語
っ
て
い
る
現
在
の

「
私
」
が
過
去
の
出
来
事
の
中
の
「
私
」
に
焦
点
化
し
て
語
っ
て
い
る
と

考
え
れ
ば
、
語
っ
て
い
る
現
在
の
「
私
」
の
ム
ー
ド
を
消
去
し
て
い
る
こ

と
は
あ
り
得
る
と
い
う
理
屈
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
こ
う
し
た
小
説
で
は
「
ら
し
い
」
の
よ
う
な
推
量
の
ム
ー

ド
を
表
現
す
る
言
葉
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
、
語
っ

て
い
る
時
点
の
「
私
」
で
は
な
く
出
来
事
の
最
中
に
あ
る
「
私
」
が
そ
う

推
量
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ム
ー
ド
表
現

が
あ
っ
て
も
、
そ
の
基
準
は
語
り
手
で
は
な
く
、
焦
点
化
さ
れ
た
語
ら
れ

て
い
る
時
点
の
「
私
」
の
視
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様

に
、「
ル
」
形
も
、
語
っ
て
い
る
「
私
」
に
と
っ
て
の
テ
ン
ス
が
表
現
に

反
映
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
完

了
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
か
く
し
て
、
一
人
称
で
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
「
ル
」
形
を
多
用

し
た
小
説
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
小
説
の
文
章
が
ム
ー
ド
や
テ
ン
ス
を
消
し
て
い
る

も
の
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
微
妙
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
こ
で
は
芥
川
賞
の
選
評

３１
で
「
素
朴
な
語
り
口
」「
若
者

の
話
で
、
お
し
ゃ
べ
り
の
ズ
ラ
ズ
ラ
し
ゃ
べ
り
ま
く
る
筆
で
、
こ
の
お

し
ゃ
べ
り
が
特
長
」「
ダ
ラ
シ
の
な
い
文
章
」
と
評
さ
れ
た
「
僕
っ
て
何
」

を
例
に
挙
げ
て
見
て
み
よ
う
。

　

こ
の
作
品
は
、「
ル
」
形
が
多
用
さ
れ
る
場
面
で
「
そ
の
日
は
僕
の
当

番
だ
っ
た
」
と
い
う
、
過
去
か
ら
振
り
返
る
表
現
が
用
い
ら
れ
る
箇
所
が

あ
り
、「
ル
」
形
で
あ
っ
て
も
実
際
に
は
現
在
の
語
り
手
の
位
置
す
る
時

点
か
ら
見
る
と
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
回
想
だ
と
明
確
に
読
め
る
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
文
章
の
配
列
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
て
、

単
に
出
来
事
の
時
点
の
「
僕
」
に
焦
点
化
し
て
い
る
と
い
う
以
上
に
、
出

来
事
時
点
の
「
僕
」
に
密
着
し
た
印
象
を
与
え
る
語
り
と
な
っ
て
い
る
。

　

ど
こ
か
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
け
た
た
ま
し
い
マ
イ
ク

の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
た
ぶ
ん
い
つ
も
の
よ
う
に
文
学
部
校
舎
の

中
庭
で
Ｂ
派
の
連
中
が
集
会
を
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
文
学
部
自

治
会
は
Ｂ
派
の
拠
点
に
な
っ
て
い
て
、
タ
オ
ル
で
覆
面
を
し
、
時
に

は
角
材
や
パ
イ
プ
を
手
に
し
た
学
生
た
ち
が
、
常
時
、
中
庭
の
あ
た

り
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
。
一
般
の
新
入
生
の
中
に
も
、
も
の
め
ず
ら

し
さ
も
手
伝
っ
て
中
庭
の
集
会
に
参
加
し
て
い
る
者
が
い
る
よ
う
だ

が
、
僕
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
だ
。

　

引
用
部
の
は
じ
め
の
文
「
聞
こ
え
て
く
る
。」
は
、
ま
さ
に
、
出
来
事

の
最
中
の
「
僕
」
に
焦
点
化
し
た
文
だ
と
言
え
る
。
他
方
、
最
後
の
「
僕

に
は
関
係
の
な
い
こ
と
だ
。」
は
、
心
内
語
と
し
て
引
用
さ
れ
る
形
で
示
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さ
れ
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
「
と
僕
は
思
っ
た
」
が
省
略
さ
れ
て
提
示
さ

れ
た
自
由
間
接
話
法

３２
の
文
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

　

本
作
は
、
自
由
間
接
話
法
的
な
文
が
ひ
と
し
き
り
続
い
た
後
に
「
僕
は

自
分
自
身
に
呟
い
て
み
る
」
と
、
そ
れ
ま
で
の
語
り
が
自
分
へ
の
呟
き
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
冒
頭
を
持
つ
が
、
こ
の
箇
所
は
、
そ
れ
以
降

の
自
由
間
接
話
法
的
な
箇
所
に
つ
い
て
も
、
事
後
的
に
、
あ
る
い
は
暗
に

「
僕
は
自
分
自
身
に
呟
い
て
み
る
」
と
回
収
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
解
釈
を
促
す
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
二
つ
目
の
「
た
ぶ
ん
～
だ
ろ

う
」
の
文
は
、
単
に
当
時
の
「
僕
」
に
焦
点
化
し
た
文
と
読
む
か
、
自
由

間
接
話
法
と
し
て
「
と
僕
は
思
っ
た
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
読
む
か
、

い
ず
れ
の
解
釈
も
可
能
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
間
的
な
表
現
も
含
め

て
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
的
に
様
々
な
種
類
の
文
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
由
間
接
話
法
と
区
別
し
に
く
い
文
が
全
体
を
覆
っ
て
い
る
か
の
よ

う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
ダ
ラ
シ
の
な
い
文

章
」
と
評
さ
れ
た
の
は
、
自
由
間
接
話
法
な
の
か
単
な
る
焦
点
化
な
の
か

を
厳
密
に
区
別
し
に
く
く
さ
せ
る
文
章
配
列
上
の
工
夫

３３
に
つ
い
て
言
い

当
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
区
別
し
に
く
い
文
が
混
じ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
新
し
い
語
り
の
構
造
が
産
み
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

語
り
の
構
造
と
し
て
は
、
出
来
事
当
時
の
「
僕
」
に
焦
点
化
し
て
い
る
だ

け
で
話
法
は
用
い
て
い
な
い
文
の
地
位
は
確
保
さ
れ
て
い
る
し
、
自
由
間

接
話
法
の
文
の
地
位
も
確
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
新
井
の
小
説
と
は

区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
の
新
し
さ

　

新
井
素
子
「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
は
、
一
見
す
る
と
「
僕
っ
て
何
」

と
似
た
手
法
の
小
説
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
僕
っ
て
何
」
と
は
全
く

構
造
が
異
な
る
語
り
の
小
説
で
あ
る
。

　

本
作
は
、
記
憶
喪
失
に
な
っ
た
「
あ
た
し
」
に
よ
る
、
そ
れ
以
前
の
記

憶
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
語
り
に
よ
っ
て
展
開
す
る
部
分
が
多
く

の
部
分
を
占
め
る
が
、
冒
頭
で
、
記
憶
喪
失
前
の
「
あ
た
し
」
に
よ
る
、

全
て
覚
え
て
い
た
時
点
か
ら
の
語
り
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
も
記
憶

喪
失
後
以
降
と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
の
文
章
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

「
あ
た
し
」
は
物
語
の
最
後
ま
で
記
憶
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
て
お
ら

ず
、
出
来
事
を
体
験
し
終
わ
っ
た
後
の
「
あ
た
し
」
が
記
憶
喪
失
前
の
出

来
事
を
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
序
盤
の
記
憶
喪
失
前
の
語
り

に
つ
い
て
は
特
に
そ
う
だ
が
、
出
来
事
が
一
通
り
終
わ
っ
て
か
ら
の
回
想

と
し
て
見
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
。
文
体
が
同
様
で
あ
る
以
上
は
、

序
盤
だ
け
で
は
な
く
全
体
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
文
章
と
見
る
の
が
自
然

で
あ
る

３４
。「
僕
っ
て
何
」
が
、
い
か
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
語
り
に
見
え

た
と
し
て
も
あ
く
ま
で
も
回
想
で
あ
る
こ
と
が
確
か
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
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「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
の
語
り
は
、
回
想
の
語
り
で
は
な
さ
そ
う
な
印

象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
文
章
も
、
そ
れ
に
相
応
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
人
で
興
奮
し
て
い
る
。
彼
、
こ
れ
で
本
当
に
刑
事
が
務
ま
る
ん

だ
ろ
う
か
。

─
な
ん
て
こ
っ
ち
も
落
ち
着
い
ち
ゃ
い
ら
れ
な
い
。

大
体
、
今
度
は
殺
人
犯
と
き
た
も
ん
だ
。
化
物
、
バ
ス
転
落
事
故
偽

装
犯
人
、
つ
い
に
殺
人
犯
に
ま
で
さ
れ
ち
ま
っ
た
。

　

右
の
箇
所
の
前
後
は
鍵
括
弧
で
括
ら
れ
た
登
場
人
物
の
発
話
部
分
と

な
っ
て
お
り
、
右
の
引
用
部
だ
け
で
一
つ
の
段
落
を
な
し
て
い
る
。

「
ち
ゃ
い
ら
れ
な
い
」「
き
た
も
ん
だ
」「
さ
れ
ち
ま
っ
た
」
と
い
っ
た
特

徴
的
な
文
末
表
現
か
ら
も
、
出
来
事
時
点
で
の
「
あ
た
し
」
の
心
内
語
で

あ
る
よ
う
に
通
常
な
ら
解
釈
さ
れ
そ
う
な
も
の
と
言
え
る
。
冒
頭
の
「
一

人
で
興
奮
し
て
い
る
。」
も
、
た
と
え
ば
「
僕
っ
て
何
」
の
よ
う
な
小
説

の
中
に
あ
れ
ば
、
出
来
事
の
時
点
に
焦
点
化
し
た
文
で
は
あ
っ
て
も
自
由

間
接
話
法
の
一
部
で
は
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、「
あ
た
し
の
中

の
…
…
」
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
よ
り
明
確
に
話
法
的
な
表
現
で
あ
る

「
う
わ
ー
、
一
人
で
興
奮
し
ち
ゃ
っ
て
る
よ
」
に
修
正
し
て
も
特
に
解
釈

が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
印
象
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
自
由
間
接
話
法
的

な
文
だ
け
で
段
落
の
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
こ
れ
は
例
外
的
な
箇
所
で
は
な
く
、
む
し
ろ
作
品
全
体
を
覆

う
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
引
用
部
の
次
の
地
の
文
に
は
「
あ
た
し
は
苛
々

し
て
ま
た
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
」
と
い
う
、
自
由
間
接
話
法
と
解
釈
す

る
必
要
の
な
い
文
も
混
じ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
基
調
と
は
言
え
ず
、
自
由

間
接
話
法
的
な
文
の
方
が
分
量
的
に
圧
倒
し
て
い
る
。
自
由
間
接
話
法
的

な
文
が
基
調
の
文
章
の
中
に
、
状
況
説
明
的
な
文
が
わ
ず
か
に
混
じ
っ
て

い
る
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
な
る
と
、
基
調
と
な
っ
て
い
る
自
由
間
接
話
法
的
な
文
を
、
自
由

間
接
話
法
そ
の
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と
が
難
し
く
な
る
。「
話
法
」
と
い

う
の
は
、
話
法
な
ら
ざ
る
「
地
の
文
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
例
外
的
に

心
内
語
な
ど
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
が
話
法
と
し
て
解
釈
さ
れ
る

３５
わ
け
だ

が
、
こ
こ
で
は
地
の
文
の
基
調
が
話
法
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
話
法
と
い
う
建
物
を
建
て
る
た
め
の
土
台
と

な
る
地
面
が
崩
壊
し
て
い
て
、
建
物
に
あ
た
る
も
の
が
地
面
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
た
め
、
地
面
と
建
物
と
い
う
対
比
が
成
り
立
た
な
い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
鍵
括
弧
で
囲
ま
れ
た
発
話
部
分
は
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
と

地
の
文
の
対
比
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
地
の
文
の
中
に
お
け
る
自
由
間

接
話
法
と
そ
う
で
な
い
箇
所
の
対
比
は
成
立
し
て
い
な
い
。

　

新
井
の
文
体
が
新
奇
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
批
判
的
に
検

討
し
た
大
橋
や
押
野
の
研
究
に
お
い
て
新
井
以
前
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
き
た
作
品
を
見
て
も
、
同
じ
性
質
を
持
っ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
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同
時
期
の
も
の
も
含
め
て
具
体
的
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
後
か
ら
書
か
れ
た
手
記
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
小
説
の
場
合
は
、
語
り
手
に
と
っ
て
の
現
在
の
出
来
事
を

リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
言
語
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
分
か

る
。
庄
司
薫
「
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
気
を
付
け
て
」３６
で
は
、「
あ
と
に
な
っ
て

思
え
ば
、
ぼ
く
は
そ
の
時
」「
こ
れ
以
上
書
く
と
、
あ
い
つ
が
そ
れ
こ
そ

ほ
ん
と
に
舌
か
ん
で
死
ん
じ
ゃ
い
そ
う
だ
か
ら
や
め
る
け
ど
」
の
よ
う
に
、

事
後
的
に
書
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
表
現
が
含
ま
れ
る
た
め
、

一
見
口
語
性
が
高
い
印
象
を
与
え
た
と
し
て
も
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
言
語

化
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
新
井
が

文
体
の
参
考
に
し
た
と
自
ら
述
べ
る
小
林
信
彦
『
オ
ヨ
ヨ
島
の
冒
険
』３７

に
も
、「
だ
け
ど
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
ち
い
ち
書
い
て
い
た
ら
、
そ
れ
だ

け
で
一
冊
の
本
が
で
き
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
や
め
て
お
こ
う
」
と
、
手
記

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
表
現
が
あ
る
。「
わ
」「
ネ
」「
サ
」
な
ど
の
終

助
詞
に
よ
っ
て
「
当
時
の
女
子
高
生
の
話
し
言
葉
を
リ
ア
ル
に
写
し
と
っ

た
文
体
と
し
て
評
価
さ
れ
た
」（
押
野
前
掲
論
文
）
こ
と
で
知
ら
れ
る
橋

本
治
『
桃
尻
娘
』３８
も
、「
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
も
う
書
き
た
く
あ
り
ま
せ

ん
」
と
、
こ
の
小
説
の
言
葉
全
体
が
事
後
的
に
書
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
栗
本
薫
『
ぼ
く
ら
の
時
代
』３９
、
村
上
春
樹

「
風
の
歌
を
聴
け
」４0
な
ど
も
同
様
で
、
あ
と
か
ら
書
か
れ
た
言
葉
で
あ
る

こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
も
っ
と
古
い
も
の
も
含
め
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

４１
の
言
う
「
同
時
的

な
語
り
」
の
採
用
を
試
み
た
作
品
も
、
新
井
の
導
入
し
た
語
り
の
構
造
と

は
異
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、「
同
時
的
な
語

り
」
の
例
と
し
て
「
内
的
独
白
」
の
手
法
を
採
用
し
た
作
品
を
挙
げ
て
い

る
が
、
こ
の
手
法
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
日
本
語
の
作
品
と

し
て
、
川
端
康
成
「
針
と
硝
子
と
霧
」４２
「
水
晶
幻
想
」４３
が
知
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
同
時
的
な
語
り
だ
と
思
わ
せ
る
表

現
の
採
用
は
部
分
的
で
、
そ
れ
ら
は
括
弧
の
中
に
括
り
入
れ
ら
れ
、
地
の

文
に
直
接
採
用
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。
新
井
の
よ
う
に
、
回
想

で
は
な
い
語
り
が
基
調
と
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
同
時
的
な
語
り
／
活
動
弁
士
的
な
語
り

　

さ
て
、
語
り
手
に
と
っ
て
の
眼
前
の
出
来
事
を
言
語
化
す
る
と
い
う
の

は
、
い
か
な
る
語
り
の
状
況
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
出
来
事

を
前
に
し
て
ペ
ン
を
動
か
し
続
け
て
い
る
異
様
な
状
況
が
積
極
的
に
想
定

さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
で
よ
い
だ
ろ
う
が
、
多
く
の
場
合
は
そ
の
よ
う

な
解
釈
は
異
様
す
ぎ
て
成
り
立
た
な
い
。
出
来
事
の
最
中
に
発
声
し
続
け

て
い
る
と
い
う
解
釈
も
同
様
で
あ
る

４４
。

　

そ
う
な
る
と
、
考
え
ら
れ
る
主
要
な
可
能
性
は
残
る
と
こ
ろ
二
つ
で
あ

る
。
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一
つ
は
、
登
場
人
物
が
、
出
来
事
を
経
験
し
な
が
ら
、
そ
の
最
中
に
お

い
て
発
し
て
い
る
心
内
語
が
地
の
文
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー

４５
が
「
内
言
の
第
一
の
も
っ
と
も
主
要
な
特
質

は
、
そ
の
ま
っ
た
く
独
自
な
構
文
法
で
あ
る
」「
そ
の
特
質
と
い
う
の
は
、

外
言
と
く
ら
べ
た
ば
あ
い
の
内
言
の
外
見
上
の
断
片
性
、
不
完
全
さ
、
省

略
の
な
か
に
あ
る
」「
省
略
さ
れ
た
、
断
片
的
な
、
取
留
め
の
な
い
、
わ

け
の
わ
か
ら
な
い
、
理
解
し
難
い
言
語
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
う
し
た
作
品
を
書
く
た
め
に
は
本
来
、
断
片
的
で
他
者
に
は
何
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
り
に
く
い
言
葉
を
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
「
内
的
独
白
」
の
手
法
を
試
み
た
文
学
作
品
の
独
白
の
再
現
箇
所

な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
逆
に
、
他
者
が
十
全
に
意
味
を
理
解
で
き
る
程

度
に
整
っ
た
言
葉
と
し
て
し
ま
え
ば
、
短
い
も
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も

４６
、

数
段
落
単
位
、
小
説
全
体
の
規
模
と
な
っ
て
く
る
と
、
こ
の
人
物
は
な
ぜ

わ
ざ
わ
ざ
人
に
分
か
る
よ
う
な
形
に
整
え
て
こ
れ
ほ
ど
長
く
文
章
を
心
の

中
で
紡
ぎ
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
読
者
に
持
た
せ
、

不
自
然
の
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
は
、
い
わ
ば
無
声
映
画
の
活
動
弁
士

的
４７
な
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
自
身
の
過
去
ま
た
は
架
空
の
体

験
が
紙
芝
居
や
活
動
写
真
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
前
で
、
そ
の
画
面

の
外
側
に
弁
士
と
し
て
の
語
り
手
が
立
っ
て
お
り
、
画
面
の
中
の
物
語
を

視
聴
者
に
向
か
っ
て
実
況
解
説
す
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

小
説
の
語
り
は
し
ば
し
ば
「
実
況
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
き

た
４８
。
三
人
称
の
語
り
は
、
出
来
事
の
時
点
に
密
着
し
て
語
る
と
、
た
し

か
に
実
況
中
継
の
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
活
動
写
真
の
弁
士
は
第
三
者

に
し
か
務
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
画
面
の
中
に
も
登
場
す
る
人
物

が
、
自
身
を
主
人
公
と
す
る
出
来
事
を
再
現
し
た
活
動
写
真
や
紙
芝
居
の

前
に
も
立
っ
て
、
そ
の
と
き
の
内
心
を
あ
た
か
も
現
在
の
自
身
の
思
い
で

あ
る
か
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
活
動
弁
士
の
よ
う
に
語
っ
て
み
せ
る
状
況

も
想
定
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
文
字
に
し
て
適
宜
引
用
符
や
改
行
な
ど
を

加
え
て
整
え
れ
ば
、
回
想
で
は
な
い
語
り
の
文
章
が
出
来
上
が
る
。

　

実
際
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
せ
る
作
品
は
、
新
井
素
子
の
登
場
以
降
、

少
な
か
ら
ず
発
表
さ
れ
て
い
る
。
近
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
高
千
穂

遙
「
ダ
ー
テ
ィ
・
ペ
ア
の
大
冒
険
」４９
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

５0
。
こ
の

作
品
は
、
感
嘆
詞
、
エ
ク
ス
ク
ラ
メ
ー
シ
ョ
ン
マ
ー
ク
や
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

マ
ー
ク
な
ど
が
多
用
さ
れ
、
多
く
の
新
井
作
品
と
同
様
に
「
あ
た
し
」
と

い
う
一
人
称
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、「
ち
な
み
に
あ
た
し
は
身
長
百
七
十

一
セ
ン
チ
、
体
重
は
五
十
四
キ
ロ
。
サ
イ
ズ
は
上
か
ら
九
十
一
、
五
十
五
、

九
十
一
。
理
想
的
と
い
っ
て
い
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
だ
わ
。（
中
略
）
一

方
、
ユ
リ
は
と
い
え
ば
、
身
長
百
六
十
八
セ
ン
チ
、
体
重
五
十
一
キ
ロ
。

サ
イ
ズ
は
八
十
八
、
五
十
四
、
九
十
と
、
あ
た
し
よ
り
わ
ず
か
に
小
柄
だ

け
ど
、
桎
梏
で
、
肩
ま
で
ま
っ
す
ぐ
に
の
び
た
髪
が
と
て
も
美
し
い
子
な

の
。」
と
、
物
語
世
界
内
に
は
存
在
し
な
い
相
手
に
向
か
っ
て
自
己
紹
介
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て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様
の
こ
と

５７
を
小
説
で
再
現
す
れ
ば
、
活
動

弁
士
型
の
語
り
の
構
造
を
持
つ
小
説
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

五
　�「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
の
ア
ニ
メ
・
漫
画
的�

�

一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

新
井
素
子
「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
も
、
こ
う
し
た
活
動
弁
士
的
な
語

り
に
近
い
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
出
来
事
の
時
点
の
「
あ
た
し
」
の
感
慨

が
今
現
在
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
一
人
称
で
語
ら
れ
る
一
方
、「
ま

あ
と
に
か
く
、
ど
う
い
う
状
況
な
の
か
は
勝
手
に
想
像
し
て
み
て
下
さ
い

な
」
と
、
読
者
に
対
し
て
呼
び
か
け
る
表
現
も
用
い
ら
れ
る
。
活
動
写
真

や
紙
芝
居
な
ど
の
よ
う
に
「
あ
た
し
」
を
主
人
公
と
す
る
物
語
が
再
現
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
物
語
の
外
の
「
あ
た
し
」
は
そ
の
再
現
を
見
な
が
ら
、

読
者
に
対
し
て
語
り
か
け
つ
つ
、
ま
た
、
あ
た
か
も
そ
の
世
界
の
中
で
そ

の
時
点
で
思
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
演
じ
て
み
せ
も
す
る
。

こ
れ
ら
の
点
は
、
少
し
後
に
発
表
さ
れ
る
「
ダ
ー
テ
ィ
・
ペ
ア
の
大
冒

険
」
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
、「
あ
、
今
ど
ん
な
状
況
な
の
か
、
み
な
さ

ん
大
体
判
っ
た
で
し
ょ
」
と
い
う
よ
う
に
、
語
り
手
「
あ
た
し
」
が
こ
の

物
語
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
宛
先
は
「
み
な
さ
ん
」
と
呼
称
さ
れ
る

５８
。

　

ア
ニ
メ
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
構
造
が
提
示
さ
れ
る
例
が
そ

れ
ま
で
に
定
着
し
て
い
た
。
同
様
の
手
法
は
六
〇
年
代
に
は
既
に
見
ら
れ

を
す
る
く
だ
り
も
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
が
含
ま
れ
る
作
品
の
場
合
、

「
現
わ
れ
た
の
は
、
あ
た
し
好
み
の
若
い
美
形
で
あ
る
。
う
っ
く
！　

思

わ
ず
、
よ
だ
れ
が
あ
ふ
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
あ
わ
て
て
口
も
と
に
左
手
を

や
る
。」
の
よ
う
な
、
語
り
手
の
眼
前
の
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
文
章
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
語
り
手
は
出
来
事
の
時
点
に
存
在

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
演
じ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
出
来
事
が
展

開
し
て
い
る
場
で
は
な
く
そ
れ
を
見
な
が
ら
第
三
者
に
向
け
て
紹
介
す
る

場
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
分
か
る
。
ま
さ
に
活
動
弁
士
的
な
語
り
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
は
、
映
像
作
品
で
は
陳
腐
に
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
か
つ
て

は
避
け
ら
れ
て
い
た

５１
ヴ
ォ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
が
、
日
本
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

に
お
い
て
積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
時
期
で
も
あ
っ

た
５２
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ヴ
ォ
イ
ス
オ
ー
バ
ー
さ
せ
る
も
の
に
は
、
登
場

人
物
の
出
来
事
の
最
中
で
の
心
内
語
を
語
る
タ
イ
プ
、
登
場
人
物
で
は
な

い
語
り
手
に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
入
る
タ
イ
プ
な
ど
も
多
い
が
、
そ
の

中
に
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
秋
」５３
や
「
前
略
お
ふ
く
ろ
様
」５４
、「
あ
・
う

ん
」５５
、「
北
の
国
か
ら
」５６
な
ど
の
よ
う
に
、
出
来
事
に
立
ち
会
っ
て
い
な

い
第
三
者
に
向
け
て
登
場
人
物
自
身
が
説
明
す
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
採
用

す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
う
し
た
タ
イ
プ
が
次
々
と
登
場
し
て
く
る
の
が
こ

の
時
期
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ド
ラ
マ
は
、
物
語
世
界
と
、
そ
こ
で
の
出
来

事
に
つ
い
て
登
場
人
物
自
身
が
そ
の
外
か
ら
無
声
映
画
の
活
動
弁
士
に
よ

う
に
語
る
世
界
と
の
入
れ
籠
構
造
を
、
作
品
内
で
表
現
し
た
も
の
と
言
っ
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る
よ
う
だ
が
、
た
と
え
ば
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
二
年
に
第
一
シ
リ
ー

ズ
が
放
映
さ
れ
た
「
ル
パ
ン
三
世
」
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
は
、「
俺
の
名

は
ル
パ
ン
三
世
」
と
名
乗
る
声
が
「
今
週

0

0

は
、
ど
ん
な
事
件
を
巻
き
起
こ

し
て
や
ろ
う
か
な
」
と
、
物
語
世
界
内
で
は
な
く
視
聴
者
側
の
時
間
の
感

覚
に
基
づ
い
て
視
聴
者
に
語
り
か
け
る
。
各
登
場
人
物
や
、
彼
ら
が
活
躍

す
る
状
況
が
一
続
き
の
出
来
事
の
再
現
で
は
な
く
い
く
つ
か
の
場
面
を
組

み
合
わ
せ
て
高
度
に
編
集
さ
れ
た
形
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
描
き
出
さ
れ
、

声
は
そ
れ
に
つ
い
て
紹
介
を
し
て
い
く
。
こ
れ
は
、
あ
る
完
成
し
た
映
像

作
品
が
ま
ず
想
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
映
像
作
品
に
対
し
て
声
で
解
説
が

な
さ
れ
て
、
そ
の
両
方
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
次
の
段
階
の
高
次
の
映

像
作
品
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
構
造
を
想
定
さ
せ
る
。

　

新
井
自
身
、「
マ
ン
ガ
『
ル
パ
ン
三
世
』
の
活
字
版
を
書
き
た
か
っ

た
」５９
と
述
べ
、
こ
れ
に
つ
い
て
大
塚
は
前
掲
論
文
で
「
こ
れ
は
原
作
の

コ
ミ
ッ
ク
で
は
な
く
ア
ニ
メ
版
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
点
で

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
「
ア
ニ
メ
」
と
「
マ
ン
ガ
」
な
る
語
の
使
い
方
に
全

く
慎
重
で
は
な
か
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
実
際
、
ア
ニ
メ
「
ル
パ
ン

三
世
」
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
は
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
の
語
り
の
構
造

に
近
い
当
時
の
も
の
と
し
て
は
代
表
的
な
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
で
は
、
語
り
が
音
声
言
語
で
は
な

く
書
記
言
語
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
表
現
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
点
は
、

こ
の
語
り
を
活
動
弁
士
や
ア
ニ
メ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
る
こ
と
を
躊
躇

わ
せ
る
要
素
で
あ
る
。
本
作
で
は
、「
同
時
に
台
詞
は
書
け
な
い
か
ら
、

秋
野
さ
ん
、
山
崎
さ
ん
、
お
医
者
様
の
順
で
書
い
と
く
ね
」「
山
崎
氏
の

言
う
こ
と
を
書
き
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
」「
あ
た
し
と
一
郎
さ
ん
の

目
が
き
ら
っ
と
輝
い
た
と
か
っ
て
書
く
と
、
何
と
な
く
う
ま
く
前
と
つ
な

が
ら
な
い
し
」「
読
者
の
為
に
書
い
て
お
く
」
な
ど
と
、
書
い
て
い
る
こ

と
へ
の
自
己
言
及
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
り
が
「
あ
た

し
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
活
動
弁
士
の
よ
う
に

物
語
世
界
の
出
来
事
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
動
き
続
け
て
い
る
中
で
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
口
頭
で
演
じ
た
り
説
明
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
映
画
や
ア
ニ
メ

の
よ
う
な
形
態
を
想
定
す
る
こ
と
で
は
う
ま
く
理
解
で
き
な
く
な
る
。
出

来
事
が
順
に
提
示
さ
れ
つ
つ
、
書
き
手
が
そ
れ
を
見
な
が
ら
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
文
章
で
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
を
想
定
す
る
必

要
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
想
像
力
を
提
供
し
て
い
た
も
の
と
い

え
ば
、
や
は
り
漫
画
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
時
期
は
、
漫
画
に
お
い
て
、
主
人
公
を
一
人
称
で
呼
ぶ
語
り
手
が
、

出
来
事
の
最
中
の
登
場
人
物
と
し
て
も
言
葉
を
発
し
、
ま
た
読
者
に
対
す

る
説
明
の
意
識
を
持
っ
て
語
り
も
す
る
と
い
う
、
二
重
化
し
た
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
構
造
を
持
つ
作
品
が
登
場
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
時
期

と
近
接
し
て
い
る
。

　

吉
本
隆
明
が

６0
新
井
素
子
デ
ビ
ュ
ー
以
後
と
な
る
八
一
年
の
山
岸
凉
子
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「
籠
の
中
の
鳥
」６１
を
こ
の
意
味
で
画
期
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
た
の
が
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
の
嚆
矢
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
吹
き
出

し
外
の
一
人
称
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
出
来
事
の
最
中
の
感
慨
を
そ
の
ま
ま

語
る
こ
と
も
読
者
を
意
識
し
た
説
明
を
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
活
動
弁

士
的
な
構
造
を
持
つ
作
品
は
、
竹
宮
惠
子
「
地
球
へ
…
」６２
な
ど
、
新
井

素
子
以
前
か
ら
存
在
す
る
。

　

こ
の
「
地
球
へ
…
」
の
序
盤
の
あ
る
場
面
で
は
、
吹
き
出
し
外
に

「
…
…
ぼ
く
は
／
ジ
ョ
ミ
ー
・
マ
ー
キ
ス
・
シ
ン
／
１４
歳
／
正
式
に
は
明

日
が
“
目
覚
め
の
日
（
１４
歳
の
誕
生
日
）”
だ
／
秒
速
三
万
キ
ロ
で
／
急

降
下
し
た
よ
う
な
／
吐
き
気
！
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
コ
マ
の
中
に
描
か

れ
る
主
人
公
は
「
く
っ
そ
…
」「
…
…
フ
ウ
！
」
と
た
だ
た
だ
吐
き
気
に

苦
し
ん
で
い
て
、
こ
の
よ
う
に
冷
静
に
事
態
を
整
理
で
き
る
よ
う
な
状
況

に
な
い
。
ま
た
何
よ
り
、
そ
の
と
き
の
彼
は
名
前
と
年
齢
を
自
己
紹
介
す

る
よ
う
な
相
手
も
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
主
人
公
を
「
ぼ
く
」
と
一
人

称
で
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
語
り
は
ジ
ョ
ミ
ー
・
マ
ー
キ
ス
・
シ

ン
当
人
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

漫
画
に
お
い
て
こ
う
い
っ
た
手
法
が
定
着
し
て
く
る
の
は
い
つ
頃
か
ら

な
の
だ
ろ
う
か
。
岩
下
朋
世

６３
は
、
吉
本
が
「
籠
の
中
の
鳥
」
に
見
出
し

た
よ
う
な
手
法
が
六
〇
年
の
ち
ば
て
つ
や
「
ユ
カ
を
よ
ぶ
海
」
の
初
出

版
６４
に
も
「
こ
の
物
語
の
主
人
公
／
橘
ユ
カ
／
そ
れ
は
わ
た
し
で
す
」
と

い
う
形
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
実
は
、「
ユ
カ
を
よ
ぶ
海
」
の
こ
の
く
だ
り
を
も
っ
て
、
こ
の

時
期
か
ら
一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
漫
画
本
編
で
用
い
ら
れ
る
手
法
と

な
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
か
は
微
妙
で
あ
る
。
岩
下
は
触
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
箇
所
は
漫
画
本
編
と
い
う
よ
り
も
、
雑
誌
連
載
版
に
固
有
の
、
多
様

な
形
態
を
持
っ
た
読
者
へ
の
お
ま
け
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

う
ち
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
ユ
カ
を
よ
ぶ
海
」
の
連
載
第
一
回

６５
に
は
「
あ
な
た
の
、

き
よ
ら
か
な
ひ
と
み
で
み
ま
も
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
す
（
ち

ば
て
つ
や
）」
と
い
っ
た
作
者
か
ら
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
コ
マ
の
一

つ
の
よ
う
に
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
同
じ
ペ
ー
ジ
に
は

「
ま
ち
に
ま
っ
た
、
ち
ば
先
生
の
す
て
き
な
つ
づ
き
ま
ん
が
、「
ユ
カ
を
よ

ぶ
海
」
の
は
じ
ま
り
で
す
」
の
よ
う
に
雑
誌
編
集
者
か
ら
読
者
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
コ
マ
の
外
に
記
載
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た
別
の
回

６６
で
は
、
コ

マ
の
中
に
看
板
が
描
か
れ
、
そ
の
看
板
に
「
こ
れ
ま
で
の
お
は
な
し

…
…
」
と
し
て
前
回
ま
で
の
あ
ら
す
じ
が
文
章
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
、
自
律
し
た
作
品
世
界
そ
の
も
の
に
は
厳
密
に
は
属
さ
ず
、
誌
面
に

掲
載
さ
れ
る
各
種
案
内
の
役
割
を
曖
昧
に
併
せ
持
つ
も
の
と
し
て
挿
入
さ

れ
る
読
者
向
け
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
多
様
な
工
夫
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち

の
、
凝
っ
た
趣
向
の
一
つ
が
、「
こ
の
物
語
の
主
人
公
／
橘
ユ
カ
／
そ
れ

は
わ
た
し
で
す
」
と
い
う
、
あ
た
か
も
主
人
公
が
読
者
に
語
り
か
け
る
か

の
よ
う
な
演
出
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
本
編
と
は
微
妙
に
区
別
さ
れ
る
、
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お
ま
け
と
し
て
の
位
置
付
け
を
持
っ
た
部
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
他
の
お
ま
け
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
、「
こ
の
物
語
の
主
人

公
／
橘
ユ
カ
／
そ
れ
は
わ
た
し
で
す
」
の
コ
マ
は
、
単
行
本
版

６７
に
収
め

ら
れ
た
際
に
削
除
さ
れ
て
お
り
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
主
人
公
を
「
ユ
カ
」

と
三
人
称
で
呼
称
す
る
も
の
だ
け
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
工
夫

は
、
作
品
本
編
と
で
も
言
う
べ
き
単
行
本
版
に
残
る
よ
う
な
部
分
で
は
、

用
い
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　

と
は
言
え
、
こ
う
し
た
雑
誌
版
固
有
の
お
ま
け
的
な
部
分
も
含
め
、
試

行
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
登
場
人
物
が
一
人
称
で
読
者
に
語
り

か
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
漫
画
の
技
法
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
雑
誌
で
の
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
の
中
間
的
な

形
態
と
は
別
の
工
夫
も
あ
っ
た
。
少
女
漫
画
に
お
い
て
、
一
人
称
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
高
度
な
内
面
描
写
を
達
成
に
し
た
も
の
と
し
て
大
塚
英

志
６８
が
早
く
に
指
摘
し
た
の
は
、
六
二
年
の
石
森
章
太
郎
「
江
美
子
Ｓ
Ｔ

Ｏ
Ｒ
Ｙ
」６９
だ
が
、
こ
れ
は
物
語
世
界
外
の
存
在
で
あ
る
読
者
を
意
識
し

た
言
葉
で
は
な
く
、
物
語
世
界
内
で
書
か
れ
た
作
文
の
内
容
で
あ
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
、
そ
れ
が
結
果
的
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
効
果
も
持
つ

と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
前
掲
の
岩
下
論
は
、
丹
野
ゆ
う
じ
「
南

の
風
北
の
風
」７0
を
、
同
様
に
作
文
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
つ
つ

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
言
葉
が
提
示
さ
れ
る
、
よ
り
早
い
例
と
し
て
挙
げ
て

い
る
。
作
文
と
い
う
形
以
外
の
工
夫
と
し
て
は
、「
カ
ガ
ミ
さ
ん
カ
ガ
ミ

さ
ん
／
一
月
二
日
生
ま
れ
の
ド
ミ
ニ
ク
・
シ
ト
ロ
ン
は
今
日
で
十
五

よ
！
」７１
と
、
鏡
に
向
か
っ
た
独
り
言
と
い
う
設
定
で
、
読
者
に
対
し
て

は
自
己
紹
介
と
し
て
機
能
し
得
る
言
葉
が
導
入
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
の
一
人
称
の
言
葉
に
よ
る
説
明
的
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
、
物
語
世
界
内
か
ら
見
れ
ば
語
り
の
状
況
の
位
置
付
け
が
難
し
い

言
葉
を
、
慎
重
に
物
語
世
界
内
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
示
す
る

工
夫
が
試
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
凝
っ
た
工
夫

が
な
さ
れ
て
い
た
の
は
、
物
語
世
界
外
の
読
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

す
る
主
人
公
の
一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
主
人
公
が
存
在
す
る

場
に
つ
い
て
一
貫
し
た
理
解
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

た
め
採
用
で
き
な
い
、
と
い
う
感
覚
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。「
地
球
へ
…
」
な
ど
の
発
表
さ
れ
る
七
〇
年
代
後
半
ま
で
に
、

そ
う
し
た
抵
抗
感
が
、
右
の
よ
う
な
様
々
な
試
み
を
経
て
、
ま
た
「
ル
パ

ン
三
世
」
の
よ
う
な
ア
ニ
メ
作
品
の
影
響
も
受
け
て
、
徐
々
に
薄
ら
い
で

い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

新
井
素
子
の
「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
は
、
こ
う
し
た
ア
ニ
メ
・
漫
画

の
新
た
な
一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
の
よ
う
な
も
の
を
読
者
の
側
が

想
定
し
な
け
れ
ば
理
解
し
に
く
い
語
り
の
構
造
を
採
用
し
て
い
た
。
同
時

代
の
人
々
が
、
こ
ぞ
っ
て
「
マ
ン
ガ
の
吹
き
出
し
的
」「
少
女
劇
画
」「
マ

ン
ガ
の
一
コ
マ
」
と
、
漫
画
を
連
想
し
た
の
は
、
そ
し
て
、
大
塚
英
志
が

七
〇
年
代
に
読
ん
で
「
ア
ニ
メ
の
『
ル
パ
ン
三
世
』
を
小
説
で
読
ん
で
い
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す
れ
ば
、「
内
的
独
白
」
で
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
断
片
的
で
他
者
に
は
分

か
り
に
く
い
も
の
と
通
常
な
っ
て
し
ま
い
、
小
説
の
地
の
文
全
体
を
そ
れ

に
よ
っ
て
構
成
す
る
と
、
出
来
事
が
読
者
に
分
か
る
よ
う
な
整
っ
た
も
の

と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
で

は
、
擬
似
的
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
と
し
て
、
ア
ニ
メ
・
漫
画
的
な
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
を
導
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
新
井
素
子
の
最
大
の
功
績
は
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
の

ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、

リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
を
試

み
た
の
が
「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
発
表
の
二
ヶ
月
後
に
発
表
さ
れ
た

「
ず
れ
」
で
あ
っ
た
。

　

え
え
い
、
め
ん
ど
く
さ
い
、
ス
リ
ッ
パ
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い
や
。

あ
た
し
は
ド
ア
を
あ
け
て
洗
面
所
の
鏡
の
前
へ
い
こ
う
と
し
た
…
…

ん
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
た
ど
う
い
う
わ
け
か
ノ
ブ
に
手
が
か
か
ら
な

い
。
や
け
に
な
っ
た
あ
た
し
が
ド
ア
を
け
と
ば
す
と

─
足
が
す
る

り
と
ド
ア
を
抜
け
て
し
ま
っ
た
。
え
！　

え
？　

こ
れ
、
一
体
全
体

ど
う
い
う
こ
と
よ
？

　

あ
た
し
は
ド
ア
か
ら
足
を
ひ
き
抜
い
て
、
あ
ら
た
め
て
自
分
の
手

を
み
つ
め
た
。
窓
か
ら
さ
し
こ
ん
で
く
る
月
の
光
で
見
る
と
…
…
う

す
白
い
影
み
た
い
な
も
の
で
…
…
実
体
に
な
っ
て
い
な
い
…
…
。

る
み
た
い
だ
」
と
思
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
の
は
、「
あ
た
し
」
と
い
う

一
人
称
の
表
現
や
文
法
外
現
象
が
少
女
漫
画
に
よ
く
あ
っ
た
か
ら
と
い
う

理
由
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
語
り
の
構
造
面
の
新
奇
さ
が
、
ア
ニ
メ

や
漫
画
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
に
近
い
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ

た
か
ら
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う

７２
。

六
　「
ず
れ
」
の
一
人
称
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り

　

こ
こ
ま
で
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
の
語
り
は
「
同
時
的
な
語
り
」

そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
た
。
語
っ
て
い
る
者
自
身
は
、

物
語
世
界
の
外
側
に
お
り
、
自
身
が
登
場
す
る
過
去
ま
た
は
架
空
の
出
来

事
が
何
ら
か
の
形
で
眼
前
に
再
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
な
が
ら
、
そ
の
中

の
自
分
に
な
り
き
っ
て
感
慨
を
口
に
し
た
り
、
と
き
に
読
者
に
説
明
し
た

り
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
語
り
の
構
造
は
、
語
り
手
が
登

場
す
る
出
来
事
を
眼
前
に
再
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
漫
画
な
り
ア
ニ
メ

な
り
の
メ
デ
ィ
ア
を
想
定
し
さ
え
す
れ
ば
理
解
可
能
に
な
る
。

　

他
方
で
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
「
同
時
的
な
語
り
」
と
呼
ん
だ
リ
ア
ル
タ
イ

ム
の
語
り
は
、
理
論
的
に
は
不
可
能
で
は
な
い
に
せ
よ
、
実
際
に
小
説
で

導
入
し
よ
う
と
す
る
と
大
き
な
困
難
が
あ
る
の
だ
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た

通
り
、
出
来
事
の
最
中
の
人
は
通
常
、
声
を
出
し
て
語
っ
た
り
文
字
を
書

き
付
け
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
、
心
内
語
な
の
だ
と
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「
ず
れ
」
の
語
り
は
、
右
の
よ
う
に
、
感
嘆
詞
や
「
！
」「
？
」「
…
」

な
ど
も
多
用
し
て
出
来
事
を
体
験
し
て
い
る
時
点
の
感
慨
を
直
接
表
現
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
語
り
の
特
徴
自
体
は
「
あ
た
し
の
中
の

…
…
」
に
も
見
ら
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
が
、「
ず
れ
」
が
「
あ
た
し

の
中
の
…
…
」
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
読
者
へ
の
呼
び
か
け
や
、
回
想

と
分
か
る
表
現
、
こ
の
言
葉
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

自
己
言
及
と
い
っ
た
、
語
り
の
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況
を
把
握
す
る

た
め
の
手
が
か
り
の
提
示
が
避
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

そ
う
い
っ
た
表
現
が
あ
れ
ば
、
い
か
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
語
り
の
よ
う

に
見
え
て
も
、
こ
の
語
り
は
実
際
に
は
出
来
事
を
再
現
し
た
メ
デ
ィ
ア
の

前
に
立
っ
て
い
る
人
物
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
た
。「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
「
ず
れ
」
で
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
表
現
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
本
当
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
語
り
の
よ
う
に
解
釈
さ
せ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
の
語

り
の
構
造
が
確
立
す
れ
ば
、「
ず
れ
」
の
語
り
の
構
造
ま
で
は
ほ
ん
の
一

歩
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
歩
に
よ
っ
て
、
全
く
異
な
る
タ
イ
プ
の
語

り
の
構
造
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
人
称
小
説
で
は
、
通
常
の
手
記
や
回
想
の
形
式
を
取
る
語
り
で
も
、

リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
語
り
で
も
、
眼
前
に
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
と
、
そ
の

出
来
事
に
際
し
て
の
思
考
や
知
覚
と
の
、
両
方
が
扱
わ
れ
る
。
そ
の
点
で

は
こ
れ
ら
の
語
り
は
共
通
し
て
い
て
、
異
な
る
語
り
の
構
造
を
混
同
さ
せ

や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
一
因
に
は
こ
の
共
通
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

実
際
に
は
こ
れ
ら
の
語
り
の
構
造
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

通
常
の
手
記
、
回
想
の
タ
イ
プ
で
は
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
基
本
的

に
出
来
事
自
体
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
語
り
が
手
記
な
い
し
回
想
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
示
唆
が
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、

そ
の
出
来
事
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
一
人
称
で
指
示
さ
れ
る
人
物
が
特
定

の
思
考
や
知
覚
を
持
っ
た
と
い
う
出
来
事
も
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
位

置
付
け
は
、「
と
思
っ
た
」
な
ど
の
明
示
的
な
伝
達
節
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
。
先
に
「
僕
っ
て
何
」
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
、
そ
の
作
品
の
伝
達
節

の
示
し
方
の
特
徴
が
ど
こ
か
で
印
象
的
に
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
他
の
箇
所

で
は
伝
達
節
を
省
か
れ
て
い
て
も
、
思
考
や
知
覚
が
語
ら
れ
れ
ば
暗
黙
の

伝
達
節
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
と
思
っ
た
」
な
ど
に
格
納
さ
れ
る
べ
き
内

容
と
し
て
了
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
思
考
や
知
覚
が
伝
達
節
に
格
納
さ
れ
ず
に
提
示
さ
れ
る
場
合
、

そ
れ
は
語
ら
れ
る
出
来
事
の
一
つ
と
し
て
の
位
置
付
け
を
失
い
、
直
接
的

な
語
り
の
対
象
と
い
う
位
置
に
な
る
。
語
ら
れ
て
い
る
言
葉
が
手
記
や
回

想
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
自
己
言
及
が
あ
れ
ば
、
出
来
事
の
最
中
の
思

考
や
知
覚
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
分
か
る
が
、
そ
れ
も
な
け
れ
ば
、

そ
の
小
説
に
お
け
る
語
り
は
出
来
事
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

出
来
事
の
最
中
の
思
考
や
知
覚
を
直
接
表
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
に
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な
る
。
こ
の
場
合
も
、
出
来
事
に
つ
い
て
の
描
写
が
入
る
こ
と
は
あ
り
得

る
が
、
そ
れ
は
、
語
り
手
の
思
考
や
知
覚
の
中
の
一
つ
と
し
て
の
、
出
来

事
に
つ
い
て
の
知
覚
や
印
象
、
と
い
う
位
置
付
け
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
手
記
、
回
想
タ
イ
プ
の
位
置
付
け
と
は
異
質
な
位
置
付
け
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
語
り
の
構
造
は
、
似
た
よ
う
に
見
え
る
面
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
全
く
異
な
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
何
度
か
述
べ
た
通
り
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
語
り
に
は
、
出
来

事
の
最
中
に
小
説
の
文
章
の
よ
う
に
整
然
と
し
た
長
い
心
内
語
を
紡
ぎ
続

け
て
い
る
と
い
う
の
は
通
常
の
人
間
に
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
読
者
に
感

じ
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
難
点
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
リ
ア
リ
ズ
ム
で

は
用
い
に
く
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
新
井
が
取
っ
た
手
法
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
く
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
中
で
そ
れ
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。「
ず
れ
」
の
主
人

公
「
あ
た
し
」
は
、
鏡
の
中
の
存
在
と
交
流
す
る
幽
霊
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
誰
か
が
書
い
た
手
記
な
ど
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
経
路
で
読

者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
一
種
の
現
実
味
が
あ
る
が
、

幽
霊
が
発
し
た
言
葉
が
読
者
の
手
元
に
文
章
と
し
て
届
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
言
葉
の
流
通
の
経
路
と
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る

７３
。
そ

の
あ
り
得
な
さ
は
、
他
者
が
状
況
を
よ
く
理
解
で
き
る
程
度
に
整
っ
た
文

章
の
形
を
取
っ
た
心
内
語
が
存
在
す
る
こ
と
の
あ
り
得
な
さ
を
超
え
て
い

る
。
し
か
し
、
我
々
は
幽
霊
の
一
人
称
と
い
う
程
度
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
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読
み
慣
れ
て
い
る
の
で
、
小
説
の
読
書
に
お
い
て
は
、
そ
れ
も
あ
り
得
る

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
世
界

で
は
一
つ
一
つ
の
こ
と
に
理
解
可
能
な
文
章
で
対
応
す
る
心
内
語
を
発
し

続
け
る
人
物
と
い
う
も
の
が
、
さ
ほ
ど
不
自
然
を
増
す
こ
と
な
く
導
入
さ

れ
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

新
井
の
「
グ
リ
ー
ン
・
レ
ク
イ
エ
ム
」７４
は
、
男
性
主
人
公
視
点
の

パ
ー
ト
と
女
性
主
人
公
視
点
の
パ
ー
ト
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
作
品
だ
が
、

男
性
主
人
公
視
点
の
パ
ー
ト
が
三
人
称
の
通
常
の
小
説
的
な
文
体
で
描
か

れ
る
の
に
対
し
、
女
性
主
人
公
パ
ー
ト
が
「
あ
た
し
」
の
一
人
称
の
リ
ア

ル
タ
イ
ム
語
り
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
同
様
の
事
情
で
あ
る
。
男
性
主
人

公
は
通
常
の
人
間
と
し
て
の
能
力
し
か
持
た
な
い
存
在
だ
が
、
女
性
主
人

公
は
テ
レ
パ
シ
ー
の
能
力
を
持
つ
宇
宙
人
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
不
自
然
を
特
段
増
す
こ
と
な
く
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
を
導
入
で
き
る
。

一
般
に
、
テ
レ
パ
シ
ー
と
い
う
の
は
、
人
に
思
考
を
伝
え
た
り
、
人
の
思

考
を
読
み
取
っ
た
り
す
る
と
い
う
空
想
的
な
設
定
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

設
定
に
お
い
て
は
、
思
考
は
他
者
に
理
解
可
能
な
程
度
に
言
語
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
、
非
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
的
な
人
間
観
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
心

内
語
が
延
々
と
言
語
化
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
小
説
の
地
の
文
と
な
る
よ

う
な
小
説
を
、
新
井
は
こ
う
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
背
景

に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
一
般
的
な
三
人
称
小
説
の
語
り
と
い
う
も
の
も
、

現
実
の
会
話
で
は
あ
り
え
な
い
言
葉
な
の
で
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
て
き
た

７５
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
新
た
な
言
葉
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
一
人
称
の
人
物
が
小
説
の
主
人
公
に
な
り
う
る
」７６
と
い
う
今
で

は
当
然
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
も
ま
た
、
明
治
時
代
に
新
し
く
「
発

見
」
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
同
様
に
新
井
の
ア
ニ

メ
・
漫
画
的
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
も
、
そ
れ
ま
で
の

感
性
で
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
言
葉
の
あ
り
方
の
創
出
で
あ
っ

た
の
だ
。
そ
れ
が
創
出
さ
れ
、
定
着
し
た
あ
と
は
、
人
々
に
と
っ
て
単
に

見
慣
れ
た
も
の
、
あ
り
得
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
前
に
は
あ

り
得
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面
は

見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
新
井
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
設
定

と
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
革
新
を
い
と
も
自
然
に
や
っ
て
の
け

た
の
で
あ
る
。

七
　
一
人
称
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
の
展
開

　

新
井
の
「
ず
れ
」
の
よ
う
な
語
り
は
、
や
が
て
ジ
ュ
ニ
ア
小
説
や
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば

山
田
詠
美
「
あ
な
た
の
高
尚
な
悩
み
」７７
で
は
、
次
の
よ
う
な
語
り
が
展

開
さ
れ
る
。
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「
時
田
く
ん
、
あ
な
た
っ
て
、
人
間
出
来
て
る
よ
ね
。
私
、
な
ん
か

羨
し
い
」

　

ぼ
く
は
、
思
わ
ず
、
チ
ー
ズ
を
喉
に
詰
ま
ら
せ
た
。
人
間
が
出
来

て
る
だ
っ
て
！？　

ぼ
く
は
、
一
度
も
、
自
分
自
身
を
そ
ん
な
ふ
う
に

思
っ
た
こ
と
は
な
い
。
ぼ
く
は
、
ぼ
く
な
り
に
、
色
々
な
こ
と
に
失

望
し
て
、
卑
劣
な
感
情
に
身
を
任
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
ん

な
自
分
も
自
分
自
身
な
の
だ
と
、
傍
観
し
て
し
ま
う
く
せ
が
あ
る
だ

け
な
の
だ
。

　

本
作
は
、
こ
う
し
た
語
り
の
構
造
が
一
般
文
芸
誌
で
用
い
ら
れ
た
も
の

と
し
て
は
比
較
的
早
い
例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
も

の
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
っ
た
の
が
漫
画
家
の
出
自
を
持
つ
作
家
で
あ

る
こ
と
は
、
や
は
り
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
新
井
の
開
拓
し
た
二

種
類
の
語
り
の
構
造
が
定
着
し
て
い
く
上
で
、
少
女
漫
画
の
リ
テ
ラ
シ
ー

を
持
っ
た
作
家
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

少
女
小
説
で
「
主
人
公
の
し
ゃ
べ
り
こ
と
ば
に
よ
る
一
人
称
」
を
採
用

し
た
例
と
し
て
大
塚
英
志

７８
が
挙
げ
た
『
夢
み
る
よ
う
に
愛
し
た
い
』７９
の

作
者
、
折
原
み
と
も
、
や
は
り
少
女
漫
画
家
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
、

「
あ
、
い
や
、
こ
れ
は
べ
つ
に
感
情
表
現
の
一
種
じ
ゃ
な
く
て
、
ほ
ん
と

う
に
、
ほ
ん
と
う
に
、
あ
た
し
の
目
の
前
は
真
っ
白
だ
っ
た
の
。」
と

い
っ
た
読
者
に
向
け
た
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
、「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」

型
の
ア
ニ
メ
・
漫
画
的
一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
方
に
分
類
さ
れ
る
。

　

大
塚
は
、
九
〇
年
代
に
な
る
と
「
自
己
を
無
限
に
対
象
化
し
て
い
く
よ

う
な
少
女
ま
ん
が
の
手
法
」
が
放
棄
さ
れ
て
い
っ
た
と
指
摘
し
、
右
の
折

原
の
よ
う
な
少
女
小
説
も
そ
の
流
れ
を
な
ぞ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
少

女
小
説
に
お
い
て
、
ア
ニ
メ
・
漫
画
的
一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
採
用
す

る
こ
と
が
「
自
己
を
無
限
に
対
象
化
し
て
い
く
」
こ
と
の
放
棄
に
繋
が
る

の
は
、
本
稿
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
的
な
整
理
を
踏
ま
え
れ
ば
、
必
然
的
な
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
小
説
に
お
け
る
ア
ニ
メ
・
漫
画
的

一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
主
人
公
を
一
人
称
で
指
す
語
り
手
は
、
出

来
事
の
最
中
に
い
る
か
の
よ
う
な
言
葉
の
使
い
方
を
す
る
が
、
そ
う
演
じ

て
い
る
だ
け
で
、
実
は
そ
の
物
語
世
界
の
外
側
に
立
っ
て
い
る
。「
自
己

を
無
限
に
対
象
化
し
て
い
く
」
の
は
、
語
り
手
自
身
が
出
来
事
の
最
中
で

自
身
の
言
葉
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ア
ニ
メ
・
漫
画
的
一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
そ
も
そ
も
生
じ
得
な
い
の

で
あ
る
。
他
方
で
「
ず
れ
」
の
よ
う
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
は
、
必
ず
し

も
「
自
己
を
無
限
に
対
象
化
し
て
い
く
」
こ
と
の
放
棄
に
は
繋
が
ら
な
い
。

次
節
で
見
る
が
、
綿
矢
り
さ
な
ど
が
こ
の
語
り
の
構
造
を
、
自
己
を
掘
り

下
げ
て
い
く
作
品
に
お
い
て
活
用
し
得
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

さ
て
、
新
井
の
開
拓
し
た
語
り
の
構
造
の
拡
大
と
定
着
の
過
程
と
し
て

は
、
小
説
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
波
及
も
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ス

タ
イ
ル
の
影
響
を
特
に
大
き
く
受
け
た
の
は
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
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量
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
作
品
が
、
こ
の
語
り
の
構
造
を
、
若
者
層

に
は
見
慣
れ
た
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
初
期
の
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー

ゲ
ー
ム
の
一
つ
「
探
偵　

神
宮
寺
三
郎　

横
浜
港
連
続
殺
人
事
件
」８0
で

は
、
テ
キ
ス
ト
部
分
が
主
に
主
人
公
の
一
人
称
に
よ
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
冒
頭
の
「
ひ
の
で
と
い
う　

せ
い
ね
ん
の　

い
ら
い

で
、
オ
レ
は
ヨ
コ
ハ
マ
へ　

や
っ
て
き
た
。」
な
ど
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
に

向
か
っ
て
自
己
紹
介
を
し
て
み
せ
る
ア
ニ
メ
・
漫
画
的
一
人
称
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
も
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
し
、
ま
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
と
取

る
こ
と
も
で
き
る
、
や
や
曖
昧
な
も
の
と
言
え
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

新
井
の
産
み
出
し
た
語
り
の
構
造
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
文

章
を
自
然
に
受
け
止
め
る
感
性
は
、
少
女
漫
画
等
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
部

分
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
新
井
の
よ
う
な
小
説
の
存
在
抜
き
に

は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
漫
画
の
場
合
、
主
人
公
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、

一
つ
一
つ
は
、
一
つ
の
コ
マ
に
示
さ
れ
る
短
い
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の

程
度
で
あ
れ
ば
、
小
説
で
は
引
用
と
し
て
示
さ
れ
る
心
内
語
と
近
い
規
模

の
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
来
の
小
説
読
者
に
と
っ
て
も
読
み
慣
れ
た
も
の
と

言
え
る
。
し
か
し
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
に
示
さ
れ
る
一
人
称
リ
ア
ル

タ
イ
ム
語
り
の
テ
キ
ス
ト
は
、
小
説
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
漫
画
の
一

コ
マ
の
心
内
語
よ
り
も
ず
っ
と
長
い
も
の
で
あ
る
し
、
ゲ
ー
ム
全
体
の
ス

ケ
ー
ル
で
見
れ
ば
、
大
量
の
心
内
語
を
他
者
に
も
分
か
る
よ
う
に
整
っ
た

形
で
紡
ぎ
続
け
て
い
る
奇
妙
な
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
。
そ
れ
を
不
自
然
な
も
の
と
受
け
取
ら
な
い
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
そ
れ

ま
で
に
小
説
ジ
ャ
ン
ル
で
長
大
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
の
文
章
が
生
み
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
ゲ
ー
ム
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
こ
う
し

た
語
り
の
構
造
を
採
用
す
る
作
品
が
無
数
に
産
み
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
人

気
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
一
般
化
し
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
。
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ミ
コ
ン
の
人
気
ソ
フ
ト
「
弟
切
草
」８１
や
、
成

人
向
け
Ｐ
Ｃ
ゲ
ー
ム
「
同
級
生
」８２
、
各
種
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
機
で
発
売

さ
れ
た
「
と
き
め
き
メ
モ
リ
ア
ル
」８３
な
ど
、
各
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
、

各
ジ
ャ
ン
ル
で
画
期
を
な
し
た
と
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
で
、
ア
ニ
メ
・
漫

画
的
一
人
称
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
か
ら
影
響
を
受
け
た
作
品
が
大
量
に
出
現
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
ゲ
ー
ム
で
リ
テ
ラ
シ
ー
を
養
っ
た
層
か
ら
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま

な
ジ
ャ
ン
ル
に
波
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

─
語
り
の
構
造
へ
の
自
己
批
評
性

　

ア
ニ
メ
・
漫
画
的
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
幼
い
印
象
を
与
え
る
た
め
か
、

ジ
ュ
ブ
ナ
イ
ル
向
け
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
用
い
ら
れ
る
が
、
一
般
文
芸
雑
誌

な
ど
の
作
品
に
は
多
く
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
一
方
、
リ
ア
ル
タ
イ
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ム
語
り
は
、
現
在
の
一
般
文
芸
雑
誌
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
漫
画
や
ゲ
ー
ム
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
影
響
が
大
き
く
な
っ

て
い
た
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
話
題
作
か
ら

典
型
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
挙
げ
た
金
原
ひ
と
み
「
蛇

に
ピ
ア
ス
」、
白
岩
玄
「
野
ブ
タ
。
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
」
な
ど
で
、
リ
ア

ル
タ
イ
ム
語
り
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
想
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
と
い
う
の

は
、
そ
の
よ
う
に
他
人
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
整
っ
た
心
内
語
を
こ
れ
ほ

ど
長
く
紡
ぎ
続
け
る
人
間
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
与
え
て
し
ま

う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
見
慣
れ
た
も
の
と
な
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
単
に
慣
れ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
こ
の
問
題
は
解
消

し
た
の
で
は
な
い
。

　

現
代
文
学
に
お
け
る
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
の
採
用
は
、
実
は
、
こ
う
し

た
問
題
を
逆
手
に
と
っ
て
、
自
己
言
及
的
、
自
己
批
評
的
に
小
説
の
資
源

と
し
て
活
用
す
る
試
み
で
も
あ
る
場
合
が
多
い
。
新
井
の
「
ず
れ
」
の
主

人
公
は
幽
霊
、「
グ
リ
ー
ン
・
レ
ク
イ
エ
ム
」
の
主
人
公
は
テ
レ
パ
シ
ー

を
用
い
る
宇
宙
人
で
あ
る
こ
と
が
作
中
で
明
示
さ
れ
て
い
て
、
リ
ア
ル
タ

イ
ム
語
り
は
そ
う
し
た
設
定
に
お
け
る
人
間
像
を
充
填
す
る
も
の
と
し
て

も
機
能
し
て
い
た
が
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
を
採
用
し
て
文
体
面
で
話
題

と
な
っ
た
町
田
康
「
く
っ
す
ん
大
黒
」８４
で
は
、
そ
う
し
た
語
り
自
体
が

独
り
言
と
し
て
言
及
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
独
り
言
を
紡
ぎ
続
け
て
し
ま
う

主
人
公
の
情
け
な
さ
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
く
。
独
特
の
文
体
が
注
目
さ

れ
た
舞
城
王
太
郎
『
煙
か
土
か
食
い
物
』８５
は
、
常
人
離
れ
し
て
頭
の
中

で
思
考
が
動
き
続
け
て
い
る
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
人
物
と
し
て
主
人
公

が
設
定
さ
れ
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
の
手
法
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
舞
城
の
『
阿
修
羅
ガ
ー
ル
』８６
で
は
、
第
一
部
で

は
主
人
公
が
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
フ
レ
ン
ド
と
頭
の
中
で
会
話
す
る
人
物
と
し

て
設
定
さ
れ
、
第
三
部
で
は
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
が
論
じ
た
よ
う
な
支
離
滅
裂

な
内
言
が
地
の
文
に
採
用
さ
れ
る
。
伊
藤
計
劃
『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』８７
で
は
、

Ｓ
Ｆ
的
な
設
定
に
よ
っ
て
、
心
内
語
が
長
く
地
の
文
を
構
成
す
る
こ
と
自

体
に
つ
い
て
の
説
明
が
与
え
ら
れ
る
。
語
り
の
構
造
が
物
語
世
界
内
の
設

定
と
有
機
的
に
結
び
付
い
て
、
作
品
を
駆
動
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
の
問
題
を
最
も
積
極
的
に
小
説
の
資

源
と
し
て
活
用
し
て
い
る
の
は
綿
矢
り
さ
で
あ
ろ
う
。
既
に
論
じ
た
こ
と

が
あ
る

８８
の
で
こ
こ
で
は
簡
潔
に
述
べ
る
の
み
と
す
る
が
、「
蹴
り
た
い

背
中
」
で
は
、「
頭
の
中
で
ず
っ
と
一
人
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
」
よ
う
な

寂
し
さ
を
抱
え
て
い
る
人
物
が
主
人
公
と
な
り
、「
勝
手
に
ふ
る
え
て

ろ
」８９
で
は
、
妄
想
の
中
で
恋
人
と
通
じ
合
っ
て
い
る
人
物
が
主
人
公
と

さ
れ
、「
私
を
く
い
と
め
て
」９0
は
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
フ
レ
ン
ド
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
こ
の
よ
う
に
心
の
中
で
空
し
く
も
言
葉
を
紡
ぎ
続

け
て
し
ま
う
寂
し
い
状
況
や
自
身
の
性
格
が
、
主
人
公
自
身
に
よ
っ
て
問
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題
視
さ
れ
、
そ
れ
が
物
語
を
強
力
に
駆
動
し
て
い
く
力
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
現
代
小
説
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
語
り
と
い
う
、
語
り
の
構
造

の
抱
え
る
問
題
そ
の
も
の
に
注
目
し
、
そ
の
不
自
然
さ
を
新
た
な
小
説
の

資
源
と
し
て
見
出
し
て
き
た
。
現
代
小
説
の
こ
う
し
た
展
開
を
考
え
る
た

め
に
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
な
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
的
な
分
析
と
、
多
様

な
他
ジ
ャ
ン
ル
と
影
響
を
与
え
合
っ
て
き
た
歴
史
的
な
経
緯
と
を
押
さ
え

る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

１�

金
原
ひ
と
み
「
蛇
に
ピ
ア
ス
」（『
す
ば
る
』
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）

２�

綿
矢
り
さ
「
蹴
り
た
い
背
中
」（『
文
芸
』
二
〇
〇
三
年
秋
号
）

３�

新
井
素
子
「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」（『
奇
想
天
外
』
一
九
七
八
年
二
月
）

４�

星
新
一
、
小
松
左
京
、
筒
井
康
隆
「
新
人
賞
選
考
座
談
会
」（『
奇
想
天
外
』
一

九
七
八
年
二
月
）。
前
者
は
筒
井
康
隆
、
後
者
は
星
新
一
の
発
言
。

５�

大
岡
昇
平
「
成
城
だ
よ
り
」（『
文
学
界
』
一
九
八
五
年
四
月
）
よ
り
、
同
年
二

月
八
日
の
日
記

６�

柳
父
章
「「
少
女
小
説
」
の
衝
撃
」（『
思
想
の
科
学
』
一
九
九
一
年
一
〇
月
）

７�

高
橋
源
一
郎
「
文
芸
時
評
〈
上
〉　

ラ
カ
ン
の
ぬ
い
ぐ
る
み
」（『
朝
日
新
聞
』
一

九
九
一
年
一
一
月
二
五
日
）

８�

大
塚
英
志
「「
ル
パ
ン
三
世
」
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の

〈
私
〉」（『
文
学
界
』
一
九
九
九
年
八
月
）

９�

大
橋
崇
行
「
少
女
の
文
体
」（『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
１
』
青
弓
社
、

二
〇
一
五
年
一
〇
月
）

１0�

押
野
武
志
「
少
女
独
白
体
の
新
展
開
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
二
〇
二
一
年
九
月
）

１１�

た
と
え
ば
、
新
井
素
子
は
宇
能
鴻
一
郎
文
体
だ
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
、
大

森
望
、
三
村
美
衣
『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
め
っ
た
斬
り
！
』（
太
田
出
版
、
二
〇
〇
四

年
一
二
月
）
の
三
村
の
発
言
で
、
同
時
代
に
も
そ
の
よ
う
な
主
張
が
あ
っ
た
が

当
時
「
な
に
バ
カ
な
こ
と
言
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
思
っ
て
た
」
と
否
定
的
に

言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
三
村
も
そ
れ
ら
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の

根
拠
に
つ
い
て
は
明
確
化
で
き
て
い
な
い
。
本
稿
の
議
論
は
こ
う
し
た
同
時
代

の
直
観
を
裏
付
け
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

１２�

た
だ
し
、
こ
の
見
解
そ
の
も
の
は
、
た
と
え
ば
涼
元
悠
一
『
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
の

シ
ナ
リ
オ
作
成
技
法
』（
秀
和
シ
ス
テ
ム
、
二
〇
〇
六
年
八
月
）
に
「
実
況
調
一

人
称
」
を
「
は
じ
め
て
自
覚
的
に
用
い
た
作
家
の
ひ
と
り
が
、
新
井
素
子
先
生
」

と
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
本
稿
の
新
見
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
述
べ
て
い
く
よ

う
に
、
本
稿
の
眼
目
は
、
理
論
的
な
整
理
に
よ
っ
て
先
行
論
の
論
点
の
不
十
分

さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
新
井
素
子
以
外
も
含
め
た
多
く
の
作
家
と
多
様
な

ジ
ャ
ン
ル
を
視
野
に
入
れ
た
歴
史
的
な
整
理
を
改
め
て
試
み
る
こ
と
、「
あ
た
し

の
中
の
…
…
」
と
「
ず
れ
」
の
語
り
は
異
な
る
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
明
確
に
す
る
こ
と
、
ま
た
新
井
や
綿
矢
ら
の
小
説
作
品
は
そ
う
し
た
語
り
の

構
造
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
内
容
の
新
た
な
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
活

用
し
た
と
い
う
稿
者
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
接
続
す
る
こ
と
、
な
ど
に
あ
る
。

１３�

星
新
一
、
小
松
左
京
、
筒
井
康
隆
「
新
人
賞
選
考
座
談
会
」（『
奇
想
天
外
』
一
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九
七
八
年
二
月
）
の
小
松
左
京
の
発
言
。

１４�

浅
井
春
美
「
い
の
ち
燃
え
る
日
に
」（『
小
説
ジ
ュ
ニ
ア
』
一
九
六
八
年
八
月
）

１５�

永
山
洋
子
「
お
に
ぎ
り
と
ボ
ー
ト
」（『
別
冊
小
説
ジ
ュ
ニ
ア
』
一
九
七
〇
年
一

月
）

１６�

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』（
水
声
社
、
一
九
八
五

年
九
月
）
の
用
語
で
言
え
ば
「
異
質
物
語
世
界
の
物
語
言
説
」
で
あ
る
。
た
だ

し
、
本
稿
で
は
い
ず
れ
の
表
記
で
も
大
き
な
問
題
が
生
じ
な
い
た
め
、
一
般
に

通
用
し
て
い
る
「
三
人
称
小
説
」
を
用
い
る
。

１７�

新
井
素
子
「
ず
れ
」（『
い
ん
な
あ
と
り
っ
ぷ
』
一
九
七
八
年
四
月
）

１８�

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
用
語
で
は
「
等
質
物
語
世
界
の
物
語
言
説
」
の
中
で
も
特
に

「
自
己
物
語
世
界
的
」
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
も
、
以
後
「
一
人
称
小
説
」
と
記

す
。

１９�

富
島
健
夫
「
ふ
た
つ
の
恋
」（『
小
説
ジ
ュ
ニ
ア
』
一
九
七
〇
年
六
月
）

２0�

宇
能
鴻
一
郎
『
人
形
あ
そ
び
』（
光
文
社
、
一
九
七
四
年
一
二
月
）

２１�

た
と
え
ば
大
正
期
の
も
の
を
挙
げ
れ
ば
芥
川
龍
之
介
「
片
恋
」（『
文
章
世
界
』

一
九
一
七
年
一
〇
月
）、
同
「
南
瓜
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
八
年
二
月
二
四

日
）
な
ど
。
太
宰
治
な
ど
に
も
多
数
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
七
〇
年

代
以
降
の
日
本
の
現
代
小
説
に
影
響
を
与
え
た
と
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
野
崎

孝
訳
、
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
『
ラ
イ
麦
畑
で
つ
か
ま
え
て
』（
白
水
社
、
一
九
六
四
年

一
二
月
）
な
ど
も
、
談
話
体
の
一
種
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
回
想
さ
れ
る
出

来
事
が
過
去
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
作
品
に
は
、
本
稿
で
主
題
と
な
る

新
井
の
作
品
の
よ
う
な
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。

２２�

新
井
素
子
「
ず
れ
」（『
い
ん
な
あ
と
り
っ
ぷ
』
一
九
七
八
年
四
月
）

２３�

寺
村
秀
夫
『
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
Ⅱ
』（
く
ろ
し
お
出
版
、
一
九
八
四

年
九
月
）

２４�

大
野
晋
『
日
本
語
の
文
法
を
考
え
る
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
七
月
）

２５�

平
田
由
美
「
虚
構
の
時
間
と
時
制
の
形
式
」（『
人
文
学
報
』
一
九
九
〇
年
三
月
）

２６�

た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
場
合
で
も
、
焦
点
化
し
た
人
物
に
よ

る
推
量
が
「
ら
し
い
」「
よ
う
だ
」
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に

し
て
い
る
の
は
、
焦
点
化
し
た
人
物
か
ら
の
推
量
で
は
な
く
そ
れ
と
は
異
な
る

語
り
手
か
ら
の
視
点
で
の
推
量
が
ム
ー
ド
表
現
に
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
で
あ
る
。

２７�

工
藤
真
由
美
『
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
体
系
と
テ
ク
ス
ト
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
一

九
九
五
年
一
一
月
）

２８�

野
呂
邦
暢
「
草
の
つ
る
ぎ
」（『
文
学
界
』
一
九
七
三
年
一
二
月
）

２９�

村
上
龍
「
限
り
な
く
透
明
に
近
い
ブ
ル
ー
」（『
群
像
』
一
九
七
六
年
六
月
）

３0�

三
田
誠
広
「
僕
っ
て
何
」（『
文
藝
』
一
九
七
七
年
五
月
）

３１�「
芥
川
賞
選
評
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
七
七
年
九
月
）
よ
り
。
順
に
中
村
光
夫
、

瀧
井
孝
作
、
安
岡
章
太
郎
の
コ
メ
ン
ト
。

３２�
日
本
語
の
場
合
、「
日
本
語
の
場
合
、
直
接
話
法
と
間
接
話
法
は
統
語
形
式
の
相

違
と
し
て
は
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」（
藤
田
保
幸
「
話

法
」『
日
本
語
学
研
究
事
典
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
一
月
）
た
め
、
自
由
直



29 一人称リアルタイム語り小説の成立と展開

接
話
法
と
自
由
間
接
話
法
の
区
別
が
付
き
に
く
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
体
験
話
法
、
描
出
話
法
な
ど
、
様
々
な
術
語
で
呼

ば
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
般
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
自
由
間
接
話
法
の
名
称
で
呼

ぶ
こ
と
と
す
る
。

３３�

こ
う
い
っ
た
点
を
「
特
徴
」
で
は
な
く
「
工
夫
」
と
捉
え
る
の
は
、
自
然
に
見

え
る
も
の
は
微
細
な
工
夫
の
高
度
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る

も
の
だ
と
見
るH

arold�Garfinkel,�Studies in ethnom
ethodology.�Englew

ood�

Cliffs,�N
J:�Prentice�H

all,�１９６７.

以
降
の
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
の
発
想
に
近

い
も
の
だ
ろ
う
。

３４�「
あ
た
し
の
中
の
…
…
」
の
後
半
に
は
、「
後
で
聞
い
た
話
な
ん
だ
け
ど
」
と
、

出
来
事
が
一
通
り
終
わ
っ
た
後
か
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
箇
所
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
次
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
「
そ
し
て
今
」
の
時
点
が
語
り
の
現
在
で
、
そ

の
時
点
で
は
既
知
の
事
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、

「
同
時
的
な
語
り
」
を
基
調
と
す
る
小
説
の
中
で
、
部
分
的
に
「
挿
入
的
な
語

り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
が
判
っ
た
の
は
、

ず
っ
と
後
だ
っ
た
…
…
。」
と
い
う
箇
所
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
で
、
小
説
内

の
出
来
事
の
全
て
が
終
わ
っ
た
後
で
は
な
く
、
次
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
現
在
時
よ
り

は
前
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３５�

佐
藤
武
義
「
地
の
文
」、
藤
田
保
幸
「
話
法
」（
い
ず
れ
も
『
日
本
語
学
研
究
事

典
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
一
月
）

３６�

庄
司
薫
「
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
気
を
付
け
て
」（『
中
央
公
論
』
一
九
六
九
年
五
月
）

３７�

小
林
信
彦
『
オ
ヨ
ヨ
島
の
冒
険
』（
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、
一
九
七
〇
年
三
月
）

３８�

橋
本
治
『
桃
尻
娘
』（
講
談
社
、
一
九
八
一
年
九
月
）。
た
だ
し
、
引
用
部
は
初

出
に
は
存
在
せ
ず
、
単
行
本
に
書
き
改
め
ら
れ
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
こ
の
箇
所
が
含
ま
れ
な
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
、
こ
う
い
っ
た
文
言
を
加
え
て

自
然
な
文
章
だ
っ
た
い
う
こ
と
は
言
え
る
。

３９�

栗
本
薫
『
ぼ
く
ら
の
時
代
』（
講
談
社
、
一
九
七
八
年
九
月
）

４0�

村
上
春
樹
「
風
の
歌
を
聴
け
」（『
群
像
』
一
九
七
九
年
六
月
）

４１�

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』（
水
声
社
、
一
九
八
五

年
九
月
）

４２�

川
端
康
成
「
針
と
硝
子
と
霧
」（『
文
学
界
』
一
九
三
〇
年
一
一
月
）

４３�

川
端
康
成
「
水
晶
幻
想
」（『
改
造
』
一
九
三
一
年
一
月
）、
同
「
鏡
」（『
改
造
』

一
九
三
一
年
七
月
）

４４�

た
と
え
ば
、
出
来
事
が
完
結
し
て
い
な
い
段
階
で
口
頭
で
「
し
ゃ
べ
っ
て
」
い

る
語
り
と
い
う
特
異
な
設
定
を
持
つ
石
川
淳
「
普
賢
」（『
作
品
』
一
九
三
六
年

六
月
～
九
月
）
に
つ
い
て
も
、「
語
っ
て
い
る
時
に
は
、
原
則
と
し
て
他
の
行
為

は
で
き
な
い
し
、
逆
に
他
の
行
為
を
し
て
い
る
時
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

（
佐
藤
秀
明
「
饒
舌
の
ゆ
く
え
」
小
田
切
進
編
『
昭
和
文
学
論
考
』
八
木
書
店
、

一
九
九
〇
年
四
月
）
と
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
分
類
す
る
と
こ
ろ
の
「
同
時
的

な
語
り
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
、
出
来
事
が
ひ
と
段
落
す
る
ご

と
に
語
り
の
時
間
が
持
た
れ
る
「
挿
入
的
な
語
り
」
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
解
釈

さ
れ
て
い
る
。
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４５�
柴
田
義
松
訳
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
『
思
考
と
言
語　

下
』（
明
治
図
書
、
一
九
六
二

年
九
月
）

４６�

本
稿
の
考
察
を
敷
衍
す
れ
ば
、
短
い
心
内
語
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
現
実
の

内
言
と
は
一
致
せ
ず
、
そ
れ
を
自
然
な
も
の
と
見
な
す
制
度
の
も
と
で
の
み
リ

ア
リ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
制
度
や
文
体
は
創
出
さ

れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
自
体
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、

本
稿
の
扱
う
範
囲
を
超
え
る
た
め
、
こ
れ
以
上
は
扱
わ
な
い
。

４７�

一
見
似
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
落
語
や
ラ
ジ
オ
の
一
人
ド
ラ
マ

の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
で
は
こ
の
構
図
は
理
解
で
き
な
い
。
落
語

や
一
人
ド
ラ
マ
の
場
合
、
物
語
世
界
内
の
台
詞
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
同

一
な
の
は
演
者
で
あ
っ
て
、
役
柄
で
あ
る
登
場
人
物
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
む
し
ろ
、
通
常
の
三
人
称
的
な
語
り
に
近
い
。
明
治
期
に
三
人
称
小
説

の
語
り
が
産
み
出
さ
れ
る
際
に
落
語
が
参
照
さ
れ
た
歴
史
も
想
起
さ
れ
た
い
。

４８�

平
田
由
美
「
虚
構
の
時
間
と
時
制
の
形
式
」（『
人
文
学
報
』
一
九
九
〇
年
三
月
）、

橋
本
陽
介
『
物
語
に
お
け
る
時
間
と
話
法
の
比
較
詩
学
』（
水
声
社
、
二
〇
一
四

年
九
月
）、
福
沢
将
樹
『
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
言
語
学
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一

五
年
一
〇
月
）、
安
藤
宏
「『
あ
ひ
ゞ
き
』
の
系
譜
」（『
季
刊iichiko

』
二
〇
二

二
年
冬
号
）
な
ど
に
、
個
別
の
作
品
論
を
超
え
た
示
唆
的
な
指
摘
が
あ
る
。

４９�

高
千
穂
遙
「
ダ
ー
テ
ィ
・
ペ
ア
の
大
冒
険
」（『
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
』
一
九
七
九
年

二
月
）

５0�

宇
能
鴻
一
郎
、
新
井
素
子
、
高
千
穂
遙
の
関
係
に
つ
い
て
は
大
森
望
、
三
村
美

衣
『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
め
っ
た
斬
り
！
』（
太
田
出
版
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）
に

も
言
及
が
あ
る
。

５１�

シ
ナ
リ
オ
作
家
協
会
編
『
シ
ナ
リ
オ
講
座　

第
三
巻
』（
三
笠
書
房
、
一
九
五
八

年
一
一
月
）
な
ど
で
は
「
あ
れ
は
楽
で
し
ょ
う
け
れ
ど
」「
何
と
な
く
イ
ー
ジ
ー

の
感
じ
は
し
ま
す
ね
」「
そ
ん
な
も
の
使
え
る
か
と
言
っ
て
蹴
っ
た
」「
楽
は
楽

だ
け
れ
ど
も
ね
」「
ど
う
も
安
手
の
感
じ
が
し
て
し
よ
う
が
な
い
」
な
ど
と
評
さ

れ
て
い
る
。

５２�

倉
本
聰
『
獨
白　

２
０
１
１
年
３
月
』（
フ
ラ
ノ
・
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
シ
ン
ジ

ケ
ー
ト
、
二
〇
一
一
年
六
月
）、
倉
本
聰
、
碓
井
広
義
『
ド
ラ
マ
へ
の
遺
言
』

（
新
潮
社
、
二
〇
一
九
年
二
月
）
な
ど
。

５３�

山
田
太
一
脚
本
「
そ
れ
ぞ
れ
の
秋
」（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
列
、
一
九
七
三
年
九
月
～
一
二

月
）

５４�

倉
本
聰
ほ
か
脚
本
「
前
略
お
ふ
く
ろ
様
」（
日
本
テ
レ
ビ
系
列
、
一
九
七
五
年
一

〇
月
～
一
九
七
七
年
四
月
）

５５�

向
田
邦
子
脚
本
「
あ
・
う
ん
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
一
九
八
〇
年
三
月
～
一
九
八
一
年
五

月
）

５６�

倉
本
聰
脚
本
「
北
の
国
か
ら
」（
フ
ジ
テ
レ
ビ
系
列
、
一
九
八
一
年
一
〇
月
～
一

九
八
二
年
三
月
）

５７�
た
だ
し
、「
前
略
お
ふ
く
ろ
様
」
と
「
北
の
国
か
ら
」
は
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
物

語
世
界
内
に
宛
先
を
持
つ
言
葉
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
点
で
は

「
ダ
ー
テ
ィ
・
ペ
ア
の
大
冒
険
」
な
ど
と
は
異
な
る
。
こ
の
意
味
で
「
ダ
ー
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テ
ィ
・
ペ
ア
の
大
冒
険
」
と
同
じ
タ
イ
プ
な
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
秋
」「
あ
・
う

ん
」
で
あ
る
。
特
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
秋
」
に
つ
い
て
は
、「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
斬
新
だ
っ
た
」（
長
谷
正
人
「「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
文
化
」
と
し
て

の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
」『
山
田
太
一
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三
年
五
月
）
と
さ

れ
て
お
り
、
ド
ラ
マ
に
お
い
て
は
新
し
い
手
法
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う

だ
。
こ
の
よ
う
に
複
数
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
っ
て
複
数
の
作
品
が
並
行
し
て
出

て
く
る
時
代
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
特
定
の
作
品
か
ら
特
定
の
作
品
へ
の

明
確
な
影
響
関
係
と
い
う
の
で
は
な
く
、
新
た
な
語
り
の
構
造
を
持
つ
作
品
が

ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
近
い
時
期
に
多
数
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
捉
え
た
い
。

そ
の
中
で
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
革
新
者
と
な
っ
た
の
が
新
井
な
の
で
あ
る
。

５８�

結
末
の
「
ね
、
み
な
さ
ん
、
み
な
さ
ん
も
あ
ん
ま
り
だ
と
思
う
で
し
ょ
。
ね
え

み
な
さ
ん
…
…
ど
う
し
て
黙
っ
て
る
の
。
ね
え
。
何
と
か
言
っ
て
よ
。
ね
、
ね

え
…
…
ね
え
っ
て
ば
！
」
と
い
う
く
だ
り
の
「
み
な
さ
ん
」
は
、
頭
の
中
に
同

居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
多
く
の
人
々
や
動
物
た
ち
の
意
識
に
向
か
っ
て
語
り
か

け
て
い
る
と
取
る
こ
と
も
で
き
、
読
者
に
対
し
て
語
り
か
け
て
い
る
と
取
る
こ

と
も
で
き
る
。

５９�「
Ｓ
Ｆ
新
人
賞
に
千
二
百
人
応
募
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
八
年
一
月
二
二
日
）

６0�

吉
本
隆
明
『
マ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
論
』（
福
武
書
店
、
一
九
八
四
年
七
月
）

６１�

山
岸
凉
子
「
籠
の
中
の
鳥
」（『
プ
チ
フ
ラ
ワ
ー
』
一
九
八
一
年
九
月
）

６２�

竹
宮
惠
子
「
地
球
へ
…
」（『
月
刊
マ
ン
ガ
少
年
』
一
九
七
七
年
一
月
）

６３�

岩
下
朋
世
『
少
女
マ
ン
ガ
の
表
現
機
構
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
三
年
七
月
）

６４�

ち
ば
て
つ
や
「
ユ
カ
を
よ
ぶ
海
」（『
少
女
ク
ラ
ブ
』
一
九
六
〇
年
六
月
）

６５�

ち
ば
て
つ
や
「
ユ
カ
を
よ
ぶ
海
」（『
少
女
ク
ラ
ブ
』
一
九
五
九
年
八
月
）

６６�

ち
ば
て
つ
や
「
ユ
カ
を
よ
ぶ
海
」（『
少
女
ク
ラ
ブ
』
一
九
六
〇
年
七
月
）

６７�

ち
ば
て
つ
や
『
ユ
カ
を
よ
ぶ
海
７
』（
曙
出
版
、
一
九
六
四
年
一
月
）

６８�

大
塚
英
志
「
ま
ん
が
は
い
か
に
し
て
文
学
で
あ
ろ
う
と
し
、
文
学
は
い
か
に
し

て
ま
ん
が
た
り
得
な
か
っ
た
か
」（『
文
学
界
』
一
九
九
八
年
八
月
）

６９�

石
森
章
太
郎
「
江
美
子
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｙ
」（『
少
女
ク
ラ
ブ
』
一
九
六
二
年
五
月
～

一
二
月
）

７0�

丹
野
ゆ
う
じ
「
南
の
風
北
の
風
」（『
少
女
ク
ラ
ブ
』
一
九
六
〇
年
五
月
）

７１�

萩
尾
望
都
「
こ
の
娘
う
り
ま
す
！
」（『
週
刊
少
女
コ
ミ
ッ
ク
』
一
九
七
五
年
二

月
二
日
）

７２�

本
稿
で
は
以
後
「
ア
ニ
メ
・
漫
画
的
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

「
ア
ニ
メ
・
ま
ん
が
的
」
は
大
塚
が
し
ば
し
ば
用
い
る
言
葉
で
、
大
塚
が
こ
の
語

を
用
い
る
の
は
、
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
な
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
的
な
分
析
を
直
観
的

に
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
が
、
大
塚
自
身
は
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー

的
な
問
題
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
「
ア
ニ

メ
・
漫
画
的
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
言
う
場
合
の
意
味
は
、
大
塚
が
直
接
論
じ
る

の
と
は
異
な
る
側
面
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
ま
ず
は
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

７３�

山
本
亮
介
「「
語
り
手
」
と
い
う
動
物
」（『「
エ
コ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
」
研
究
』

二
〇
一
四
年
三
月
）
は
、
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」（『
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
』

一
九
〇
六
年
八
月
）
の
猫
が
死
ぬ
場
面
と
語
り
の
状
況
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
考
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だ
が
、
本
稿
の
こ
こ
で
の
論
点
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
る
。

７４�

新
井
素
子
「
グ
リ
ー
ン
・
レ
ク
イ
エ
ム
」（『
奇
想
天
外
』
一
九
八
〇
年
九
月
）

７５�

野
口
武
彦
「
近
代
「
地
の
文
」
の
成
立
」（『
海
燕
』
一
九
八
四
年
一
二
月
）
な

ど
。

７６�

野
口
武
彦
『
小
説
の
日
本
語
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
）

７７�

山
田
詠
美
「
あ
な
た
の
高
尚
な
悩
み
」（『
新
潮
』
一
九
九
一
年
七
月
）。
な
お
、

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
作
で
あ
る
「
ぼ
く
は
勉
強
が
で
き
な
い
」（『
新
潮
』
一

九
九
一
年
五
月
）
も
、
同
様
の
語
り
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
は
「
こ

の
時
」
と
い
う
、
後
か
ら
回
想
す
る
と
き
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
が
出
て
く

る
が
、
同
時
的
な
語
り
に
お
い
て
完
了
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
「
タ
」
を
用
い
る
の

と
同
様
、
一
瞬
の
後
の
時
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。

７８�

大
塚
英
志
「〈
内
面
の
喪
失
〉
へ
の
回
帰
」（『
イ
マ
ー
ゴ
』
一
九
九
一
年
一
〇

月
）

７９�

折
原
み
と
『
夢
み
る
よ
う
に
、
愛
し
た
い
』（
講
談
社
、
一
九
八
八
年
二
月
）

８0�RABBIT�H
O

U
SE�GRO

U
P４

シ
ナ
リ
オ
『
探
偵　

神
宮
寺
三
郎　

横
浜
港
連
続

殺
人
事
件
』（
デ
ー
タ
イ
ー
ス
ト
、
一
九
八
八
年
二
月
）

８１�

長
坂
秀
佳
、
麻
野
一
哉
、
山
﨑
修
、
都
築
孝
史
シ
ナ
リ
オ
『
弟
切
草
』（
チ
ュ
ン

ソ
フ
ト
、
一
九
九
二
年
三
月
）

８２�

蛭
田
昌
人
シ
ナ
リ
オ
『
同
級
生
』（elf

、
一
九
九
二
年
一
二
月
）

８３�

五
十
嵐
孝
司
シ
ナ
リ
オ
『
と
き
め
き
メ
モ
リ
ア
ル
』（
コ
ナ
ミ
、
一
九
九
四
年
五

月
）

８４�

町
田
康
「
く
っ
す
ん
大
黒
」（『
文
学
界
』
一
九
九
六
年
七
月
）

８５�

舞
城
王
太
郎
『
煙
か
土
か
食
い
物
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）

８６�

舞
城
王
太
郎
『
阿
修
羅
ガ
ー
ル
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
一
月
）

８７�

伊
藤
計
劃
『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』（
ハ
ヤ
カ
ワ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）

８８�

小
谷
瑛
輔
「
読
む　

綿
矢
り
さ
「
勝
手
に
ふ
る
え
て
ろ
」
論
」（『
日
本
文
学
』

二
〇
一
五
年
六
月
）、
同
「
一
人
称
小
説
を
映
像
化
す
る
こ
と
」（『
ユ
リ
イ
カ
』

二
〇
二
一
年
一
一
月
）

８９�

綿
矢
り
さ
「
勝
手
に
ふ
る
え
て
ろ
」（『
文
学
界
』
二
〇
一
〇
年
八
月
）

９0�

綿
矢
り
さ
「
私
を
く
い
と
め
て
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
六
年
四
月
一
日
～
一

二
月
一
六
日
）


