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は
じ
め
に

　

多
和
田
葉
子
は
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
作
家
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
ド
イ
ツ

及
び
日
本
の
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、
こ
の
三
〇
年
間
余
り
で
、
日

本
語
と
ド
イ
ツ
語
で
常
に
並
行
し
て
書
き
続
け
て
お
り
、
日
本
で
も
ド
イ

ツ
で
も
頻
繁
に
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
多
和
田
の

特
徴
的
な
言
葉
遣
い
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
日
本
語

で
書
か
れ
た
小
説
は
、
多
和
田
独
特
の
言
葉
を
用
い
て
、
し
ば
し
ば
寓
意

に
満
ち
た
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。
沼
野
充
義
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
母

語
の
外
に
出
る
の
は
決
死
の
遊
び
」（『
群
像
』
六
七
巻
一
号
、
二
〇
一

二
・
一
、
講
談
社
）
で
は
、
多
和
田
は
、「
私
の
言
葉
へ
の
興
味
は
、
ド

イ
ツ
語
と
日
本
語
が
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
た
言
語
で
あ
る
驚
き
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
」
と
語
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
言
語
体
験
を
も
と
に
、
多
和
田

は
、『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
─
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』（
二
〇
〇
三
・
八
、
岩

波
書
店
）
に
お
い
て
、「
あ
る
言
語
で
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
言
語
が
現
在
多
く
の
人
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
姿
を
な
る
べ
く
真
似

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。［
…
］
む
し
ろ
、
そ
の
言
語
の
中
に
潜
在

し
な
が
ら
ま
だ
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
姿
を
引
き
出
し
て
見
せ
る
こ
と
の

方
が
重
要
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
表
現
の
可
能
性
と
不
可
能

性
と
い
う
問
題
に
迫
る
た
め
に
は
、
母
語
の
外
部
に
出
る
こ
と
が
一
つ
の

有
力
な
戦
略
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
多
和
田
は
、
自
ら
の

言
語
体
験
を
も
と
に
、
小
説
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
、
言
語
表
現
に
焦
点

エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
と
変
身

�

─
多
和
田
葉
子
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』
を
中
心
と
し
て

─

袁　

嘉
孜
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を
当
て
る
観
点
か
ら
母
語
の
外
に
出
る
こ
と
を
戦
略
的
に
捉
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

多
和
田
は
、
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
（Exophony

）
と
い
う
言
葉
を

「
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
、
母
語
の
外
に
出
た
状
態
一
般
を
指
す
」１
と
定

義
し
た
。
多
和
田
が
提
唱
し
た
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
の
概
念
は
、
い
わ
ば
言

語
の
次
元
に
お
い
て
越
境
す
る
こ
と
で
あ
る
。
多
和
田
は
、
交
響
楽
を
楽

し
む
こ
と
に
喩
え
て
、
言
語
の
越
境
の
楽
し
み
、
そ
の
喜
び
を
、
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
側
面
か
ら
語
っ
て
い
る

２
。
多
和
田
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
主
に
、

言
葉
を
解
体
し
て
変
形
さ
せ
る
手
法
を
通
し
、
一
つ
の
言
葉
を
様
々
な
別

の
言
葉
と
の
連
鎖
と
意
味
の
拡
散
が
絶
え
ず
生
成
し
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
状
態
の
中
で
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

３
。
結
論
か
ら
言
え

ば
、
多
和
田
文
学
は
、
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
と
の
二
つ
の
系
統
に
則
っ
た

理
解
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
主
と
し
て
翻
訳
の
作
業
を
経
て
テ
ク
ス
ト
を
言

葉
遊
び
に
よ
っ
て
構
築
し
、
あ
ら
ゆ
る
越
境
す
る
も
の
の
物
語
に
高
い
幻

想
性
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
の
概
念
を
繰
り
返
し
て

実
践
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
多
和
田
の
日
本
語
の
テ
ク
ス
ト
は
、
母
語
・

母
国
語
で
書
か
れ
た
越
境
文
学
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
う
ろ
こ
も
ち
」（『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』
二
〇
一
〇
・
一
、

Konkursbuch�Verlag�Claudia�Gehrke

）４
は
、
多
和
田
の
得
意
と
す

る
越
境
文
学
の
第
一
作
で
あ
る
。
同
作
は
、
八
〇
年
代
の
終
わ
り
に
多
和

田
が
日
本
語
で
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
原
文
よ
り
ド

イ
ツ
語
訳
（Das Bad,�１989

）
が
先
に
ド
イ
ツ
で
発
表
・
出
版
さ
れ
て

い
た
。
ド
イ
ツ
で
新
し
い
版
と
し
て
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
と
の
二
カ
国
語

版
を
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
機
会
に
、
二
〇
一
〇
年
に
な
っ
て

初
め
て
日
本
で
発
表
さ
れ
る

５
。
こ
う
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
出
版
事
情
を
踏

ま
え
、
ド
イ
ツ
で
の
発
表
・
出
版
も
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、

日
本
文
壇
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
の
「
か
か
と
を
失
く
し
て
」（
一
九
九
一
）

よ
り
も
先
に
書
か
れ
、
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
和
田
が
日
本
語
で

書
い
た
小
説
の
中
の
第
一
作
目
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
テ

ク
ス
ト
で
は
、
日
独
語
間
の
通
訳
に
従
事
す
る
日
本
人
の
「
私
」
を
通
し

て
、
言
葉
の
死
と
再
生
の
物
語
が
語
ら
れ
る
。「
私
」
は
ま
ず
う
ろ
こ
も

ち
に
変
わ
り
、
の
ち
に
ド
イ
ツ
と
い
う
異
国
で
「
言
葉
無
し
」
の
状
態
に

置
か
れ
る
と
と
も
に
う
ろ
こ
も
ち
か
ら
鱗
鳥
へ
、
そ
し
て
透
明
な
棺
桶
へ

と
変
身
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
変
身
譚
は
、
第
一
章
に
お
い
て
挿

入
さ
れ
た
二
つ
の
昔
話
ら
し
き
変
身
譚
と
響
き
あ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
挿
話
は
、
日
本
の
昔
話
「
見
る
な
の
座
敷
」、
ギ
リ
シ
ア

神
話
に
お
け
る
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
物
語
、
日
本
神
話
「
八
岐
大
蛇
」
の
話
を

組
み
合
わ
せ
て
新
し
く
作
り
上
げ
た
、
第
二
次
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
な
変
身
物
語
と
な
る
。
多
和
田
の
第
二
次
テ
ク
ス
ト
は
、
常
に

日
本
の
文
学
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
西

洋
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
テ
ク
ス
ト
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
そ
の
中

か
ら
一
つ
以
上
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
込
ん
で
新
た
な
物
語
が
語
ら
れ
る
。
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そ
れ
ら
の
先
行
テ
ク
ス
ト
と
は
主
に
変
形
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
パ
ロ

デ
ィ
や
転
移
の
手
法
を
採
り
、
イ
ペ
ル
テ
ク
ス
ト
〔
重
ね
書
き
〕
的
実
践

が
行
わ
れ
、
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
皮
肉
、
遊
戯
、
ユ
ー
モ
ア
、
真
面
目

を
横
断
的
に
取
り
込
む
こ
と
が
際
立
っ
て
見
え
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、

こ
れ
ま
で
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
両
言
語
に
通
暁
す
る
多
和
田
の
言
語
能

力
を
も
と
に
語
ら
れ
て
き
た
多
和
田
文
学
の
越
境
性
は
、
こ
の
よ
う
な
イ

ペ
ル
テ
ク
ス
ト
的
実
践

６
の
次
元
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。

　
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』
で
は
、
日
本
語
の
原
文
と
ド
イ
ツ
語
の

訳
文
を
ま
と
め
て
収
録
す
る
点
に
お
い
て
、
形
式
的
転
移
に
属
す
る
翻
訳

の
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
。
多
和
田
自
身
に
よ
る
言
語
の
越
境
を
も
と
に
、

多
和
田
の
日
本
語
の
作
品
に
お
け
る
言
葉
は
常
に
、
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
連

想
や
影
響
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
翻
訳
性
を
帯
び
た

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
多
和
田
文
学
の
越
境
性
は
、

重
層
的
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
手
法
に
お
い
て
も
、
多
様
な
イ

ペ
ル
テ
ク
ス
ト
的
実
践
を
通
し
、
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
込
み
、
文
脈

を
横
断
す
る
越
境
性
が
根
源
的
に
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
ド
イ
ツ
語
と
日

本
語
の
使
い
方
の
違
い
に
注
目
し
つ
つ
、
多
和
田
の
越
境
体
験
や
多
和
田

の
九
〇
年
代
の
そ
の
他
の
作
品
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
多
和
田
の
作
家
像
の

輪
郭
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
日
本

の
昔
話
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
、
日
本
神
話
を
取
り
込
ん
だ
二
つ
の
挿
話
を
分

析
し
た
上
で
、
第
二
次
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も

ち
』
を
再
検
討
し
、
多
和
田
葉
子
文
学
の
文
芸
様
式
の
根
源
に
迫
っ
て
み

た
い
。

一
、
言
葉
を
失
く
し
た
「
私
」

　

主
人
公
の
「
私
」
が
言
葉
を
失
く
し
た
原
因
は
複
数
あ
る
。
日
独
語
両

方
向
へ
の
通
訳
を
す
る
う
ち
に
特
に
日
本
語
、
ひ
い
て
は
日
本
に
疎
外
感

を
感
じ
取
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
魚
を
食
べ
た

こ
と
も
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
概
し
て
、
通
訳
、

魚
と
舌
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
よ
る
疎
外
感
の
表
現
な
ど
の
要
素
の
反
復
を

通
じ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
失
く
し
た
ハ
プ
ニ
ン
グ
に

つ
い
て
、
多
和
田
の
渡
航
体
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
多
和
田
は
、
ド
イ
ツ
に
渡
航
し
て
半
年
が
過
ぎ
た
と
こ
ろ
、
ド
イ

ツ
語
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
語
も
う
ま
く
喋
れ
ず
、
書
く
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
経
験
に
つ
い
て
、
多
和
田
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

日
本
語
が
わ
た
し
の
生
活
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ

だ
っ
た
。
手
に
触
れ
る
物
に
も
、
自
分
の
気
分
に
も
、
ぴ
っ
た
り

す
る
日
本
語
が
見
つ
か
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
外
国
語
で
あ
る
ド
イ

ツ
語
は
、
ぴ
っ
た
り
し
な
く
て
当
然
だ
ろ
う
が
、
母
国
語
が
離
れ
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こ
こ
で
は
、
主
人
公
の
「
私
」
を
作
者
で
あ
る
多
和
田
と
同
一
視
す
る

つ
も
り
は
な
い
。
実
際
、「
私
」
の
ハ
プ
ニ
ン
グ
は
、
多
和
田
が
自
述
し

て
い
た
「
言
葉
無
し
」
の
状
態
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
点
が
多
く
見

ら
れ
る
。
多
和
田
の
場
合
、「
言
葉
無
し
」
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
は
、
ド
イ
ツ
に
渡
航
し
て
半
年
を
経
て
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
で
短
編
小
説

W
o Europa anfängt

（
一
九
八
八
）
を
書
く
前
ま
で
の
こ
と
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
物
語
の
中
で
、「
私
」
が
「
言
葉
無
し
」
の
状
態

に
な
っ
た
の
は
、
何
年
間
も
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
、
日
独
通
訳
が
で
き
る
ほ

ど
ド
イ
ツ
語
が
上
達
し
た
状
態
で
、
一
度
日
本
に
帰
っ
て
、
ま
た
ド
イ
ツ

に
戻
っ
て
き
た
一
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
多
和
田
の
場
合
は
、

ド
イ
ツ
語
を
ま
だ
自
由
に
操
れ
な
い
時
に
、
あ
ま
り
日
本
語
を
使
わ
な

か
っ
た
た
め
、
渡
航
先
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
適
切
な
言
葉

が
浮
か
ば
な
く
な
っ
て
い
た
状
態
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
私
」
の

場
合
は
、
一
度
日
本
に
帰
っ
て
、
日
本
語
を
用
い
て
物
事
を
語
る
の
に
違

和
感
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
再
び
ド
イ
ツ
に
渡
っ
た

と
こ
ろ
、
舌
を
失
わ
れ
た
こ
と
を
通
し
て
、
ド
イ
ツ
語
で
も
日
本
語
で
も

喋
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
状
態
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

作
品
の
主
人
公
の
「
私
」
を
、
多
和
田
葉
子
と
見
な
す
こ
と
は
難
し
い
が
、

前
述
の
よ
う
に
、
多
和
田
の
越
境
体
験
は
常
に
何
ら
か
の
形
式
で
作
品
の

中
に
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
難
解
な
物
語
を
解
釈
す
る
た
め

に
は
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

て
い
っ
て
し
ま
う
の
は
、
な
ん
だ
か
霧
の
中
で
文
字
が
見
え
な
く

な
っ
て
い
く
よ
う
で
恐
ろ
し
か
っ
た
。
わ
た
し
は
、
言
葉
無
し
で
、

も
の
を
感
じ
、
考
え
、
決
心
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

７
。

　

多
和
田
は
、
ド
イ
ツ
語
や
日
本
語
の
言
葉
を
用
い
て
物
事
を
認
識
し
、

頭
の
中
で
五
感
を
通
し
て
感
じ
取
れ
た
こ
と
を
、
文
字
を
用
い
て
書
き
留

め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
母
国
語
を
長
い
間
、
喋
ら

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
忘
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
は
異
国
生
活
の
な
か
で

最
も
恐
ろ
し
い
体
験
の
一
つ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
多
和
田
の
場
合
は
、
言

葉
に
頼
っ
て
頭
の
中
で
、
物
を
感
受
し
、
思
考
し
、
決
断
を
く
だ
す
だ
ろ

う
が
、
母
国
語
が
疎
か
に
な
っ
た
う
え
に
、
第
二
の
言
語
で
あ
る
ド
イ
ツ

語
が
ま
だ
熟
練
し
て
い
な
い
な
か
、
い
つ
も
通
り
に
言
葉
を
使
い
こ
な
す

こ
と
が
で
き
な
い
有
様
と
し
て
理
解
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
を
、
多

和
田
は
「
言
葉
無
し
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
和
田
の
経
験
と

合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
き
っ
か
け
が
ど
う
で
あ
ろ
う

が
、
二
つ
の
言
語
を
行
き
来
す
る
と
き
、
ど
ち
ら
の
言
語
を
用
い
て
も
言

い
表
す
自
分
が
い
な
い
「
私
」
の
状
態
は
、
い
わ
ば
「
言
葉
無
し
」
の
状

態
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
で
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
無
し
の
状
態
に
置
か

れ
た
「
私
」
が
、
何
ら
か
の
形
式
を
取
っ
て
一
度
死
ん
で
、
や
が
て
再
生

し
て
い
く
、
と
い
う
奇
妙
な
話
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
話
の
背
景

に
は
、
多
和
田
自
身
の
越
境
体
験
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
の
「
言
葉
無
し
」
の
状
態
を
超
え
て
、
ま
た
言
葉
を
用
い
て
物
事
を

考
え
、
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
、
多
和
田
は
、

「
昔
使
っ
て
い
た
日
本
語
は
、
一
度
死
ん
で
、
別
の
か
ら
だ
で
生
ま
れ
か

わ
っ
て
き
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
」8
と
語
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
日
本
語

を
擬
人
化
し
た
、
日
本
語
の
死
と
再
生
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
る
表
現

で
あ
る
。
昔
か
ら
使
い
慣
れ
て
き
た
日
本
語
の
言
葉
や
文
体
を
、
二
度
と

使
わ
ず
、
新
た
な
言
葉
に
よ
っ
て
、
新
た
な
文
体
や
様
式
が
創
り
上
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
度
死
ん
だ
日

本
語
と
は
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
日
本
語
で
あ
り
、
別
の
体
で
生
ま
れ
か

わ
っ
て
き
た
日
本
語
と
は
、
新
た
に
使
わ
れ
始
め
た
日
本
語
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
死
は
、
こ
こ
で
は
終
わ
り
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ

再
生
へ
至
る
た
め
の
区
切
り
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、「
言

葉
無
し
」
の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、

日
本
語
の
死
と
再
生
の
物
語
が
、
三
回
に
わ
た
っ
て
変
身
を
重
ね
る

「
私
」
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
「
私
」
の
二
重
性
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
、

「
私
」
と
い
う
語
は
、
日
本
語
で
の
発
話
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
日

本
語
を
指
し
示
す
比
喩
的
表
現
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。

二
、
鏡
像
的
日
本
語
と
写
真
的
ド
イ
ツ
語

　

こ
の
作
品
は
、
一
〇
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
大
き
く
四
部
に
分
か
れ

る
。
一
章
、
二
章
は
、
第
一
部
に
あ
た
り
、
テ
ク
ス
ト
の
基
調
を
決
め
る

各
要
素
が
提
示
さ
れ
る
。
変
身
譚
の
型
に
人
身
御
供
と
怪
物
退
治
の
話
型

を
加
え
て
話
を
変
形
さ
せ
、
死
と
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
暗
示
す
る
二
つ
の

挿
話
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
語
と
の
出
会
い
と
し
て
ク
サ
ン
ダ
と
の
関
係
が
語

ら
れ
る
。
三
章
と
四
章
は
、
第
二
部
に
あ
た
り
、「
私
」
が
言
葉
無
し
に

な
っ
て
し
ま
う
き
っ
か
け
が
描
か
れ
る
。
五
章
か
ら
七
章
は
、
第
三
部
で
、

舌
が
奪
わ
れ
た
「
私
」
の
言
葉
無
し
の
状
態
が
描
か
れ
る
。
八
章
か
ら
一

〇
章
は
、
第
四
部
で
あ
り
、
主
に
「
私
」
の
三
回
の
変
身
が
描
か
れ
る
。

そ
の
な
か
で
、
三
章
と
四
章
を
除
け
ば
、
一
章
か
ら
八
章
ま
で
、
鏡
と
写

真
の
話
が
共
通
に
現
れ
る
。

　
「
私
」
の
部
屋
の
中
に
は
、
鏡
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
横
に
は
、
顔

写
真
が
一
枚
飾
っ
て
あ
る
。
鏡
は
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
に
薄
い
銀
を
塗
っ
て

作
ら
れ
る
。
鏡
の
原
理
は
、
そ
の
銀
の
層
に
光
が
ぶ
つ
か
っ
て
反
射
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
鏡
に
物
の
像
が
写
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
写
真
は
、
暗

箱
の
中
に
、
レ
ン
ズ
を
通
し
て
一
定
時
間
に
入
っ
て
く
る
光
に
よ
っ
て
、

物
の
像
が
フ
ィ
ル
ム
の
上
の
感
光
剤
に
写
さ
れ
た
の
ち
、
現
像
処
理
を
し

て
可
視
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
写
真
も
一
種
の
光
に
よ
る

表
象
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
が
、
鏡
像
と
は
そ
の
原
理
が
異
な
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る
。
鏡
像
の
場
合
、
映
し
て
い
る
も
の
と
表
象
と
は
、
鏡
を
介
し
て
実
体

と
虚
像
と
の
一
対
の
関
係
で
あ
り
、
鏡
と
は
等
距
離
で
、
比
較
可
能
で
、

常
に
同
一
視
さ
れ
る
ほ
ど
極
め
て
近
い
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

写
真
の
場
合
、
被
写
体
の
表
象
が
紙
に
現
像
さ
れ
、
被
写
体
と
表
象
は
、

あ
る
実
体
と
あ
る
実
物
と
の
間
接
的
な
関
係
と
な
る
。

　

こ
の
作
品
で
は
、「
私
」
と
日
本
語
、
ド
イ
ツ
語
と
の
関
係
は
、
主
に

「
私
」
と
母
、
ク
サ
ン
ダ
と
の
関
係
を
通
し
て
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
鏡
像
、

写
真
に
お
け
る
光
の
表
象
の
原
理
に
よ
っ
て
仄
め
か
さ
れ
る
。
鏡
は
、

「
私
」
が
日
本
を
出
る
と
き
の
母
か
ら
も
ら
っ
た
餞
別
で
あ
る
が
、
写
真

は
、
ド
イ
ツ
に
来
て
、
観
光
ポ
ス
タ
ー
の
撮
影
の
た
め
に
、
ク
サ
ン
ダ
が

撮
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
語
は
、
最
初
母
か
ら
習
っ
た
の
に
対

し
て
、
ド
イ
ツ
語
は
、
ク
サ
ン
ダ
に
教
え
て
も
ら
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

「
母
─
日
本
語
─
鏡
」、「
ク
サ
ン
ダ
─
ド
イ
ツ
語
─
写
真
」
と
い
う
二
つ

の
図
式
が
窺
わ
れ
る
。
子
供
時
代
に
「
私
」
は
言
葉
を
覚
え
、「
母
が
呼

ぶ
よ
う
に
、
自
分
の
こ
と
を
」9
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉

の
反
復
で
あ
り
、
光
の
反
射
に
よ
っ
て
鏡
に
像
が
映
る
原
理
と
類
似
す
る
。

母
語
と
は
、
田
中
克
彦

１0
に
よ
れ
ば
、「
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
出
会
い
」

「
ひ
と
た
び
身
に
つ
け
て
し
ま
え
ば
そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
」

「
根
源
の
こ
と
ば
」
で
あ
り
、「
ふ
つ
う
母
か
ら
受
け
と
る
」
言
葉
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
で
は
、M

uttersprache

と
な
る
。M

uttersprache

は
、

M
utter

（
母
）
と
、Sprache

（
言
語
、
言
葉
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
母
の
言
葉
。
つ
ま
り
、「
私
」
の
日
本
語
が
母
の
日
本
語
の

鏡
像
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
こ
こ
で
は
母
は
母
語
の
比
喩
的
表
現
で
あ

ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ク
サ
ン
ダ
は
ド
イ
ツ
語
そ
の
も
の
の
比
喩
的
表
現
で

も
あ
ろ
う
。
初
め
て
ク
サ
ン
ダ
に
会
っ
た
時
、「
私
」
は
ク
サ
ン
ダ
と
い

う
名
前
に
あ
る
Ｘ
の
文
字
に
引
っ
か
か
っ
て
、「
Ｘ
の
値
を
求
め
」
よ
う

と
す
る
代
数
的
な
方
法
を
通
し
て
、
彼
と
の
関
係
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
。

「
Ｘ
がdurchein

な
ら
ば
、durcheinander

（
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
）
に
な

り
、m

itein

な
ら
ば
、m

iteinander

（
い
っ
し
ょ
に
）」１１
と
い
う
よ
う

に
、
Ｘ
の
値
に
よ
っ
て
、
ク
サ
ン
ダ
と
の
関
係
が
変
わ
る
。

durcheinander

は
副
詞
で
あ
り
、
前
置
詞durch

（
を
通
っ
て
、
を
通

過
し
て
）
とeinander

（
互
い
に
）
の
結
合
形
と
し
て
、「
無
秩
序
に
」

「
乱
雑
に
」「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
」
と
い
う
意
味
を
成
す
。
ま
た
、

m
iteinander

は
副
詞
で
あ
り
、
前
置
詞m

it

（
と
い
っ
し
ょ
に
）
と

einander

（
互
い
に
）
の
結
合
形
と
し
て
、「
い
っ
し
ょ
に
」「
交
互
に
」

と
い
う
意
味
を
表
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
私
」
が
ク
サ
ン
ダ
と
互
い
に

0

0

0

通
過
す
る

0

0

0

0

の
で
あ
れ
ば
、
関
係
が
成
立
し
な
い
が
、
互
い
に
一
緒
に

0

0

0

0

0

0

い
る

意
向
で
あ
れ
ば
、
恋
人
と
し
て
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

そ
の
意
味
で
、
ク
サ
ン
ダ
に
教
え
て
も
ら
っ
た
ド
イ
ツ
語
は
、
母
語

（M
uttersprache

）

に

対

照

し

う

る
、

恋

人

の

言

語

（Liebhabersprache

）
で
も
あ
る
。「
私
」
は
最
初
日
本
語
を
覚
え
た
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よ
う
に
、
ク
サ
ン
ダ
の
言
葉
を
真
似
し
て
繰
り
返
し
て
み
た
が
、
発
話
者

に
よ
っ
て
二
人
称
の
あ
な
た
を
一
人
称
の
わ
た
し
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
た
め
通
用
し
な
か
っ
た
。「
私
」
は
、Sind�Sie�eine�

Japanerin?

（
あ
な
た
は
日
本
人
で
す
か
）
と
ク
サ
ン
ダ
に
聞
か
れ
た
ら
、

Ja,�Sie�sind�eine�Japanerin.

（
は
い
、
あ
な
た
は
日
本
人
で
す
）
と
答

え
た

１２
。
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、「
私
」
と
ク
サ
ン
ダ
は
人
形

を
買
っ
た
。「
そ
れ
以
来
、
私
達
は
会
話
す
る
と
き
は
腹
話
術
を
使
っ
て
、

人
形
に
話
さ
せ
る
。
人
形
た
ち
が
、
三
人
称
で
私
達
の
話
し
を
す
る
」
が
、

「
そ
の
う
ち
私
に
も
一
、
二
人
称
の
意
味
が
わ
か
っ
て
き
た
が
ク
サ
ン
ダ

と
の
関
係
は
今
も
三
人
称
の
ま
ま
だ
」
と
描
か
れ
て
い
る

１３
。
人
形
を

フ
ィ
ル
ム
の
よ
う
な
媒
体
と
し
て
考
え
れ
ば
、
人
形
の
介
在
に
よ
っ
て
、

「
私
」
の
ド
イ
ツ
語
は
、
写
真
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
ま
た
、「
今
も
三

人
称
の
ま
ま
だ
」
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
語
を
理
解
し
た
か
、
理
解
し

て
い
な
い
か
と
い
う
問
題
と
は
別
と
し
て
、
外
国
語
と
し
て
の
ド
イ
ツ
語

と
「
私
」
と
の
関
係
は
、
い
つ
で
も
写
真
と
被
写
体
と
の
関
係
の
よ
う
な

間
接
的
な
関
係
の
ま
ま
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

三
、
越
境
と
し
て
の
変
身

　

こ
の
作
品
は
、
多
和
田
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
昔
話

ら
し
き
話
が
、
第
一
章
に
挿
入
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
で

あ
る
第
八
章
か
ら
一
〇
章
ま
で
の
「
私
」
の
変
身
譚
と
響
き
あ
っ
て
い
る
。

両
方
と
も
変
身
譚
の
構
造
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ

〈
川
魚
の
女
〉
と
〈
蛇
髪
の
女
〉
と
仮
に
名
付
け
て
お
く
。
ま
ず
は
、〈
蛇

髪
の
女
〉
の
型
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
く
。

〈
蛇
髪
の
女
〉

①�

昔
あ
る
村
に
大
食
い
の
女
が
い
た
。
毎
日
、
釜
に
何
杯
も
メ
シ
を

食
う
。

②�

食
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
誰
も
見
て
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
、
ひ
と

り
、
夜
更
け
に
納
屋
で
食
う
。

③�

あ
る
夜
お
と
こ
が
こ
っ
そ
り
納
屋
を
覗
く
と
女
の
髪
の
一
本
一
本

が
蛇
に
な
っ
て
メ
シ
を
食
っ
て
い
た
。

④
お
と
こ
は
猟
銃
で
女
を
撃
っ
て
し
ま
っ
た
。１４

　
〈
蛇
髪
の
女
〉
は
、
蛇
が
人
間
の
姿
と
し
て
登
場
し
、
や
が
て
人
間
の

姿
か
ら
蛇
の
姿
と
変
身
す
る
構
造
と
な
っ
て
お
り
、「
見
る
な
の
タ
ブ
ー
」

の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
「
メ
ド
ゥ
ー
サ
」

の
話
と
接
続
さ
せ
て
い
く
。「
見
る
な
の
タ
ブ
ー
」
は
、「
見
る
な
の
座

敷
」
の
話
が
原
型
と
さ
れ
る
が
、「
鶴
女
房
」「
蛇
女
房
」
な
ど
多
く
の
異

類
婚
姻
譚
の
類
型
で
も
あ
る
。「
蛇
女
房
」
の
昔
話
の
話
は
、
い
く
つ
か

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
も
っ
と
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
を
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以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
く
。

①
あ
る
男
が
、
女
に
出
会
っ
て
、
女
と
夫
婦
と
な
る
。

②�

あ
る
日
、
嫁
は
子
を
生
ん
だ
。
そ
の
時
に
覗
い
て
は
な
ら
な
い
と
、

嫁
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
。

③
男
は
そ
れ
を
守
ら
な
か
っ
た
。
の
ぞ
く
と
大
蛇
が
い
る
。

④�

女
は
、
乳
飲
み
子
の
た
め
に
自
分
の
片
方
の
目
玉
を
与
え
て
堤
へ

立
ち
去
っ
て
行
っ
た
。１５

　
「
蛇
女
房
」
と
〈
蛇
髪
の
女
〉
で
は
、
同
じ
く
②
「
見
る
な
の
タ
ブ
ー
」

と
、
③
そ
の
タ
ブ
ー
を
冒
す
男
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
結
末
が
異
な
る
。

「
蛇
女
房
」
の
場
合
、
女
が
家
を
離
れ
る
の
に
対
し
て
、〈
蛇
髪
の
女
〉
の

場
合
、
女
が
男
に
撃
ち
殺
さ
れ
た
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

違
い
は
、〈
蛇
髪
の
女
〉
に
お
い
て
、
蛇
に
化
し
た
髪
の
毛
を
持
つ
女
の

人
物
造
形
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
髪
の
毛
が
蛇
と
化
し
た
女
と
言
え
ば
、

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
メ
ド
ゥ
ー
サ
は
、
頭

に
は
髪
の
か
わ
り
に
蛇
が
生
え
る
と
い
う
醜
い
容
貌
を
し
て
い
る
が
、
宝

石
の
よ
う
に
輝
く
目
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
目
を
見
た
者
を
石
に
変
え
る
、

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
女
怪
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り

１６
、
や
が
て
、
ア
テ
ー

ナ
ー
女
神
の
教
唆
を
う
け
た
ペ
ル
セ
ウ
ス
に
よ
っ
て
首
を
切
り
落
と
さ
れ
、

退
治
さ
れ
た
と
い
う

１７
。〈
蛇
髪
の
女
〉
の
話
に
お
い
て
、
蛇
の
髪
の
毛

を
持
つ
女
は
、
こ
の
よ
う
な
メ
ド
ゥ
ー
サ
た
る
怪
物
の
形
象
が
導
入
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
蛇
髪
の
女
は
男
に
殺
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
化
け
物
を
退
治
す
る
話
は
、
日
本
の

昔
話
の
中
で
、「
猿
神
退
治
」１8
や
「
大
蛇
退
治
」１9
が
代
表
的
な
も
の
で
あ

る
。〈
蛇
髪
の
女
〉
の
話
型
は
、
蛇
と
い
う
共
通
点
に
お
い
て
、
日
本
の

昔
話
の
「
見
る
な
の
タ
ブ
ー
」
モ
チ
ー
フ
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け

る
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
話
へ
の
横
滑
り
に
加
え
、
怪
物
退
治
の
分
類
に
お
い
て

日
本
昔
話
に
接
続
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
文
脈
を
横
断
し
た
〈
蛇

髪
の
女
〉
は
、
一
人
の
女
の
死
の
話
を
語
っ
て
い
る
。

　
〈
川
魚
の
女
〉
は
、
概
し
て
人
間
（
①
）
か
ら
川
魚
（
②
）
へ
、
そ
し

て
人
間
（
⑥
）
へ
と
連
続
変
身
す
る
変
身
譚
の
話
型
を
と
っ
て
い
る
。

〈
川
魚
の
女
〉

①�

谷
間
の
貧
し
い
村
で
、
あ
る
妊
娠
し
た
女
が
村
人
と
分
か
ち
合
わ

ず
一
人
で
川
魚
を
ナ
マ
で
食
う
。

②�

女
は
美
し
い
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
後
、
女
は
、
か
ら
だ
に
鱗
が

生
え
、
大
き
な
川
魚
に
な
る
。

③�
男
の
子
は
村
の
年
寄
り
に
育
て
ら
れ
、
あ
る
日
自
分
の
出
生
の
秘

密
を
知
り
、
母
親
を
救
う
方
法
を
考
え
る
。

④�

男
の
子
は
川
の
中
に
住
む
母
親
を
訪
れ
て
、
母
親
に
岩
を
崩
し
て

水
田
を
作
っ
て
も
ら
う
。
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⑤�
母
親
は
身
体
を
岩
に
ぶ
ち
当
て
続
け
る
。
や
が
て
村
に
は
水
田
が

で
き
、
人
々
は
飢
え
る
こ
と
も
な
く
な
る
。

⑥�

鱗
が
全
部
剥
が
れ
て
人
間
に
な
っ
た
母
親
は
血
を
流
し
て
死
ん
で

し
ま
う
。２0

　

中
村
禎
里
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
昔
話
は
、
人
間
か
ら
動
物
へ
、
ま
た
動

物
か
ら
人
間
へ
と
連
続
し
て
変
身
す
る
モ
チ
ー
フ
が
少
な
く
な
い
が
、
グ

リ
ム
昔
話
の
変
身
譚
は
、
人
間
と
動
物
の
間
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
か

た
く
拒
否
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
動
物
観
が
示
さ
れ
、
動
物
か
ら
人
間
へ

の
変
身
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
中
で
、
も
と
も
と
人
間
だ
っ
た
が
、
何

か
の
理
由
で
動
物
の
形
態
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
動
物
の
形
態
か
ら
人

間
へ
と
、
元
の
姿
を
取
り
戻
す
と
い
う
変
身
の
モ
チ
ー
フ
が
多
く
見
ら
れ

る
２１
。
こ
の
よ
う
な
グ
リ
ム
昔
話
の
変
身
譚
の
話
型
は
、
物
語
の
外
枠
と

し
て
〈
川
魚
の
女
〉
の
話
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間

か
ら
川
魚
へ
の
女
の
変
身
は
、「
女
が
空
腹
の
あ
ま
り
、
見
つ
け
た
川
魚

を
村
人
と
分
か
ち
合
わ
ず
に
一
人
で
、
ナ
マ
で
む
さ
ぼ
り
食
っ
て
し
ま
っ

た
」２２
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
貪
欲
の
た
め
、
天
罰
が
当

た
っ
た
結
果
と
し
て
の
変
身
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
、
罰

の
方
法
と
し
て
も
変
身
を
使
う
。
前
述
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
が
怪
物
に
変
え
ら

れ
た
の
も
、
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
女
が
川
魚
か
ら

人
間
の
旧
態
に
回
復
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
女
が
命
を
犠
牲
に
す
る
ま
で

贖
罪
を
行
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
母
親
た
る
川
魚
が
命
を
犠
牲
に
し
て
水
田
を
作
る
と
い
う

展
開
（
④
、
⑤
、
⑥
）
か
ら
み
れ
ば
、〈
川
魚
の
女
〉
は
、
女
が
田
植
え

の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
人
身
御
供
の
話
と
も
見
ら
れ
る
。
松
前
健
に
よ
れ

ば
、
日
本
各
地
に
お
い
て
、
田
植
に
因
む
若
い
女
の
死
を
物
語
る
、
す
な

わ
ち
嫁
殺
し
田
の
伝
説
や
耕
作
の
た
め
の
人
身
御
供
の
伝
説
が
残
っ
て
い

る
２３
。
ま
た
、
田
の
神
は
、
蛇
神
、
水
神
、
雷
神
の
性
質
を
併
せ
持
っ
て

い
る
一
方
、
八
岐
大
蛇
も
雷
神
や
水
神
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
と
い
う

２４
。

八
岐
大
蛇
神
話
の
よ
う
な
人
身
御
供
の
話
は
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ル
セ
ウ
ス
・

ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
型
に
属
す
る

２５
。
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
型
の
物

語
と
言
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
「
海
の
怪
物
」
が
そ
の
一
例
と
し
て
数

え
ら
れ
る
。〈
川
魚
の
女
〉
は
、
グ
リ
ム
昔
話
の
変
身
譚
の
話
型
に
、
日

本
神
話
で
は
人
身
御
供
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
は
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
ア
ン
ド
ロ

メ
ダ
型
に
分
け
ら
れ
る
物
語
が
詰
め
込
ま
れ
、〈
蛇
髪
の
女
〉
と
同
様
に
、

文
脈
横
断
し
、
一
人
の
女
の
死
の
物
語
が
新
し
く
語
り
直
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

　

文
脈
横
断
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
異
な
る
文
脈
を
横
断
す
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
常
に
そ
れ
ら
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る
言
葉
と
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
文
脈
横
断
の
実
践
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

主
に
複
数
の
先
行
テ
ク
ス
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
け
る
蛇
と
い
う
共

通
点
か
ら
出
発
し
、
怪
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
り
、
次
々
と
各
々
の
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テ
ク
ス
ト
と
接
続
し
、
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
一
部
を
つ
ぎ
合
わ
せ
て
新

し
い
物
語
が
語
り
直
さ
れ
て
い
く
手
法
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
多
和

田
の
第
二
次
テ
ク
ス
ト
は
、
常
に
複
数
の
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
一
つ
の
言

葉
を
見
出
し
、
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
う
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
へ
通
り
す

ぎ
る
際
に
、
そ
の
言
葉
に
含
ま
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
反
復
し
な
が
ら
変
形
さ

れ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
原
理
は
、
パ
ー
ス
の
記
号
論

２６
に
お
け

る
無
限
の
記
号
過
程
の
連
鎖
を
も
と
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

に
加
え
、
多
和
田
文
学
に
お
け
る
記
号
過
程
の
連
鎖
は
、
常
に
翻
訳
の
手

順
を
経
て
、
二
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
言
語
や
文
化
を
取
り
組
む
点
に
お

い
て
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
挿
話
は
、
結
末
で

は
一
人
の
女
の
死
に
至
る
点
に
お
い
て
、
あ
の
焼
身
自
殺
の
女
に
深
く
関

わ
る
「
私
」
の
変
身
譚
に
接
続
し
、
日
本
語
の
死
と
再
生
の
物
語
と
し
て

語
り
直
さ
れ
る
。

四
、
う
ろ
こ
も
ち
（D

as Schuppentier

）
とD

as Bad

（
浴
室
）

　
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』
の
日
本
語
の
題
名
、「
う
ろ
こ
も
ち
」
と

い
う
単
語
は
、
多
和
田
に
よ
る
造
語
で
あ
り
、
鱗
を
持
つ
者
を
指
す
。
一

方
、
ド
イ
ツ
語
の
題
名D

as�Bad

と
は
、「
浴
室
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
の
題
名
は
、「
訳
者
、
編
集
者
、
そ
の
家
族
や
友
人
た
ち
」、

「
印
刷
屋
さ
ん
ま
で
巻
き
込
ん
で
知
恵
を
出
し
合
っ
た
結
果
」
で
あ
り
、

そ
の
一
方
、
日
本
語
の
題
名
「
う
ろ
こ
も
ち
」
は
、
多
和
田
自
身
の
「
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
愛
称
」
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

２７
。
こ

の
よ
う
な
書
名
の
決
定
を
め
ぐ
る
現
実
の
理
由
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
意
味

の
異
な
る
二
つ
の
題
名
を
持
っ
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
の
違
い

に
よ
っ
た
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、

左
開
き
の
表
紙
は
ド
イ
ツ
語
の
題
名
が
横
書
き
に
、
右
開
き
の
表
紙
は
日

本
語
の
題
名
が
縦
書
き
に
さ
れ
て
い
る
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
作
品
は
、
二
つ
の
表
紙
を
持
っ
て
お
り
、
裏
表
紙
と
い
う
も
の
は
な

い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
の
表
紙
と
日
本
語
の
表

紙
は
、
互
い
に
表
紙
と
裏
表
紙
で
も
あ
ろ
う
。
横
書
き
の
ド
イ
ツ
語
訳
の

文
章
と
、
縦
書
き
の
日
本
語
の
文
章
が
、
そ
れ
ぞ
れ
右
開
き
の
ペ
ー
ジ
と
、

左
開
き
の
ペ
ー
ジ
か
ら
配
列
し
、
内
容
的
に
は
対
称
で
は
な
い
が
、
右
の

ペ
ー
ジ
と
左
の
ペ
ー
ジ
に
そ
れ
ぞ
れ
並
置
す
る
形
で
交
差
す
る
点
に
お
い

て
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
作
品
は
、
多
和
田
の
エ
ク

ソ
フ
ォ
ニ
ー
の
経
験
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
作
品
の
ド
イ
ツ
語
訳
者
は
、
ド
イ
ツ
の
日
本
文
化
の
研
究
者
の

ペ
ー
タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
（Peter�Pörtner

）
で
あ
っ
た
。
ペ
ル
ト

ナ
ー
は
、
一
九
五
三
年
生
ま
れ
、
ド
イ
ツ
在
住
。
一
九
七
九
年
に
留
学
で

来
日
し
、
東
京
大
学
に
て
日
本
哲
学
の
研
究
を
行
っ
た
後
、
大
阪
外
国
語

大
学
に
て
ド
イ
ツ
語
講
師
と
し
て
勤
め
て
い
た
。
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇

一
九
ま
で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
教
授
を
務
め
、
日
本
語
の
普
及
や
日
本
学
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Schuppentier

に
訳
さ
れ
る
。Schuppentier

と
は
、
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ

と
い
う
動
物
の
こ
と
を
指
し
、
日
本
語
版
と
は
異
な
り
、
哺
乳
類
の
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、
川
魚

３0
はFisch

３１
（「
魚
」
の
意
味
）
に
、

鱗
持
ち

３２
はSchuppenträgerin

３３
（「
う
ろ
こ
の
保
有
者
」
と
い
う
意

味
を
指
す
造
語
）
に
、
人
魚

３４
はFischm

enschen

３５
（「
魚
の
人
」
と

い
う
意
味
を
指
す
造
語
）
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
言
葉
は
、

Schuppentier

（
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
）
と
同
じ
く
、
鱗
を
持
っ
て
い
る
こ
と

に
お
い
て
共
通
す
る
が
、
哺
乳
類
の
印
象
が
強
く
、
日
本
語
版
と
比
べ
て

「
水
」、「
水
生
」
に
関
わ
る
要
素
が
欠
け
て
い
る
。
と
は
い
え
、
題
名
を

は
じ
め
、
一
章
の
「
私
」
の
入
浴
の
場
面

３６
か
ら
見
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
版

は
、
水
に
関
わ
る
要
素
を
、
主
にBad

（
浴
室
）
か
ら
派
生
し
た
水
の
イ

メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
語
のBad

は

浴
室
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
の
場
所
・
空
間
を
指
し
示
す
が
、
多
和
田

に
よ
れ
ば
、
な
か
に
は
「
湯
や
水
を
浴
び
る
行
為
そ
の
も
の
」「
お
風
呂

に
入
る
」「
水
泳
」
な
ど
、「
液
体
に
身
体
が
浸
る
」
と
い
う
意
味
も
含
ま

れ
る
と
い
う

３７
。「
私
」
は
朝
起
き
て
、
出
掛
け
る
前
に
、
お
風
呂
に
入

る
の
が
日
課
で
あ
る
。
こ
う
し
た
浴
室
に
関
わ
る
描
写
は
、
日
本
語
版
で

は
、
う
ろ
こ
も
ち
で
あ
る
「
私
」
が
帯
び
て
い
る
魚
と
人
魚
の
イ
メ
ー
ジ
、

い
わ
ゆ
る
水
と
鱗
と
の
関
わ
り
を
重
ね
て
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
に
機
能

す
る
。
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
「
私
」
の
ル
ー
テ
ィ
ン
を

の
学
術
の
分
野
に
お
い
て
日
本
と
の
交
流
を
行
っ
て
い
た
。
一
九
九
五
年

か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
は
ド
イ
ツ
語
圏
日
本
研
究
学
会
代
表
を
務
め
る
。

一
方
、
東
京
大
学
及
び
大
阪
大
学
で
の
客
員
教
授
と
し
て
の
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
た

２8
。
多
和
田
と
は
、
同
じ
く
日
独
両
言
語
に
よ
く
通
じ
た
も

の
と
し
て
、
作
者
と
訳
者
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
古
く
か
ら
交
流
が
続
い

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ペ
ル
ト
ナ
ー
の
翻
訳
の
現
場
に
は
、
多

和
田
が
立
ち
会
っ
て
い
た

２9
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
語
の
題
名
も
訳
文
も
、

概
ね
多
和
田
が
認
め
た
も
の
だ
と
推
測
で
き
よ
う
。
そ
の
な
か
で
、
仮
に

日
本
語
の
表
現
と
は
か
け
離
れ
た
ド
イ
ツ
語
の
言
葉
や
表
現
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
、
訳
者
に
よ
る
独
断
的
な
判
断
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多

和
田
の
支
持
を
得
た
う
え
で
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
。

　

う
ろ
こ
も
ち
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
語
で
は
、
鱗
を
持
つ
も
の
と
し
て
、

魚
類
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
物
語

の
冒
頭
部
に
お
け
る
〈
川
魚
の
女
〉
の
挿
話
に
並
び
、「
鱗
持
ち
」
と
し

て
サ
ー
カ
ス
団
の
仕
事
に
応
募
し
、
人
魚
の
後
継
と
し
て
働
い
て
い
く
、

と
い
う
七
章
で
描
か
れ
た
「
私
」
の
夢
を
通
し
、
う
ろ
こ
も
ち
、
魚
、
人

魚
の
イ
メ
ー
ジ
が
繋
げ
ら
れ
る
。
人
魚
は
、
上
半
身
が
人
間
、
下
半
身
が

魚
の
形
態
で
、
川
や
海
に
す
む
空
想
上
の
動
物
で
あ
る
が
、
魚
と
は
、
水

の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
語
版

で
は
、
う
ろ
こ
も
ち
は
、
水
生
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
明
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、「
う
ろ
こ
も
ち
」
は
、
題
名
を
除
き
、
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通
し
て
、
哺
乳
類
の
要
素
が
強
いSchuppentier

（
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
）

を
水
の
イ
メ
ー
ジ
と
関
連
さ
せ
、
日
本
語
版
に
あ
っ
た
水
の
イ
メ
ー
ジ
を

補
完
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

鱗
は
、
魚
類
、
蛇
な
ど
の
爬
虫
類
、
哺
乳
類
に
属
す
る
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ

な
ど
の
表
面
を
お
お
い
、
体
全
体
を
保
護
し
て
い
る
小
片
で
あ
る
。
鱗
と

は
、
い
わ
ば
鎧
で
も
あ
る
。Schuppentier

（
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
）
は
、

〈
川
魚
の
女
〉
に
お
け
る
川
魚
や
、〈
蛇
髪
の
女
〉
に
お
け
る
蛇
と
と
も
に
、

鱗
を
持
つ
者
と
し
て
「
私
」
と
同
様
に
日
本
語
の
題
名
に
よ
っ
て
一
括
り

に
捉
え
ら
れ
る
。
魚
類
の
鱗
は
真
皮
か
ら
変
化
し
た
も
の
、
蛇
の
も
の
は

表
皮
が
角
質
化
し
た
も
の
、
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
の
も
の
は
表
皮
が
化
骨
し
て

で
き
た
も
の
と
さ
れ
る

３8
。
一
説
で
は
、
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
の
鱗
は
毛
が
変

化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

３9
。「
髪
は
、
肌
が
死
ん
で
硬
く
な
っ
た
部

分
だ
と
い
う
。
私
の
身
体
の
一
部
分
は
、
も
う
死
体
に
な
っ
て
い
る
わ
け

だ
」４0
と
い
う
一
章
の
最
後
に
あ
る
一
文
と
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で

は
、
鱗
は
、
死
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
作
品
は
、
同
じ
よ
う
な
死
を
連
想
さ
せ
る
描
写
が
散
見
さ
れ
る
。

「
私
」
は
「
湯
か
ら
上
が
る
と
鱗
は
柔
ら
か
く
な
っ
て
い
る
。
軽
石
で
こ

す
っ
て
落
と
す
」４１
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
湯
は
、
鱗
を
落
と
す
の
に

役
に
立
つ
媒
質
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
熱
を
加
え
た
水
で
あ
り
、
火
の
イ

メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
。
そ
れ
は
、「
湯
が
、
透
き
通
っ
た
炎
の
よ
う
に
揺

れ
て
い
る
」４２
と
い
う
一
文
を
通
し
て
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
焼
身

自
殺
し
た
女
と
併
せ
て
、
火
は
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
な

ら
び
に
、
熱
い
湯
を
注
い
だ
「
バ
ス
タ
ブ
の
中
に
頭
ま
で
す
っ
ぽ
り
身
体

を
沈
め
」４３
る
と
い
う
描
写
に
つ
い
て
、
私
が
透
明
な
棺
桶
に
な
る
と
い

う
結
末
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
風
呂

に
入
っ
て
い
る
間
、「
私
」
が
思
い
つ
い
た
水
葬
、
土
葬
、
火
葬
の
こ
と

は
、
そ
の
焼
身
自
殺
し
た
女
の
話
と
呼
応
し
つ
つ
、「
岩
に
身
体
を
ぶ
つ

け
る
な
ん
て
御
免
だ
。
息
子
が
い
な
く
て
よ
か
っ
た
」４４
と
い
う
一
文
を

通
し
て
、〈
川
魚
の
女
〉
の
話
と
関
連
し
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
仄
め
か
し

て
い
る
。
そ
の
話
に
お
い
て
、
川
魚
に
変
身
し
た
女
が
や
が
て
人
の
形
態

に
戻
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
場
面
は
、「
剥
が
れ
た
鱗
が
血
に
染
ま
っ
て

桜
の
花
弁
の
よ
う
に
宙
に
舞
っ
た
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
桜
は
、
昭
和
の

文
学
に
お
い
て
、
死
と
再
生
を
象
徴
す
る
花
と
な
っ
た

４５
。
血
の
色
に
染

ま
っ
た
鱗
を
桜
の
花
弁
に
喩
え
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
、
死
と
再
生
、
ひ
い

て
は
そ
の
繰
り
返
し
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
鱗
は
、
こ
の
作
品

に
お
い
て
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
落
ち
て
も

ま
た
生
え
る
、
い
わ
ゆ
る
再
生
可
能
と
い
う
本
質
的
特
性
を
備
え
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
死
と
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
鱗
持
ち
で
あ
る
「
私
」
と
も
重

な
る
。「
私
」
は
舌
を
失
わ
れ
、
身
体
が
貧
弱
に
な
り
、
鱗
持
ち
の
形
態

か
ら
木
製
の
鱗
鳥
に
変
身
し
、
そ
し
て
透
明
な
棺
桶
の
形
態
を
と
っ
て
再

生
し
て
い
く
。
舌
は
、
こ
こ
で
は
、
喋
る
こ
と
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
ろ
う
。

舌
を
失
わ
れ
た
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
喋
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
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に
お
い
て
、「
言
葉
無
し
」
の
状
態
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
の
鱗
は
、
皮
膚
か
ら
成
長
し
、
定
期
的
に
生
え

替
わ
る
が
、
魚
の
鱗
は
、
剥
が
れ
た
ら
ま
た
再
生
す
る
。
蛇
は
、
体
の
表

面
が
ウ
ロ
コ
で
覆
わ
れ
、
鱗
状
の
表
皮
が
定
期
的
に
新
陳
代
謝
し
て
脱
皮

す
る
。
古
い
皮
の
代
わ
り
に
新
し
い
皮
を
表
面
に
出
さ
せ
る
仕
組
み
と
し

て
考
え
ら
れ
る

４６
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
日
本
語
の

死
と
再
生
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
蛇
の
脱
皮
現
象
の
原
理

と
重
な
っ
て
み
え
る
。
蛇
の
場
合
は
、
分
泌
に
休
眠
期
間
が
あ
る
た
め
、

古
い
角
質
層
と
新
し
い
角
質
層
は
連
続
せ
ず
、
そ
の
間
に
空
間
が
生
じ
る
。

そ
の
空
間
か
ら
古
い
角
質
層
が
浮
い
て
落
ち
る
と
、
新
し
い
角
質
層
が
表

面
に
出
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る

４７
。
つ
ま
り
、
日
本
語
の
死
と
再
生
は
、

す
な
わ
ち
「
日
本
語
」
そ
の
も
の
の
脱
皮
、
い
わ
ば
日
本
語
に
お
い
て
今

ま
で
抱
い
て
い
た
古
い
考
え
や
習
慣
を
捨
て
去
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

日
本
語
そ
の
も
の
の
進
化
を
表
す
比
喩
的
表
現
で
も
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、

様
々
な
昔
話
や
神
話
に
お
い
て
、
蛇
の
脱
皮
は
、
再
生
と
復
活
の
象
徴
と

し
て
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
も
あ
る

４8
。「
私
」
は
通
訳
の
現
場
で
、
魚

を
食
べ
た
ら
、
異
変
が
起
こ
り
、
吃
り
は
じ
め
る
と
、
の
ち
に
お
手
洗
い

で
変
な
女
に
出
会
い
、
女
の
ア
パ
ー
ト
に
連
れ
て
行
か
れ
、
舌
を
奪
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
プ
ニ
ン
グ
は
、〈
川
魚
の
女
〉
に
お
け
る
女
が
川
魚

に
変
身
し
た
き
っ
か
け
で
あ
る
生
の
魚
を
食
っ
た
行
動
を
、
反
復
し
つ
つ

脱
文
脈
化
し
て
語
り
直
さ
れ
た
、
日
本
語
ま
た
は
日
本
語
の
話
者
と
し
て

み
ら
れ
る
「
私
」
の
こ
れ
か
ら
の
進
化
の
端
緒
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

五
、「
私
」
の
変
身

　
「
私
」
の
二
回
目
と
三
回
目
の
変
身
は
、
言
葉
無
し
の
状
態
と
同
じ
く
、

あ
の
焼
身
自
殺
の
女
と
深
く
絡
ん
で
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
日
本

語
の
死
と
再
生
の
物
語
は
、「
私
」
と
あ
の
女
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
あ
の
女
の
死
が
、
日
本
語
の
死
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、「
私
」
は
、
日
本
語
の
再
生
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
あ

の
女
は
、
影
の
な
い
死
人
だ
っ
た
。
死
ぬ
前
に
、
一
人
暮
ら
し
を
し
て
、

あ
ま
り
人
に
喋
ら
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
喋
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
「
私
」
と
は
異
な
り
、
喋
る
こ
と
を
や
め
た
の
で
あ
る

４9
。
逆
に

言
え
ば
、
理
由
は
ど
う
で
あ
ろ
う
が
、
黙
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

「
私
」
の
現
在
の
言
葉
無
し
の
状
態
は
、
あ
の
女
の
昔
の
状
態
と
同
様
で

あ
っ
た
。
そ
の
言
葉
無
し
の
状
態
は
、
あ
の
女
を
死
に
向
か
わ
せ
た
の
に

対
し
て
、「
私
」
は
、
あ
の
女
に
付
き
纏
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
」
は
あ
の
女
と
は
、
似
た
よ
う
な
昔
の
記
憶
を

抱
い
て
い
る
。
女
が
飼
っ
て
い
た
鼠
と
、
私
が
子
供
の
頃
に
飼
っ
て
い
た

鼠
と
は
、「
顔
が
そ
っ
く
り
」
で
あ
り
、
名
前
が
そ
れ
ぞ
れ
、「
ベ
ア
」

（
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、Bär

５0
と
な
る
）
と
「
ク
マ
」（
ド
イ
ツ
語
版
で
は

Kum
a

５１
と
日
本
語
の
発
音
の
ロ
ー
マ
字
表
記
と
し
た
）
で
あ
っ
た
。Bär
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は
、「
ク
マ
」
と
同
じ
く
、
熊
と
い
う
動
物
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、「
私
」
と
あ
の
女
は
、
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
と
の
翻
訳
可

能
性
を
示
す
一
対
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
の
女
は
、
日
本
語
の

死
を
表
す
比
喩
的
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、「
私
」
と
対
応
し
う
る
ド
イ

ツ
語
の
比
喩
的
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
語
の
再
生

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
私
」
の
再
生
は
、
そ
の
両
義
性
を
持
つ
あ
の
女
が

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

一
方
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、「
私
」
と
ク
サ
ン
ダ
を
、
日
本
と
ド
イ

ツ
と
の
二
つ
の
国
の
対
置
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
ク
サ
ン
ダ
に
教
え
て
も

ら
っ
た
ド
イ
ツ
語
は
外
国
語
、
日
本
語
は
、「
私
」
の
母
国
語
と
な
る
。

「
私
」
が
通
訳
の
仕
事
に
従
事
す
る
場
面
に
お
い
て
、「
そ
も
そ
も
私
は
通

訳
に
は
向
い
て
い
な
い
。
し
ゃ
べ
る
の
が
何
よ
り
嫌
い
な
の
だ
か
ら
。
母

国
語
を
話
す
の
は
、
特
に
気
が
重
い
」５２
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
そ
の
な

か
で
、
母
国
語
と
い
う
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
語
版
で
はM

uttersprache

５３

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
語
源
か
ら
見
れ
ば
、

M
uttersprache

は
、
母
の
言
葉
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
日
本
語
で
は
、

母
語
、
母
国
語
と
い
う
二
つ
の
言
葉
に
対
応
す
る
。
英
語
で
は
、

M
other�tongue

と
い
う
言
葉
に
あ
た
る
が
、
そ
れ
は
直
訳
す
れ
ば
、
母

の
舌
と
い
う
意
味
と
な
る
。「
私
」
が
あ
の
焼
身
自
殺
の
女
に
舌
を
奪
わ

れ
て
言
葉
無
し
の
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
描
写
は
、「
母
の
舌
」
と
い
う

言
葉
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
母
語
と
し
て

の
日
本
語
は
、
の
ち
に
「
私
」
が
小
学
校
に
進
学
す
る
こ
と
で
、
母
国
語

に
回
収
さ
れ
る

５４
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
母
」
と
い
う
言
葉
は
、
母
語

か
ら
母
国
語
へ
と
比
喩
的
表
現
に
お
い
て
横
滑
り
し
て
い
る
。

　

母
国
語
と
は
、
前
述
の
田
中
に
よ
れ
ば
、「
国
語
に
母
の
イ
メ
ー
ジ
を

乗
せ
」
る
一
方
、「
政
治
以
前
の
関
係
で
あ
る
母
に
で
は
な
く
国
家
に
む

す
び
つ
い
て
い
る
」
造
語
で
あ
る

５５
。
日
本
に
お
い
て
「
国
語
」
と
い
う

概
念
の
確
立
は
、
明
治
二
〇
年
代
末
の
こ
と
で
あ
る

５６
。
国
語
の
誕
生
は

近
代
国
家
の
誕
生
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る

５７
が
、
日
本
語
と
し

て
の
国
語
の
成
立
は
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
央
集
権
的
国
家
語
統

制
の
政
策
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
言
語
教
育

に
携
わ
る
機
関
や
装
置
は
よ
く
整
備
さ
れ

５8
、
国
語
と
い
う
科
目
が
小
中

学
校
、
高
校
に
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
語
お
よ
び
言
語
表
現
の
理

解
、
言
語
に
よ
る
表
現
方
法
の
獲
得
な
ど
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
教
科

で
は
あ
る
が
、
試
験
と
い
う
制
度
と
併
せ
て
、
常
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る

規
範
の
概
念
が
伴
う
。
母
が
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
台
で
身
体
を
鍛
え
る
こ
と

に
執
着
し
て
い
る
の
も
、
規
範
か
ら
逸
脱
し
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
言
い
換
え
る
と
、
昔
か
ら
確
立
し
て
き
た
あ
る
状
態
の
ま
ま
に
保
つ

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
外
国
語
の
洗
礼
を
受
け
、
規
範
か
ら
逸
脱
し
よ
う

と
す
る
日
本
語
と
規
範
と
し
て
の
日
本
語
と
の
葛
藤
は
、
昔
の
物
を
捨
て

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
「
私
」
と
母
と
の
争
い
を
通
し
て
描
か
れ
る
。

母
は
「
私
」
の
よ
だ
れ
か
け
や
子
供
服
、
ぬ
い
ぐ
る
み
、
鼠
の
ク
マ
の
骨
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逆
回
転
の
時
間
を
通
し
て
母
の
膣
、
す
な
わ
ち
生
ま
れ
た
時
の
通
過
点
に

巻
き
戻
さ
れ
た
結
果
、
鱗
持
ち
に
変
わ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
生
ま
れ
変
わ

れ
る
地
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
「
私
自
身
の
膣
の
中
」６0
に
至
っ
た
。
鱗

持
ち
の
母
と
鱗
持
ち
の
「
私
」
と
の
決
定
的
な
違
い
と
し
て
、
母
は
肌
の

上
に
鎧
の
よ
う
に
鱗
を
ま
と
う
の
で
あ
る
が
、「
私
」
は
必
要
の
な
い
も

の
と
し
て
、
鱗
を
意
図
的
に
落
と
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
母
が
、
古

く
か
ら
確
立
し
て
き
た
も
の
と
し
て
の
規
範
を
保
守
し
て
い
く
母
国
語
の

比
喩
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
私
」
は
、
外
国
語
の
刺
激
に
触
発
さ
れ
、

そ
れ
を
改
め
よ
う
と
し
、
こ
れ
か
ら
脱
皮
し
て
い
く
、
風
変
わ
り
な
日
本

語
、
ま
た
は
日
本
語
の
話
者
の
比
喩
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

「
私
」
は
や
が
て
鱗
鳥
に
変
身
す
る
。

　

前
述
の
中
村
に
よ
れ
ば
、
グ
リ
ム
昔
話
に
お
け
る
人
か
ら
動
物
へ
の
変

身
は
主
に
疎
外
、
韜
晦
、
利
便
、
加
害
、
昇
華
と
い
う
五
つ
の
態
に
、
ま

た
、
日
本
の
昔
話
に
お
け
る
人
か
ら
動
物
へ
の
変
身
は
、
概
し
て
疎
外
、

昇
華
、
加
害
、
利
便
と
い
う
四
つ
の
態
に
分
け
ら
れ
る
。
グ
リ
ム
昔
話
に

お
け
る
昇
華
型
の
変
身
は
、
死
と
と
も
に
肉
体
を
離
脱
す
る
魂
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る

６１
。
日
本
の
昔
話
の
昇
華
型
の
変
身
は
、
グ
リ
ム
昔
話
と
同
じ

く
、
死
後
の
転
生
と
い
う
概
念
と
連
続
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
が
明
ら

か
で
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
ほ
と
ん
ど
誰
の
意
図
も
働

か
ず
、
特
に
媒
介
者
の
働
き
が
見
当
た
ら
ず
、
例
外
な
く
鳥
類
の
姿
態
を

と
っ
て
肉
体
か
ら
の
魂
の
離
脱
が
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い

な
ど
の
昔
の
記
憶
に
満
ち
た
も
の
を
、「
私
」
の
た
め
に
残
し
て
お
い
た

が
、「
私
」
は
「
こ
ん
な
も
の
、
も
う
捨
て
て
ち
ょ
う
だ
い
」「
私
は
、
も

う
帰
っ
て
こ
な
い
。
帰
っ
て
き
て
も
、
そ
れ
は
も
う
別
の
人
間
な
の
だ
か

ら
」
と
不
満
そ
う
に
言
い
返
し
て
お
り
、「
私
」
は
そ
の
よ
う
な
昔
の
記

憶
は
要
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
母
は
昔
の
物
事
を
守
っ
て
そ

の
ま
ま
保
っ
て
い
る
が
、「
私
」
は
昔
の
こ
と
を
捨
て
去
っ
て
い
く
。
そ

う
い
う
意
味
で
、「
私
」
と
母
と
の
関
係
は
、
蛇
の
脱
皮
と
い
う
比
喩
表

現
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
日
本
に
帰
り
母
に
会
っ
て
、
久
し
ぶ
り
に
日
本
語
を
話

し
た
「
私
」
は
、「
オ
カ
ア
サ
ン
と
言
う
言
葉
の
中
で
昔
の
自
分
に
出
会

い
、
次
に
ワ
タ
シ
と
言
う
言
葉
の
外
で
、
自
分
の
同
時
通
訳
を
し
た
よ
う

な
気
が
し
た
」５9
。
カ
タ
カ
ナ
の
「
オ
カ
ア
サ
ン
」
と
「
ワ
タ
シ
」
に

よ
っ
て
、
母
語
で
あ
る
日
本
語
か
ら
の
「
私
」
の
疎
外
感
を
表
し
、「
オ

カ
ア
サ
ン
と
言
う
言
葉
の
中
で
」
と
「
ワ
タ
シ
と
言
う
言
葉
の
外
で
」
と

い
う
内
と
外
を
分
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
母
語
・
母
国
語
の
中
で
昔
使
っ

て
い
た
日
本
語
に
慣
れ
て
い
る
自
分
が
い
た
の
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な

日
本
語
の
中
で
言
い
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
の
思
い
や
考
え
も
あ
っ

た
と
い
う
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

気
づ
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
私
」
は
鱗
持
ち
へ
変
身
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
母
が
身
体
を
鍛
え
る
た
め
の
妙
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
台
の
器
械
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
竜
巻
に
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
、「
私
」
は
、
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て
グ
リ
ム
昔
話
と
の
違
い
が
見
出
さ
れ
る

６２
。「
私
」
の
鱗
持
ち
へ
の
変

身
は
、
あ
く
ま
で
動
物
的
状
態
で
あ
る
が
、
グ
リ
ム
昔
話
で
も
日
本
の
昔

話
で
も
見
ら
れ
る
疎
外
態

６３
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
外
見
と
し
て

は
、
木
製
の
棺
桶
で
あ
る
が
、
鱗
鳥
と
呼
ば
れ
る
動
物
的
状
態
へ
の
変
身

は
、
グ
リ
ム
昔
話
で
も
日
本
の
昔
話
で
も
見
ら
れ
る
昇
華
型
に
属
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
昔
話
に
お
け
る
変
身
の
モ
チ
ー
フ
を
取

り
入
れ
た
の
は
、
脱
皮
と
い
う
概
念
と
と
も
に
、
あ
る
状
態
か
ら
抜
け
出

し
て
、
よ
り
高
度
な
状
態
へ
と
進
ん
で
い
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
極
め

て
有
効
な
仕
掛
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
変
身
と
い
う
概
念

の
中
で
、
最
も
重
要
な
要
素
は
差
異
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

三
回
に
わ
た
る
変
身
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
の
差
異

を
意
識
し
た
「
私
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

鱗
鳥
へ
の
変
身
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
ク
サ
ン
ダ
が
「
私
」
を
木
箱

に
入
れ
た
こ
と
に
よ
る
変
身
で
あ
っ
た
。
等
身
大
の
木
箱
は
、
ク
サ
ン
ダ

が
作
っ
て
く
れ
た
ベ
ッ
ド
で
あ
る
。
そ
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、「
私
」

は
空
か
ら
地
球
、
い
わ
ゆ
る
世
界
、
世
界
の
出
来
事
を
眺
め
る
。
そ
の
な

か
で
第
二
次
世
界
大
戦
や
、
戦
後
を
仄
め
か
す
描
写
が
際
立
つ
。
つ
ま
り
、

「
私
」
は
、
ド
イ
ツ
語
を
通
し
、
世
界
の
事
情
に
つ
い
て
再
認
識
し
た
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
の
ち
に
「
私
」
は
、「
か
ん
お
け
」
と
い
う
名
の

鱗
鳥
こ
そ
、
あ
の
女
だ
と
気
づ
く
が
、
こ
こ
で
は
あ
の
焼
身
自
殺
の
女
は
、

「
私
」
を
言
葉
無
し
の
状
態
に
追
い
込
ん
だ
、
外
国
語
の
ド
イ
ツ
語
と
し

て
考
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。「
私
」
の
鱗
鳥
へ
の
変
身
は
、
ド
イ
ツ
語
の

中
に
閉
じ
こ
も
る
状
態
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
を
受
け
入
れ
る
姿
勢
へ
と
昇
華

す
る
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ド

イ
ツ
語
と
日
本
語
の
違
い
に
よ
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
「
私
」
か
ら
、
ド

イ
ツ
語
の
中
に
あ
る
、
日
本
語
と
の
違
い
を
受
け
入
れ
、
ド
イ
ツ
語
を
よ

り
よ
く
理
解
で
き
た
「
私
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
透
き
通
っ
た
棺
桶
へ
の
変
身
は
、「
私
」
は
ド
イ
ツ
語
を
取

り
入
れ
る
状
態
で
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、

日
本
語
の
中
に
ド
イ
ツ
語
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
日

本
語
に
は
時
々
、
ド
イ
ツ
語
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
い
う

こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
を
受
け
入
れ
る
状
態
か
ら
ド
イ
ツ
語

を
取
り
入
れ
る
状
態
へ
の
切
り
替
え
は
、
鱗
鳥
の
鱗
を
、「
私
」
が
ク
サ

ン
ダ
の
言
葉
に
従
っ
て
包
丁
で
剥
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
蛇
の

脱
皮
と
は
異
な
り
、
新
陳
代
謝
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
語
か
ら
鋭
利

で
暴
力
的
な
影
響
を
受
け
、
日
本
語
の
話
者
と
し
て
自
ら
の
意
志
を
貫
い

た
結
果
で
あ
ろ
う
。
透
き
通
っ
た
棺
桶
は
、
い
わ
ば
、
銀
を
塗
っ
て
い
な

い
ガ
ラ
ス
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
そ
れ
と
と

も
に
、
そ
の
よ
う
な
棺
桶
は
、「
私
」
の
身
体
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。「
此

の
世
」
と
は
、
私
の
身
体
の
中
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
日
本
語
の
世
界
で
あ

る
。
あ
の
女
が
「
私
」
の
肌
を
通
っ
て
此
の
世
を
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
る
特
定
の
時
間
に
、「
私
」
の
日
本
語
の
な
か
に
ド
イ
ツ
語
が
存
在
す
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る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
三
回
の
変
身
を
経
る
「
私
」
の
変
身
譚
に
、〈
棺
桶
の
女
〉

と
名
付
け
よ
う
。
そ
れ
は
棺
桶
に
変
身
し
た
女
を
指
し
て
い
る
と
と
も
に
、

棺
桶
の
中
に
い
る
女
を
指
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
両
義
的
に
捉
え
ら
れ

る
。
母
語
の
外
に
い
る
エ
ク
ソ
フ
ォ
ン
的
な
「
私
」
の
話
は
、
ひ
と
つ
の

変
身
譚
〈
棺
桶
の
女
〉
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。〈
棺
桶
の
女
〉
が

鱗
持
ち
へ
の
変
身
（
疎
外
型
）
か
ら
、
鱗
鳥
へ
の
変
身
（
昇
華
型
）
へ
、

さ
ら
に
透
き
通
っ
た
棺
桶
へ
の
変
身
に
至
る
ま
で
、
ド
イ
ツ
語
の
中
に
閉

じ
こ
も
る
状
態
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
を
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
取
り
入
れ
る
状

態
で
生
ま
れ
変
わ
る
過
程
が
描
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
身
の
プ
ロ
セ
ス

を
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
の
一
様
態
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ド
イ
ツ
語
の
訳
本
が
日
本
語
の
原
作
よ
り
早
く
発
表
・
出
版
さ
れ
た

『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』
は
、
多
和
田
が
自
分
の
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー

の
経
験
を
昇
華
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
母

語
の
外
へ
出
る
こ
と
の
喜
び
と
言
え
ば
、
多
和
田
に
と
っ
て
、「
意
味
と

い
う
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
た
言
語
を
求
め
て
い
る
」６４
こ
と
の
楽
し
さ
が

そ
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ひ
い
て
は
「
個
々
の
言
語
が
解

体
し
、
意
味
か
ら
解
放
さ
れ
、
消
滅
す
る
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
手
前
の
状

態
」６５
ま
で
迫
っ
て
い
く
刺
激
も
そ
の
喜
び
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
多
和
田
の
場
合
は
、
言
語
の
次
元
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
当
然

だ
と
思
わ
れ
が
ち
の
こ
と
を
改
め
て
意
識
し
つ
つ
、
言
葉
の
遊
び
も
含
め
、

独
自
の
言
葉
遣
い
や
文
体
が
創
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
魚
、
蛇
、
セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
な
ど
の
鱗
を
持
つ
者
を
用

い
て
、「
私
」
の
変
身
を
裏
打
ち
し
、
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
の
喜
び
を
感
じ

る
前
に
、
必
ず
し
も
喜
び
と
は
言
え
な
い
、
母
語
の
外
へ
出
た
状
態
の
一

様
相
を
表
し
て
い
る
と
読
み
直
し
う
る
。

　

ま
た
、
複
数
の
先
行
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
必
要
な
部
分
を
切
り
取
っ
て
新

し
い
テ
ク
ス
ト
と
し
て
構
成
さ
せ
る
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
手
法
は
、

そ
れ
以
降
の
作
品
、「
ペ
ル
ソ
ナ
」（
一
九
九
二
）
や
「
犬
婿
入
り
」（
一

九
九
二
）、「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
傷
口
」（
一
九
九
三
）、「
ゴ
ッ
ト
ハ
ル

ト
鉄
道
」（
一
九
九
五
）
な
ど
九
〇
年
代
の
創
作
に
お
い
て
も
見
受
け
ら

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
統
芸
能
、
昔
話
、
文
学
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
入
れ
、
多

様
で
重
層
的
な
イ
ペ
ル
テ
ク
ス
ト
性
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ

の
作
品
は
、
多
和
田
の
日
本
語
で
書
き
上
げ
た
第
一
号
の
小
説
作
品
と
し

て
巧
み
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
語
の
次
元
に
お
い
て
は
越
境
的
で

あ
る
一
方
、
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
文
学
的
手
法
の
次
元
に
お
い
て
も
文

脈
横
断
的
越
境
性
が
根
源
的
に
あ
り
、
越
境
作
家
と
し
て
の
多
和
田
葉
子

の
豊
か
さ
を
示
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
な
か
で
、

作
品
に
お
け
る
言
葉
の
比
喩
的
表
現
は
、
常
に
二
つ
以
上
の
意
味
合
い
を
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持
た
さ
れ
、
拡
散
的
で
、
日
本
語
の
文
脈
の
中
で
理
解
し
つ
つ
、
ド
イ
ツ

語
か
ら
検
証
し
、
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
物
語
と
し
て
は
難
解
か
も
し

れ
な
い
。
と
い
う
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
興
味
深
い
言
語
表
現
、
独
特
な

文
体
が
散
り
ば
め
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、『
う
ろ
こ
も
ち
』
は
、
多
和
田

の
越
境
作
家
と
し
て
の
未
来
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
感
じ
る
優
れ
た
小
説

作
品
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

１�

多
和
田
葉
子
「
ダ
カ
ー
ル
」（『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
─
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』、
二

〇
〇
三
・
八
、
岩
波
書
店
）、
三
頁

２�

前
掲
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
─
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』（「
ハ
ン
ブ
ル
ク
」）、
七
七

頁
３�

多
和
田
葉
子
、
前
掲
書

４�Yoko�Taw
ada

／
多
和
田
葉
子
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（
二
〇
一
〇
・
一
、

konkursbuch�Verlag�Claudia�Gehrke

）

５�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（「
覚
え
書
き
」）、
一
八
九
～
一
八
八
頁

６�

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
最
小
の
変
形
を
伴
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
逸
脱
を

パ
ロ
デ
ィ
（parodie

）、
品
位
を
低
下
さ
せ
る
風
刺
的
機
能
を
も
っ
た
文
体
上

の
変
形
を
戯
作
（travestissem

ent

）、
風
刺
的
な
パ
ス
テ
ィ
シ
ュ
を
風
刺

（charge

）、
風
刺
的
機
能
を
欠
い
た
文
体
の
模
倣
を
パ
ス
テ
ィ
シ
ュ

（pastiche

）
と
い
う
従
来
知
ら
れ
て
き
た
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
、
転
移

（transposition

）
と
偽
作
（forgerie

）
を
付
け
加
え
て
、
六
つ
の
イ
ペ
ル
テ

ク
ス
ト
的
実
践
と
し
て
整
理
し
た
。（
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
パ
ラ
ン
プ

セ
ス
ト
』、
一
九
九
五
・
八
、
水
声
社
）

７�

多
和
田
葉
子
「
す
べ
っ
て
、
こ
ろ
ん
で
、
か
か
と
が
と
れ
た
」（『
カ
タ
コ
ト
の

う
わ
ご
と
』、
青
土
社
、
二
〇
〇
七
・
三
）、
一
一
頁
（
初
出
：『
本
』
一
九
九
二

年
五
月
号
）

8�

前
掲
「
す
べ
っ
て
、
こ
ろ
ん
で
、
か
か
と
が
と
れ
た
」、
一
二
頁

9�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
三
章
）、
一
四
二
、
一
四
〇
頁

１0�

田
中
克
彦
「
母
語
の
発
見
」『
こ
と
ば
と
国
家
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
一
・
一

一
）、
二
九
頁

１１�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
二
章
）、
一
七
〇
、
一
六
八
頁

１２�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
五
章
）、
八
三
頁
。（
五
章
）、
一
〇
二
頁

１３�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
五
章
）、
一
〇
〇
頁

１４�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（
一
章
）、
一
七
二
頁

１５�

関
敬
吾
「
蛇
女
房
」『
日
本
昔
話
大
成　

第
二
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
八
・

二
）、
一
五
八
～
一
七
五
頁

１６�

高
津
春
繁
「
ゴ
ー
ル
ゴ
（
ン
）」『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
辞
典
』（
岩
波
書
店
、

一
九
六
〇
・
二
）、
一
二
七
～
一
二
八
頁

１７�
呉
茂
一
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
（
上
）』（
新
潮
文
庫
、
一
九
七
九
・
一
〇
）、
三
七
一

頁
１8�

関
敬
吾
「
猿
神
退
治
」『
日
本
昔
話
大
成　

第
七
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
七

九
・
二
）、
四
五
～
六
一
頁
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１9�
関
敬
吾
「
大
蛇
退
治
」『
日
本
昔
話
大
成　

第
七
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
七

九
・
二
）
二
一
八
～
二
一
九
頁

２0�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（
一
章
）、
一
八
四
～
一
八
二
頁

２１�

中
村
禎
里
『
日
本
人
の
動
物
観　

変
身
譚
の
歴
史
』（
星
雲
社
、
二
〇
〇
六
・

六
）、
一
四
頁

２２�

前
掲
『D

as�Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（
一
章
）、
一
八
四
頁

２３�

松
前
健
『
日
本
神
話
の
形
成
』（
塙
書
房
、
一
九
七
〇
・
五
）、
一
六
三
頁

２４�

前
掲
『
日
本
神
話
の
形
成
』、
一
六
四
～
一
六
五
頁

２５�

前
掲
『
日
本
神
話
の
形
成
』、
一
六
六
頁
。
大
林
太
良
『
日
本
神
話
の
起
源
』

（
角
川
新
書
、
一
九
六
一
・
七
）
一
六
八
頁

２６�

内
田
種
臣
編
訳
『
パ
ー
ス
著
作
集
２　

記
号
学
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
・

九
）

２７�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（「
覚
え
書
き
」）、
一
八
九
～
一
八
八
頁

２8�

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
大
学
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、

https://w
w

w
.japan.uni-m

uenchen.de/personal/alum
ni/poertner/

index.htm
l

、（
参
照
二
〇
二
二
・
一
〇
・
三
〇
）。
在
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
日
本
国
領

事
館
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、https://w

w
w

.m
uenchen.de.em

b-japan.

go.jp/itpr_ja/poertner_j.htm
l

、（
参
照
二
〇
二
二
・
一
〇
・
三
〇
）

２9�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（「
覚
え
書
き
」）、
一
八
九
頁

３0�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（
一
章
）、
一
八
四
頁

３１�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（
一
章
）、
九
頁

３２�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
八
章
）、
三
二
頁

３３�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
八
章
）、
一
三
九
頁

３４�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
七
章
）、
六
二
頁

３５�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
七
章
）、
一
一
五
頁

３６�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
一
章
）、
一
八
〇
頁

３７�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』（「
覚
え
書
き
」）、
一
八
九
～
一
八
八
頁

３8�「
う
ろ
こ
」『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
巻
』（
小
学
館
、
一
九
七
二
・
一
二
）、

五
一
二
頁

３9�

川
道
武
男
「
鎧
を
ま
と
っ
て
身
を
守
る　

セ
ン
ザ
ン
コ
ウ
」『
動
物
た
ち
の
地
球

五
八　

哺
乳
類
II�

　
一
〇　

ネ
ズ
ミ
・
ウ
サ
ギ
ほ
か
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九

二
・
五
）
三
一
六
～
三
一
七
頁

４0�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
一
章
）、
一
七
二
頁

４１�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
一
章
）、
一
八
〇
頁

４２�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
一
章
）、
一
八
〇
頁

４３�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
一
章
）、
一
八
〇
頁

４４�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
一
章
）、
一
八
〇
頁

４５�

小
川
和
佑
『
桜
の
文
学
史
』（
文
芸
春
秋
、
二
〇
〇
四
・
二
）、
二
二
六
～
二
二

七
頁

４６�
ハ
ー
ベ
イ
・
Ｂ
・
リ
リ
ー
ホ
ワ
イ
ト
著
、
福
山
亮
部
訳
「
脱
皮　

皮
膚
を
脱
ぐ

こ
と
」、
細
将
貴
監
訳
『
ヘ
ビ
と
い
う
生
き
方
』（
東
海
大
学
出
版
部
、
二
〇
一

九
・
三
）、
一
三
二
～
一
三
四
頁
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４７�

前
掲
、『
ヘ
ビ
と
い
う
生
き
方
』（「
脱
皮　

皮
膚
を
脱
ぐ
こ
と
」）、
一
三
二
～
一

三
四
頁

４8�

近
藤
良
樹
「
昔
話
・
神
話
に
み
る
蛇
の
役
柄
─
知
恵
・
生
命
・
異
性
の
象
徴
と

な
る
蛇
」（『H

ABITU
S

』
第
一
六
号
、
二
〇
一
二
・
三
）

４9�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
四
章
）、
一
一
六
頁

５0�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
四
章
）、
六
三
頁

５１�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
四
章
）、
六
三
頁
、（
八
章
）、
一
三
三
頁

５２�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
三
章
）、
一
四
二
頁

５３�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
三
章
）、
四
七
頁

５４�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
三
章
）、
一
四
二
、
一
四
〇
頁

５５�

前
掲
『
こ
と
ば
と
国
家
』（「
母
語
の
発
見
」）、
四
一
頁

５６�

前
掲
『
こ
と
ば
と
国
家
』（「
母
語
か
ら
国
家
語
へ
」）、
一
一
二
頁

５７�

前
掲
『
こ
と
ば
と
国
家
』（「
母
語
か
ら
国
家
語
へ
」）、
一
一
五
頁

５8�

前
掲
『
こ
と
ば
と
国
家
』（「
母
語
か
ら
国
家
語
へ
」）、
一
一
六
頁

５9�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
八
章
）、
五
〇
頁

６0�

前
掲
『Das Bad

／
う
ろ
こ
も
ち
』、（
八
章
）、
三
二
頁

６１�

前
掲
『
日
本
人
の
動
物
観　

変
身
譚
の
歴
史
』、
一
八
頁

６２�

前
掲
『
日
本
人
の
動
物
観　

変
身
譚
の
歴
史
』、
二
一
頁

６３�

前
掲
『
日
本
人
の
動
物
観　

変
身
譚
の
歴
史
』、
一
四
頁

６４�

前
掲
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
─
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』、（「
マ
ル
セ
イ
ユ
」）、
一
三

九
頁

６５�

前
掲
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
─
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』、（「
マ
ル
セ
イ
ユ
」）、
一
三

九
頁


