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彩
し
い
量
の
翻
訳
を
し
な
が
ら
、
翻
訳
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と

の
余
り
多
く
は
な
か
っ
た
鴎
外
が
、
い
わ
ゆ
る
「
豊
熟
の
時
代
」
の
始
ま
っ
た

お
や
じ

明
治
四
十
二
年
に
そ
の
弁
明
を
し
て
い
る
。
「
老
ひ
込
ん
だ
老
爺
の
片
手
間
に
や

る
仕
事
だ
、
と
世
間
で
は
自
分
が
翻
訳
を
や
っ
た
り
、
創
作
を
し
た
り
す
る
の

し
か

ひ
ま

を
見
て
一
言
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
幾
ら
老
ひ
込
ん
で
も
隙
な
時
間
を
遊
ん
で

ゆ
か

し
ま

モ
こ

了
ふ
譯
に
も
行
な
い
の
で
、
其
處
で
ま
ア
翻
譯
で
も
や
ら
う
と
一
言
ふ
の
だ
か
ら
、

態
度
と
言
っ
て
格
別
話
す
程
の
こ
と
は
な
い
。
」
(
「
即
興
詩
人
」
時
代
と
現
時
の

翻
譯
)
し
か
し
こ
れ
は
半
ば
真
実
半
ぱ
訟
晦
と
見
て
ょ
か
ろ
う
。
何
故
な
ら

あ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
翻
訳
が
な
さ
れ
た
の
は
こ
れ
か
ら
数
年
後
だ
が
、
実

は
そ
の
計
画
は
す
で
に
若
年
時
、
ド
イ
ツ
留
学
中
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
し
、
そ
の
帰
国
後
問
も
な
い
頃
に
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
の
だ

か
ら
、
そ
の
意
義
の
明
確
な
自
覚
の
も
と
に
翻
訳
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
我
ガ
大
学
ノ
事
業
ハ
大
学
紀
要
ノ
一
一
者
出
テ
ヨ
リ
其
燦
欄
タ
ル
光
采
ヲ
海

外
二
放
テ
リ
翻
譯
ノ
文
ハ
変
シ
テ
述
作
ノ
文
卜
為
リ
摸
倣
ノ
業
ハ
変
シ
テ
創
造

ノ
業
卜
為
リ
順
流
法
滅
ビ
テ
湖
源
法
興
リ
東
方
ノ
学
海
ニ
モ
亦
夕
将
一
一
一
ノ
研

究
世
界
ヲ
湧
出
セ
ン
ト
ス
L
(
非
日
本
食
論
ハ
将
二
其
根
拠
ヲ
失
ハ
ン
ト
ス
)

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
九
号

翻
訳
論
を
め
ぐ
つ
て

水
内

一
九
九
三
年
三
月

透八
九

(
1
)

彼
が
「
二
本
足
の
学
者
L
 
の
必
要
性
を
説
い
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

彼
自
身
が
東
西
両
洋
の
文
化
を
一
本
づ
っ
の
足
で
踏
ま
え
て
立
っ
て
い
た
人

だ
っ
た
。
漢
文
と
国
文
の
世
界
に
も
深
く
身
を
浸
し
つ
っ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教

養
に
ょ
っ
て
成
長
し
な
が
ら
、
東
洋
の
精
神
文
化
が
西
洋
か
ら
の
照
射
と
刺
激

に
ょ
り
、
ま
た
新
た
な
生
命
を
生
み
出
す
可
能
性
を
期
待
し
て
い
た
。
だ
か
ら

将
来
に
お
い
て
創
造
性
へ
の
変
貌
の
可
能
性
を
孕
ん
だ
模
倣
翻
訳
を
強
調
し

て
い
る
。
そ
の
先
駆
的
翻
訳
が
日
本
の
読
書
界
文
学
界
に
及
ぽ
し
た
影
響
は

測
り
知
れ
ず
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
充
分
に
現
代
的
な
意
義
が
腎
ら
れ
る
。

し
か
し
「
^
別
話
す
程
の
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
彼
の
翻
訳
に
つ
い

て
の
ま
と
ま
っ
た
解
説
、
意
見
表
明
は
少
な
い
。
実
践
が
先
行
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
そ
の
僅
か
な
彼
自
身
の
翻
訳
論
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
す
る

発
言
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
翻
訳
を
め
ぐ
る
種
々
の
問
題
を
全
体
的
に
と
ら
え

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

ー
、
「
対
象
選
択
」
ま
ず
翻
訳
の
対
象
か
ら
見
て
ゅ
く
が
、
こ
の
際
、
例
え

ば
「
衛
生
制
度
圭
白
」
の
よ
う
な
医
学
関
係
書
は
さ
て
措
く
。
す
る
と
詩
と
か
演

小
説
等
の
各
分
野
で
の
顕
著
な
傾
向
を
目
安
と
す
る
、
あ
る
い
は
国
別
の

劇
、
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1
翻
訳
論
を
め
ぐ
っ
て
ー

分
類
な
ど
が
考
え
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
余
り
意
味
の
あ
る
こ
と
と
は
思
わ
れ

な
い
。
何
故
な
ら
鴎
外
は
、
古
典
と
か
新
ロ
マ
ン
主
義
や
新
古
典
主
義
等
の
当

時
の
文
学
思
潮
の
ど
れ
か
に
重
点
を
置
い
て
選
出
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、

パ
ラ
デ
ィ
グ
マ

ど
う
も
海
外
文
学
の
出
来
る
だ
け
範
例
的
な
、
あ
る
い
は
多
彩
な
紹
介
し
か
念

頭
に
な
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
己
の
^
亜
心
と
は
無
関
係
に
^

蒙
的
意
図
か
ら
選
び
出
し
た
も
の
と
、
原
作
の
質
や
意
義
を
問
わ
ず
、
ひ
た
す

ら
た
だ
好
み
か
ら
選
出
し
た
も
の
と
に
二
分
さ
れ
る
可
能
性
の
確
謬
け
で
満

足
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
し
前
者
の
場
合
に
何
ら
か
の
意
味
づ
け
を
す

る
こ
と
は
あ
っ
た
。
例
え
ば
明
治
三
十
九
年
発
行
の
『
改
定
水
沫
集
』
の
序
文

エ
ド
ガ
ア

に
こ
う
い
う
一
節
の
あ
る
の
が
目
に
つ
く
。
「
玉
を
懐
い
て
罪
あ
り
。
圃
品
曾

飛
オ

「
0
Φ
を
読
む
人
は
更
に
工
0
欺
ヨ
§
に
遡
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
此
篇
の
如
き
、
や

や
我
噌
好
に
遠
き
も
の
な
る
を
、
当
時
強
ひ
て
日
刊
新
聞
に
訳
載
せ
し
は
、
世

の
探
偵
小
説
を
好
む
人
々
に
、
せ
め
て
は
此
種
の
趣
味
を
知
ら
し
め
ん
と
お
も

ひ
し
な
り
0
」

原
作
が
則
.
↓
ン
.
ホ
フ
マ
ン
の
『
ス
キ
ユ
デ
リ
ー
嬢
』
の
『
玉
を
懐
い
て
罪
あ

り
』
は
、
明
治
二
十
二
年
の
三
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
読
売
新
聞
に
十
三
回
連

載
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
は
本
来
自
分
の
好
み
で
は
な
い
の
だ
が
、

ポ
ウ
を
愛
読
す
る
ほ
ど
の
西
洋
の
探
偵
小
説
好
き
な
ら
ば
、
そ
の
淵
源
と
さ
れ

る
こ
の
作
品
を
読
む
ぐ
ら
い
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
の
意
図
か
ら
訳
し
た
の
だ
と

い
う
。
こ
れ
は
こ
の
前
年
、
明
治
二
十
一
年
か
ら
「
絵
入
自
由
新
聞
」
に
連
載

さ
れ
て
好
評
を
博
し
て
い
た
涙
香
黒
岩
周
六
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
探
偵
小
説
の
翻
訳

を
念
頭
に
置
い
て
の
発
言
ら
し
い
。
涙
香
は
後
に
は
一
世
を
風
靡
す
る
の
だ
が
、

鵬
外
は
か
ね
て
か
ら
そ
の
翻
訳
と
い
う
よ
り
、
原
典
の
文
学
性
の
程
度
の
低
さ

(
2
)

に
関
し
て
懸
念
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
翻
訳
の
す
べ
て
に
、
こ
の
よ

水
内
透

う
に
明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
出
来
る
だ
け
客

観
的
に
文
壇
へ
の
寄
与
と
い
う
観
点
か
ら
選
択
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
好
み
の
作
品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く

『
改
訂
水
沫
集
』
の
序
文
に
、
ド
オ
デ
エ
を
「
憎
か
ら
ず
」
思
っ
た
と
あ
っ
て
、

『
緑
葉
歎
』
を
初
め
と
す
る
、
そ
の
短
編
が
比
較
的
多
く
訳
さ
れ
て
い
た
り
、

(
3
)

ク
ラ
イ
ス
ト
や
デ
ー
メ
ル
も
お
↑
兎
に
入
り
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
^
に
知
ら
れ
て

い
る
の
が
『
即
興
詩
人
』
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
我
々
に
様
々
な
問
題

を
投
げ
か
け
て
来
る
。
そ
の
原
典
は
童
話
作
家
と
し
て
有
名
な
、
デ
ン
マ
ー
ク

の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
、
発
表
当
時
こ
そ
国
際
的
な
名
声
を
得
た
長
編
だ
っ
た
が
、

そ
の
後
は
本
国
に
お
い
て
す
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
、
二
流
、
三
流
の
作
品
と
見
な

さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
長
く
青
年
男
女

に
愛
読
さ
れ
続
け
て
、
そ
れ
が
鵬
外
の
十
年
近
く
も
念
を
入
れ
た
翻
訳
に
起
因

す
る
こ
と
が
判
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
鵬
外
の
代
表
作
の
一
つ
、
あ

る
い
は
最
高
の
作
品
と
し
て
今
な
お
読
者
が
絶
え
な
い
。
翻
訳
と
い
う
よ
り
創

作
に
近
い
位
置
づ
け
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

「
や
、
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
L
 
派
の
嫌
な
き
に
あ
ら
ず
と
難
所
謂
実
際
派
の
筆

次
第
に
卑
嚢
に
流
れ
、
苛
刻
に
奔
る
時
、
試
に
こ
れ
を
一
謂
す
る
と
き
は
、
大

都
製
造
場
の
塵
中
よ
り
出
て
＼
山
水
明
媚
な
る
別
天
地
に
入
り
た
る
如
き
想

あ
ら
む
と
存
ぜ
ら
れ
候
。
、
(
答
無
名
氏
論
柵
草
紙
室
巳
と
全
く
感
動
の
末
の
翻

訳
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
作
者
に
ょ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
為
原
作
の

質
の
高
さ
を
問
わ
ず
、
訳
者
の
好
む
作
品
が
そ
の
傾
倒
の
余
り
一
流
の
作
品
の

よ
う
な
粉
飾
を
受
け
る
の
が
翻
訳
と
し
て
好
ま
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
何
が
そ
ん
な
に
鴎
外
を
魅
き
つ
け
た
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
「
口

マ
ン
チ
ッ
ク
」
な
「
山
水
明
媚
な
る
別
天
地
L
 
と
解
説
さ
れ
る
世
界
は
、
作
品

九
0
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の
中
で
デ
ン
マ
ー
ク
の
画
工
が
語
る
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
、
南
欧
へ
の

憧
憬
の
<
忍
を
駆
り
立
て
る
雰
囲
気
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
そ
れ
は
明

治
の
知
識
人
を
駆
り
立
て
た
、
あ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
均
け
る
よ
う
な
憧
憬
と

共
鳴
し
△
口
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
当
時
の
青
年
に
と
っ
て
彼
の
地
は
「
自

(
4
)

由
と
美
」
の
埠
け
る
夢
の
国
だ
っ
た
。
ま
た
こ
の
作
品
の
描
き
出
す
詳
細
な
イ

タ
リ
ー
の
諸
都
市
と
か
地
方
の
風
景
描
写
は
、
ド
イ
ツ
三
部
作
の
そ
れ
と
呼
応

し
△
口
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
部
作
は
べ
ル
リ
ン
、
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
、
ド

レ
ー
ス
デ
ン
と
ド
イ
ツ
の
主
要
都
市
を
舞
台
と
し
、
そ
の
地
の
自
然
風
物
、

風
俗
と
か
人
情
を
描
き
出
し
て
ド
イ
ツ
案
内
の
観
を
呈
す
る
が
、
『
即
興
詩
人
』

は
そ
れ
の
は
る
か
に
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
イ
タ
リ
ー
版
で
あ
る
。
つ
ま
り
鵬
外

を
原
作
に
魅
了
し
て
や
ま
な
か
っ
た
の
は
、
本
来
の
作
者
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
異

郷
体
験
で
あ
り
、
そ
の
憧
れ
へ
の
共
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
翻
訳

に
反
映
さ
れ
て
、
ま
た
別
箇
の
世
界
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

2
、
「
文
体
の
確
立
」
こ
の
よ
う
な
相
父
忍
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
作
品
は
創

し
ち
く
ど

作
に
等
し
い
「
執
勘
い
ま
で
に
凝
っ
た
文
章
」
(
『
即
興
詩
人
』
時
代
と
現
時
の

翻
訳
)
に
訳
さ
れ
、
後
に
「
国
語
と
漢
文
と
を
調
和
し
、
雅
言
と
但
辞
と
を
融

合
せ
む
と
欲
せ
?
放
胆
に
し
て
無
謀
な
る
嘗
試
二
第
十
三
版
題
言
)
と
述
懐

さ
れ
る
、
文
体
確
立
の
た
め
の
対
象
と
な
る
。
つ
ま
り
我
々
は
初
期
三
部
作
の

印
象
か
ら
、
こ
の
雅
文
体
が
ず
っ
と
鴎
外
の
作
品
の
文
体
上
の
特
徴
で
あ
る
か

の
よ
う
に
思
い
が
ち
な
の
だ
が
、
実
は
翻
訳
を
中
心
に
見
る
と
、
初
め
に
あ
っ

た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
一
言
文
一
致
体
だ
っ
た
。
『
緑
葉
歎
』
や
『
新
浦
島
』
が
そ
う

で
あ
る
。
だ
か
ら
鴎
外
は
一
度
口
語
体
を
試
み
た
が
満
足
出
来
ず
、
思
案
の
末

に
こ
の
文
体
に
落
着
い
て
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
方
向
に
向
っ
た
の
で
あ
る
。

書
き
言
葉
の
文
体
が
定
着
し
て
い
な
い
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
「
邦
人
の
外
国
小
説

九
一

を
訳
す
る
も
の
に
二
様
の
文
体
あ
り
一
は
国
文
を
も
て
基
礎
と
な
し
一
は
漢
文

を
も
て
標
準
と
な
す
。
」
(
『
聖
人
か
盗
賊
か
』
序
)
と
分
類
し
、
後
に
そ
の
融
合

(
5
)

を
試
み
た
の
で
あ
る
。

(
6
)

こ
の
苦
労
の
跡
を
磯
貝
氏
が
辿
っ
て
み
せ
て
い
る
。

「
私
し
わ
直
訳
が
欲
し
い
、
西
洋
の
句
法
が
日
本
へ
輸
入
し
た
い
。
ー
ト
云
て

も
、
"
西
洋
の
句
法
に
拘
泥
し
ろ
"
と
は
、
申
し
ま
せ
ん
。
西
洋
の
句
法
で
面

白
い
所
は
、
其
儘
を
存
し
た
い
、
日
本
の
句
法
に
直
し
て
面
白
い
所
は
、
直
す

も
結
構
と
い
ふ
の
で
す
。
L
(
「
独
逸
文
学
の
隆
運
』
明
二
二
『
国
民
之
友
』
)

「
私
は
直
訳
で
西
洋
の
句
法
を
も
日
本
に
輸
入
す
る
の
を
好
み
ま
す
。
勿
論
西

洋
の
句
法
に
拘
泥
せ
よ
と
は
い
ひ
ま
せ
ね
ど
、
西
洋
句
法
の
お
も
し
ろ
い
処
は
、

其
俸
を
存
じ
た
い
。
日
本
の
句
法
に
な
ほ
し
て
善
い
所
は
、
直
す
も
よ
し
と
い

ふ
の
で
す
。
(
同
改
稿
、
明
二
四
『
し
が
ら
み
草
子
』
)

「
今
の
直
訳
も
、
巧
に
だ
に
あ
ら
ぱ
、
必
ず
し
も
排
斥
す
べ
か
ら
ず
。
西
洋
の

句
法
中
こ
れ
を
国
語
に
移
し
て
妥
な
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
輸
入
す
る
も

固
よ
り
不
可
な
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
り
。
、
(
同
改
稿
、
明
二
九
『
月
草
』
)
初
期

の
言
文
一
致
を
手
直
し
し
な
が
ら
結
局
文
語
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

こ
の
変
化
を
眺
め
て
い
る
と
そ
の
理
由
も
理
解
出
来
そ
う
で
あ
る
。
冗
長
で

あ
っ
た
り
、
音
調
や
論
理
的
明
晰
さ
に
問
題
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
雅
趣
に
欠

け
た
。
だ
か
ら
『
舞
姫
』
発
刊
の
直
後
に
鵬
外
は
、
同
時
代
四
言
文
一
致
体
の

.

.

.

.

.

提
唱
者
た
ち
が
「
何
故
に
新
て
に
を
は
な
き
散
文
を
作
ら
ざ
る
か
を
怪
し
む
」

(
言
文
論
)
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
「
新
て
に
を
は
」
と
は
二
葉
亭
や
山
田
美

(
7
)

妙
が
用
い
た
「
だ
」
「
で
あ
る
」
「
で
す
し
な
ど
の
文
末
詞
を
指
す
。
優
雅
な
響

の
な
い
こ
と
を
鴎
外
は
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。

二
葉
亭
た
ち
の
新
し
い
文
体
も
無
論
並
大
抵
の
苦
労
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
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森
鴎
外
研
究
1
翻
需
を
め
ぐ
っ
て
ー

な
か
っ
た
。
『
あ
ひ
び
き
』
の
口
語
訳
が
後
世
の
散
文
体
系
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
数
回
の
改
稿
に
ょ
っ
て
初
め
て

(
8
)

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
あ
の
古
い
と
言
わ
れ
な
が
ら
長
い
生
命
を
持
っ

た
旧
訳
の
聖
書
は
、
す
で
に
明
治
十
一
年
に
宣
教
師
会
で
決
議
さ
れ
な
が
ら
、

最
初
に
文
体
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
し
、
な
か
な
か
手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い

う
。
純
粋
な
日
本
語
で
翻
訳
す
る
と
の
△
且
思
で
出
発
し
た
の
だ
が
、
何
が
純
粋

な
日
本
語
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
も
め
、
結
局
完
成
し
た
の
は
明
治
二
十
二
年

だ
っ
た
。
平
易
さ
の
点
で
ま
ず
擬
古
文
が
除
外
さ
れ
た
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
戯
作
の
文
体
は
柔
軟
淫
靡
で
宗
教
書
に
相
応
し
く
な
く
、
ま
た
片
仮

名
の
漢
文
直
訳
体
は
知
識
層
に
し
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
、
あ
れ
こ
れ
試
行

錯
誤
の
結
果
聖
書
体
と
で
も
名
づ
く
べ
き
あ
の
素
晴
ら
し
い
文
体
が
生
み
出

(
9
)

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
体
模
索
の
状
態
は
大
体
、
明
治
三
十
三
年

(
W
)

か
ら
四
十
二
年
に
か
け
て
口
語
体
が
確
立
す
る
ま
で
続
く
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
中
で
鴎
外
の
文
体
は
徳
富
蘇
峯
に
ょ
る
漢
文
直
訳
体
の
欧
文
化
と
対
比

(
1
)

さ
れ
、
和
文
体
を
欧
文
化
さ
せ
た
文
体
の
代
表
的
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
ぇ
先
の
『
即
興
詩
人
』
の
文
体
に
つ
い
て
の
言
明
の
よ
う
に
、
王
朝
文

学
の
伝
統
的
な
雅
文
の
優
美
で
繊
細
で
は
あ
る
が
、
力
感
と
か
直
接
性
に
は
欠

け
る
性
格
を
補
強
す
る
の
に
、
漢
語
漢
文
の
男
性
的
力
感
俗
語
の
直
接
性
を

借
り
て
、
西
洋
文
学
の
翻
訳
、
移
し
替
え
に
耐
え
る
文
章
を
作
り
出
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
簡
潔
的
確
な
描
写
に
は
漢
文
体
か
ら
の
影
響
が
著
し
い
。
伝
統

的
な
和
文
脈
を
漢
文
脈
の
男
性
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
活
性
化
し
た
と
言
え
よ
う
。

3
、
「
語
業
の
問
題
」
そ
の
後
彼
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
再
び
口
語
体
へ
戻

る
こ
と
に
な
り
、
後
に
三
島
由
紀
夫
が
「
文
章
読
本
L
 
で
明
晰
さ
の
極
北
に
位

置
づ
け
る
簡
潔
な
文
体
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
際
大
し
て
抵

水
内
透

抗
感
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
自
分
の
考
へ
る
と
こ
ろ
で
は
、
現
代
語
を
以

モ
れ
に

さ
し
つ
か

て
訳
文
の
標
準
と
す
る
事
が
大
し
て
差
閔
へ
に
な
る
と
は
思
は
れ
ぬ
。
加
之
言

葉
を
飾
る
の
は
手
数
で
も
あ
り
厄
介
な
事
で
、
:
・
」
(
「
即
興
詩
人
L
 
時
代
と
現

時
の
翻
訳
)
そ
の
折
ま
ず
悩
み
の
種
は
適
切
な
日
本
語
の
語
章
で
は
な
か
っ
た

か
。
そ
れ
に
は
「
:
・
^
に
、
独
逸
狂
鬮
の
住
仁
は
「
お
前
L
 
に
當
る
言
葉
な
の
だ

が
、
原
作
に
は
子
供
に
、
そ
の
父
親
を
呼
ぶ
に
此
の
合
を
以
て
し
て
ゐ
る
。
是

゛
)
、

を
翻
訳
す
る
場
合
日
本
の
社
会
状
態
か
ら
一
言
っ
て
、
父
親
は
当
然
子
供
に
対
し

て
「
お
前
」
と
呼
ぶ
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
然
る
に
そ
の
正
反
対
な
事
を
子
供
に

言
は
せ
る
と
読
者
に
取
っ
て
受
取
り
難
く
は
な
か
ら
う
か
。
L
(
同
)
と
現
在
と

共
通
の
困
難
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
に
存
在
し
な
い
も
の
の
訳
語
と
し
て
、
今
は

原
語
を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
化
し
て
し
ま
う
場
合
に
、
当
時
は
漢
語
化
す
る
の

が
普
通
だ
っ
た
か
ら
、
苦
労
が
大
き
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
文
体
確
立
の
時
期

よ
り
は
か
な
り
^
に
な
る
が
、
そ
の
問
^
を
扱
っ
た
エ
ッ
セ
イ
に
『
亡
く
な
っ

た
原
稿
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
訳
し
た
『
ノ
ラ
』
へ
の
批
判
に
^
す
る
反
論

で
あ
る
が
、
批
評
そ
の
も
の
が
単
語
に
つ
い
て
の
批
判
し
か
し
て
い
な
い
の
で
、

結
局
そ
れ
に
終
始
し
て
い
る
。

ぜ
ん
ぱ
う

最
初
に
「
前
一
房
」
と
い
う
語
の
意
味
が
不
明
だ
か
ら
「
玄
関
L
 
と
せ
よ
、
と

の
評
者
の
意
見
に
、
玄
関
と
は
入
口
の
こ
と
で
あ
り
、
前
一
房
は
玄
関
よ
り
内
で

あ
る
、
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
の
反
駁
自
体
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ

鴎
外
の
造
語
ら
し
い
「
前
一
房
」
が
現
在
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
当
時
す
で
に
解
り

に
く
か
っ
た
こ
と
に
変
り
は
あ
る
ま
い
。
更
に
評
老
の
、
ノ
ル
ウ
エ
ー
の
家
に

は
戸
口
を
入
る
と
こ
う
い
う
部
屋
が
あ
る
、
と
の
説
明
に
い
き
り
た
っ
て
、
ド

イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
家
に
も
同
じ
も
の
が
あ
る
と
い
い
、
独
仏
英
の
相
当
語
を

挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
仏
の
N
ぐ
N
a
1
6
ず
紗
ヨ
ず
え
は
N
=
牙
冨
ヨ
ず
益
の

九
二
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間
違
い
の
よ
う
だ
し
、
一
央
の
{
又
中
§
ヨ
は
意
味
が
小
ノ
々
異
な
っ
て
(
ぐ
ゆ
m
・

一
子
巳
ゆ
が
正
)
い
た
の
も
、
う
か
つ
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
大
抵
の
辞
書
に
「
控

え
の
間
』
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
「
わ
た
し
は
君
に
お
帰
な
さ
い
と
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
表

現
が
丁
寧
過
ぎ
る
か
ら
「
帰
れ
し
と
訳
せ
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
「
日
本
語
に

は
自
家
の
紳
士
的
地
位
の
た
め
に
、
賤
し
む
べ
き
も
の
に
対
し
て
も
使
う
敬
語

が
あ
る
。
」
と
一
蹴
し
て
い
る
の
は
さ
す
が
で
あ
っ
た
。

菓
子
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
面
白
い
。
ノ
ラ
が
夫
に
隠
れ
て
食
べ
る
菓

子
を
「
マ
ク
ロ
ン
L
 
と
し
た
と
こ
ろ
、
読
者
に
は
何
の
こ
と
か
解
ら
な
い
で
あ

ろ
う
と
批
判
さ
れ
た
。
現
在
で
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
菓
子
で
あ
ろ
う
が
、
当
時

す
で
に
森
家
で
も
呈
月
木
堂
」
か
ら
輸
入
品
を
購
入
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
ま

ま
使
用
し
た
と
い
う
。
し
か
し
評
者
に
は
不
明
だ
か
ら
「
飴
玉
」
と
訳
せ
と
い

う
一
言
葉
に
、
ノ
ラ
に
「
鉄
砲
玉
を
食
は
せ
る
の
は
、
ち
と
残
酷
で
は
あ
る
ま
い

か
0
」
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
反
論
し
て
い
る
。

で
ん
ぴ
ん

最
後
に
「
伝
便
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
制
服
を
着
て
町
辻
に
立
ち
、
人
の
用
事

を
受
け
△
口
う
。
品
物
を
預
託
さ
れ
る
と
、
会
社
の
印
章
の
あ
る
札
を
渡
す
と
い

う
。
今
の
宅
急
便
の
原
形
と
い
う
感
じ
で
あ
ろ
う
か
。
評
者
は
や
は
り
こ
の
語

は
意
味
不
明
だ
か
ら
「
使
屋
L
 
と
せ
よ
と
言
い
、
鵬
外
は
、
こ
れ
は
九
州
の
小

倉
に
実
在
す
る
職
業
で
、
こ
ん
な
に
当
っ
て
い
る
訳
語
は
な
い
と
い
う
。
翻
訳

の
役
割
は
種
々
だ
が
、
そ
の
一
っ
に
未
知
の
文
化
の
紹
介
清
新
の
雰
囲
気
の

導
入
が
あ
る
筈
で
、
そ
う
な
れ
ば
あ
る
程
度
の
造
語
新
語
の
出
現
は
む
し
ろ

望
ま
し
い
傾
向
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
よ
う
に
カ
タ
カ
ナ
で
済
ま
し
て
し
ま
う
時

代
に
あ
っ
て
は
、
極
力
漢
語
に
置
き
換
え
て
ゅ
こ
う
と
す
る
努
力
が
好
ま
し
く

映
る
の
は
否
め
な
い
0
 
も
っ
と
も
、
彼
も
マ
ク
ロ
ン
の
よ
う
に
、
イ
メ
ー
ジ
を

九
三

大
切
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
場
合
は
、
思
い
切
っ
て
そ
の
ま
ま
使
う
咸
覺
は

持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

4
、
「
逐
語
訳
と
意
訳
」
翻
訳
の
際
に
常
編
議
の
中
心
で
あ
り
な
が
ら
、

鵬
外
の
見
解
で
は
訳
者
の
個
性
と
か
教
養
が
反
映
さ
れ
が
ち
な
も
の
に
、
逐
語

訳
と
意
訳
の
問
題
が
あ
る
。
語
学
的
な
正
確
さ
を
第
一
義
と
す
る
か
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
少
々
犠
牲
に
し
て
も
、
読
者
に
解
り
易
い
文
意
と
す
る
か
の
選
択
問

題
と
も
言
え
る
。
例
え
ば
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
、

9
ゆ
容
=
含
一
冨
⇔
急
区
 
m
0
 
曾
⑳
一

器
岑

立
ゆ
冨
讐
ゆ
旦
含
一
円

則
ゆ
曾
⑩
含
ヨ
片
三

ご
N
m
 
0
ゆ
乏
α
子
ゆ

ご
一
獣
=
鴨
ヨ
片
=
一
 
1
 
一
ミ
辻

で
、
最
後
の
一
仁
霊
を
文
字
通
り
「
空
気
を
ノ
.
」
と
し
て
も
、
な
る
ほ
ど
全
く
理

解
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
人
が
、
例
え
ぱ
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
等
の
狭
い
空
間
で
昼
古
し
く
な
る
と
、
一
昌
一
一
ミ
一
一
と
叫
び
出
す
こ
と
を

知
っ
て
い
れ
ば
、
「
苦
し
い
」
と
か
「
息
が
詰
ま
る
し
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
解
す

る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
語
の
局
面
に
従
う
の
で
あ
る
。
鵬
外
訳
で
は
、
「
あ
＼

息
が
。
」
と
な
っ
て
い
る
。

僅
か
だ
が
短
編
『
二
人
の
友
』
に
こ
の
問
題
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
語
り

手
の
「
私
」
が
小
倉
に
い
た
時
同
郷
で
は
あ
る
が
初
対
面
の
F
君
が
尋
ね
て

来
て
、
私
が
「
凹
取
も
自
由
に
ド
イ
ツ
文
を
書
き
、
最
も
正
確
に
ド
イ
ツ
文
を
訳

す
る
と
云
ふ
こ
と
を
発
見
し
た
し
の
で
、
ド
イ
ツ
語
を
学
び
た
い
と
い
う
。
初

め
は
狂
人
で
は
な
い
か
と
驚
い
た
私
も
、
そ
の
並
々
な
ら
ぬ
ド
イ
ツ
語
の
能
力

を
知
っ
て
、
下
宿
と
職
の
世
話
を
す
る
。
「
さ
う
云
ふ
話
を
聞
く
う
ち
に
、
私
は
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森
鴎
外
研
究
1
翻
訳
論
を
め
ぐ
っ
て
ー

次
第
に
君
と
私
と
の
ド
イ
ツ
語
の
知
識
に
大
分
相
違
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

く
は

そ
れ
は
互
に
得
失
が
あ
る
の
で
あ
る
。
君
は
語
格
文
法
に
精
し
い
。
文
章
を
分

析
し
て
細
か
い
事
を
言
ふ
。
私
は
そ
ん
な
時
に
始
て
聞
く
術
語
に
出
く
は
し
て

驚
く
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
君
の
書
い
た
ド
イ
ツ
文
に
は
漢
学
者
の
謂
ふ
和
習

が
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
な
ら
ば
さ
う
は
云
は
ぬ
と
、
私
が
指
樋
す
る
。
君
が
服
せ

ぬ
と
、
私
は
旅
中
に
も
持
っ
て
ゐ
る
刈
曾
一
N
ヨ
版
の
0
0
ゆ
牙
ゆ
な
ど
を
出
し
て
証

拠
立
て
る
。
こ
ん
な
応
対
が
な
か
く
面
白
い
の
で
、
・
:
」
和
習
は
現
在
で
は

和
臭
と
書
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
何
時
の
場
合
も
文
法
的
に
は
正
し
い
が
、
ド

イ
ツ
人
は
そ
う
は
一
言
わ
な
い
と
い
う
表
現
に
な
る
こ
と
は
珍
ら
し
く
な
い
。
だ

が
こ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
両
人
の
ド
イ
ツ
語
学
習
の
時
期
の
差
だ
け
、
そ
の
間

我
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
も
暗
示
す
る
。

こ
の
違
い
が
こ
こ
で
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
来
る
こ
と
に
な
っ
て
ぃ
る
。

小
倉
か
ら
東
京
へ
戻
っ
た
語
り
手
を
追
い
か
け
て
、
若
い
僧
侶
の
安
国
寺
さ
ん

が
上
京
し
て
来
た
の
だ
が
、
私
は
忙
し
く
て
、
前
の
よ
う
に
交
際
出
来
な
い
。

「
そ
こ
で
安
国
寺
さ
ん
は
哲
学
入
門
の
訳
読
を
、
私
に
し
て
貰
ふ
代
り
に
、
 
F

君
に
し
て
貰
は
う
と
し
た
。
然
る
に
私
と
F
君
と
は
外
国
語
の
扱
方
が
違
ふ
。

私
は
口
語
で
も
文
語
で
も
、
全
体
と
し
て
扱
ふ
。
 
F
君
は
そ
れ
を
一
々
語
格
上

か
ら
分
析
せ
ず
に
は
置
か
な
い
。
私
は
ズ
邑
円
さ
ん
の
哲
学
入
門
を
開
い
て
、

初
の
ぺ
エ
、
ジ
か
ら
字
を
逐
っ
て
訳
し
て
聞
せ
た
。
し
か
も
勉
め
て
仏
経
の
語
を

が
へ
ん

用
ゐ
て
訳
す
る
や
う
に
し
た
。
・
:
F
君
は
此
流
義
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
肯
ぜ
ず

に
、
安
国
寺
さ
ん
に
語
格
か
ら
教
へ
込
ま
う
と
し
た
。
安
国
寺
さ
ん
は
全
く
違

つ
た
方
面
の
労
力
を
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
、
ひ
ど
く
苦
ん
だ
。
」

理
想
的
に
は
、
初
め
は
F
君
の
段
階
か
ら
、
つ
ま
り
分
析
的
方
法
か
ら
出
発

し
て
正
確
に
読
む
こ
と
を
覚
え
た
後
に
、
鴎
外
流
に
、
即
ち
「
全
体
と
し
て
」
、

水
内
透

九
四

ま
た
は
語
句
に
従
っ
て
、
意
に
力
点
を
置
い
た
訳
に
す
る
段
階
に
進
む
の
が
よ

い
と
思
わ
れ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鴎
外
は
こ
の
両
者
の
差
を
結
局
、

気
質
性
格
の
相
違
に
還
元
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
翻
訳
後
に
鴎
外
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
作
者
が

此
場
合
に
此
意
味
を
日
本
語
で
一
言
ふ
と
し
た
ら
、
ど
う
一
言
ふ
だ
ら
う
か
、
と
思

つ
て
見
て
、
そ
の
時
心
に
浮
び
口
に
上
っ
た
儘
を
書
く
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
日

本
語
で
か
、
2
言
ふ
だ
ら
う
と
云
ふ
推
測
は
、
無
論
私
の
智
識
、
私
の
材
能
に
限

ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
當
る
か
は
ず
れ
る
か
分
ら
な
い
。
」
鴎
外
と
思
し
き
語
り
手

が
自
分
と
F
君
と
の
相
違
と
し
て
語
っ
て
い
る
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
も
一
言
い

換
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

5
、
「
翻
訳
の
態
度
」
こ
れ
は
ま
た
当
時
翻
訳
界
で
鴎
外
と
並
び
称
せ
ら

れ
た
二
葉
亭
四
迷
と
比
較
し
て
み
て
も
対
照
的
で
あ
る
。
先
に
『
あ
ひ
び
き
』(

蛯
)

の
文
体
に
触
れ
た
が
、
明
治
三
十
九
年
に
彼
が
書
い
た
『
予
が
翻
訳
の
標
準
』

「
先
づ
根
本
た
る
詩
想
を
よ
く
呑
み
込
ん
で
、
然
る
後
詩
形
を
崩
さ
ず
に
翻

譯
す
る
や
う
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
説
く
。
そ
し
て
「
原
文
に
コ
ン
マ
が

三
っ
、
ピ
リ
オ
ド
が
一
っ
あ
れ
ぱ
、
譯
文
に
も
亦
ピ
リ
オ
ド
が
一
っ
コ
ン
マ
が

三
っ
と
い
ふ
風
に
し
て
、
原
文
の
調
子
を
移
さ
う
と
し
た
。
殊
に
翻
譯
を
為
始

め
た
頃
は
、
語
数
も
原
文
と
同
じ
く
し
、
形
を
も
崩
す
こ
と
な
く
、
偏
へ
に
原

文
の
音
調
を
移
す
の
を
目
的
と
し
て
・
:
」
と
語
っ
て
い
る
。
鵬
外
が
原
文
の
意

を
伝
え
て
、
日
本
語
の
形
成
を
中
心
に
発
想
し
て
い
る
に
対
し
て
、
二
葉
亭
は

原
文
の
り
ズ
ム
の
移
調
、
原
文
中
心
で
あ
る
。
無
論
遂
語
訳
で
も
な
い
が
。
だ

か
ら
当
時
の
い
わ
ゆ
る
本
格
的
美
文
調
に
鍛
え
ら
れ
た
審
美
眼
の
持
主
に
は
、

二
葉
亭
訳
文
は
決
し
て
流
麗
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
彼
自
身
「
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
如
何
に
も
出
来
榮
え
が
悪
い
し
と
一
言
っ
て

〔26幻



い
る
。
ち
な
み
に
『
淫
云
』
に
は
「
私
も
驚
か
さ
れ
た
」
と
素
直
に
賛
嘆
し
て

い
る
鵬
外
が
、
翻
訳
に
は
「
翻
訳
が
え
ら
い
と
い
ふ
こ
と
だ
。
私
は
別
段
に
え

ら
い
と
も
思
は
な
い
。
あ
れ
は
当
前
だ
と
思
ふ
。
」
と
至
っ
て
素
気
な
い
の
は
そ

の
故
で
は
な
い
の
か
。

だ
が
鴎
外
の
翻
訳
法
は
い
わ
ば
論
敵
の
賞
賛
を
受
け
て
い
る
。
『
錘
姫
』
論
争

と
な
る
と
必
ず
引
用
さ
れ
る
石
橋
忍
月
が
、
す
で
に
初
期
の
段
階
で
そ
の
素
晴

ら
し
さ
を
腎
て
い
た
。
戯
曲
と
し
て
は
二
番
目
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
エ
ミ
リ

ヤ
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
「
予
は
エ
ミ
リ
ヤ
(
折
薔
一
微
)
に
就
て

一
言
せ
ん
。
・
:
エ
ミ
リ
ヤ
の
長
所
は
会
話
の
敏
捷
な
る
に
在
り
。
訳
文
又
能
く

此
意
を
得
て
一
ツ
の
死
文
字
な
く
原
文
を
読
む
と
一
様
の
快
味
を
覚
ふ
。

「
ユ
ゆ
m
甘
誓
豆
冒
円
ず
ゆ
誘
円
」
を
「
そ
い
つ
は
し
ま
つ
た
な
、
イ
ヤ
な
に
結

構
じ
や
」
と
譯
せ
し
が
如
ミ
「
§
プ
甜
乏
0
豆
」
を
「
苦
し
く
な
い
」
と
譯
せ

(
N
)

し
が
如
き
は
譯
者
最
も
是
れ
苦
心
の
所
な
ら
ん
。
:
・
L

『
折
薔
一
微
』
と
い
ぇ
ば
、
『
う
た
か
た
の
記
』
の
独
訳
者
の
シ
ャ
モ
ニ
氏
が
そ

の
或
る
箇
所
を
取
り
上
げ
て
、
鵬
外
訳
と
そ
の
後
に
出
さ
れ
た
五
人
の
翻
訳
を

(
巧
)

比
較
論
及
し
て
い
る
。
第
.
二
幕
第
六
場
で
、
エ
ミ
ー
リ
ア
が
教
会
で
公
爵
に
一
言

い
寄
ら
れ
て
逃
げ
帰
っ
た
折
の
母
親
と
の
対
話
で
あ
る
。

圃
ヨ
一
=
N
.
 
a
N
m
 
冨
ず
、
一
δ
プ
ず
曾
曾
昌
船
含
一
 
d
=
区
審
9
 
名
0
 
ず
N
ず
、
-
n
=
ゆ
m

ず
α
門
ゆ
出
ヨ
ニ
m
m
ゆ
三

企
N
且
一
N
.
一
今
ず
N
ず
ゆ
島
δ
ず
ヨ
住
円
ズ
=
今
Φ
⑩
ゆ
⑩
一
曾
宮

国
昌
=
N
.
問
ず
曾
ユ
巴
乏
N
m
一
昇
五
ゆ
ヨ
一
器
一
円
ズ
一
『
δ
=
、
言
ル
ン
=
貰
~

令
嬢
お
っ
し
や
る
通
で
ご
ざ
り
ま
す
。
し
か
し
無
法
な
人
に
は
寺
も
社
も
、

な
ん
で
も
御
座
り
ま
せ
ぬ

問
題
は
傍
線
の
部
分
で
あ
る
。
ン
=
讐
は
、
元
来
は
む
ろ
ん
祭
壇
の
意
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
欠
一
ス
ず
ゆ
と
同
意
義
で
、
両
語
で
「
神
聖
な
場
所
」
今
含
=
兇

゛
)
、

仂
霽
一
ゆ
)
を
指
す
と
い
う
。
こ
の
両
語
の
関
係
は
い
わ
ゆ
る
二
語
一
想
と
考
え
て

よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
鵬
外
以
後
の
訳
者
は
皆
「
一
見
原
文
に
忠
実
」
に
「
教

会
も
祭
壇
も
」
と
訳
し
て
い
る
の
で
、
氏
は
、
鴎
外
だ
け
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

学
の
伝
統
的
修
辞
法
を
理
解
し
て
」
真
に
正
し
い
訳
を
し
て
い
る
と
腎
る
。

実
際
、
大
抵
の
訳
者
は
、
祭
壇
は
教
会
の
中
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
教
会
も
祭
壇

(
玲
)

も
」
は
奇
妙
だ
と
思
い
な
が
ら
直
訳
し
た
の
に
違
い
な
い
。

実
は
、
シ
ャ
モ
ニ
氏
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
は
す
で
に
翻
訳
直
後

に
讃
の
批
判
が
出
て
、
鵬
外
自
身
が
そ
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
興
味

深
い
事
実
が
あ
る
。
他
の
幾
つ
か
の
箇
所
と
と
も
に
ま
と
め
て
説
明
し
て
い
る

の
だ
が
、
(
戯
曲
の
翻
訳
法
を
説
い
て
或
る
批
評
家
に
示
す
)
こ
れ
に
は
若
干
の

事
情
が
あ
る
の
で
そ
れ
か
ら
説
明
し
て
お
こ
う
。
明
治
二
十
四
年
三
月
十
四
日
、

新
聞
「
国
会
」
紙
上
に
、
「
鎮
西
の
一
山
人
」
と
称
す
る
者
が
「
戯
曲
折
薔
薇
に

誤
訳
無
数
な
り
」
と
題
し
て
、
誤
訳
と
目
す
べ
き
多
く
の
箇
所
を
挙
げ
て
論
難

し
た
が
、
こ
こ
に
忍
月
の
名
が
出
て
来
る
。
そ
れ
は
こ
の
一
月
ほ
ど
前
に
、
忍

月
が
新
聞
「
国
会
」
に
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
の
祖
述
と
し
て
、
「
醜
は
美
な
り
」
と

い
う
論
文
を
摂
載
し
た
の
に
対
し
て
、
「
君
が
醜
論
は
既
に
ハ
ル
ト
マ
ン
を
祖
述

、ノ

す
と
の
事
な
れ
ば
、
・
:
余
は
此
處
に
て
君
が
所
謂
祖
述
の
文
を
以
て
、
ハ
ル
ト

＼ノ

マ
ン
が
原
捲
に
比
較
し
、
肌
妄
評
を
試
み
む
と
す
。
」
と
述
べ
て
、
誤
訳
、
誤
解

の
箇
所
を
細
か
く
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
「
鎮
西
の
一
山
人
」
は
こ
れ
に
触
れ
て
、

「
若
し
森
林
太
郎
君
の
如
く
祖
述
者
た
る
忍
月
君
を
直
訳
者
(
祖
述
と
は
他
の

令
嬢
ま
あ
、
私
が
何
を
聞
か
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
ん
だ
と
思
召
し
ま
す
。
そ

れ
に
場
所
も
あ
ら
う
に
ー

夫
人
お
前
は
お
寺
に
お
い
で
だ
っ
た
と
思
ふ
の
に
。

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
九
号

九
五

一
九
九
三
年
三
月
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森
鴎
外
研
究
1
翻
需
を
め
ぐ
っ
て
ー

文
句
を
其
儘
そ
ツ
く
り
訳
す
る
こ
と
に
あ
ら
ず
)
を
以
て
遇
し
、
工
子
一
句
も

厳
正
に
周
密
に
苛
酷
に
責
む
る
を
得
る
と
せ
ば
、
予
は
彼
の
戯
曲
折
薔
薇
の
訳

者
に
は
猶
一
層
厳
正
周
密
の
責
を
負
は
し
め
ん
と
欲
す
:
・
」
と
挑
戦
的
に
前
置

き
し
て
、
以
下
挙
げ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
鵬
外
は
こ
れ
は
一
種
の
意
趣
返
し
で

あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
、
自
分
の
翻
訳
法
を
説
き
、
個
々
に
反
駁
し
て
い
っ
た

(
U

の
で
あ
る
。
そ
の
故
か
「
一
山
人
」
の
指
摘
に
は
か
な
り
無
理
が
見
受
け
ら
れ

る
0

ま
ず
戯
曲
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
一
{
子
づ
っ
逐
語
訳
を
し
て
ゅ
け
ば
、
何
の

こ
と
か
解
ら
ぬ
奇
怪
な
文
と
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
。
相
互
に
比
較
的
理
解
し

易
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
間
に
お
い
て
も
逐
語
訳
は
有
り
得
な
い
と
い
い
、
カ
ル
デ

ロ
ン
の
『
ザ
ラ
メ
ヤ
村
長
』
の
例
を
挙
げ
る
。
序
幕
で
、
あ
る
兵
卒
が
行
軍
の

苦
労
を
語
っ
た
時
一
同
は
た
だ
↓
0
今
m
.
ン
ヨ
曾
.
(
比
白
々
、
ア
ア
メ
ン
)
と
言

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
語
の
翻
訳
で
は
め
0
一
五
N
一
曾
.
、
m
調
一
冬
N
ず
一
一

(
兵
卒
ど
も
、
ほ
ん
に
さ
う
だ
)
と
訳
し
て
い
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
人
も
同
じ

キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
か
ら
、
ア
ー
メ
ン
は
ア
ー
メ
ン
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
う
訳
し
て
い
る
の
だ
と
注
意
を
促
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
次
の
表
明
で
あ

け
だ
し

る
。
「
葢
戯
曲
を
訳
す
る
も
の
、
か
、
る
自
由
を
な
す
所
以
は
、
戯
曲
と
い
ふ

か
の
は
ん
上
く
モ
し
や
く

も
の
彼
反
復
唄
嘱
し
て
其
味
を
知
る
べ
き
哲
学
書
な
ど
、
は
お
の
づ
か
ら
殊
な

れ
ば
な
り
。
哲
学
書
に
於
い
て
は
作
者
に
人
と
同
か
ら
ざ
る
用
語
例
あ
り
て
、

一
{
子
と
い
へ
ど
も
動
し
易
か
ら
ず
。
・
:
故
に
い
は
く
。
戯
曲
の
翻
訳
は
、
こ
れ

を
哲
学
書
な
ど
の
翻
訳
に
比
す
れ
ぱ
頗
る
自
由
な
る
も
の
な
り
と
。
」

こ
の
よ
う
に
哲
学
書
に
お
い
て
は
工
子
一
句
厳
密
に
訳
出
し
、
訳
文
が
あ
る

程
度
難
渋
に
な
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
が
、
戯
曲
の
翻
訳
は
む
し
ろ
自
由
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
論
拠
づ
け
て
「
一
山
人
」
を
押
返
し
て
し
ま
っ
た
の
で

水
内
透

あ
る
が
、
そ
の
中
に
先
の
ズ
一
ス
ず
Φ
言
ユ
と
曾
が
出
て
来
る
。
一
山
人
は
、
鵬

外
が
後
者
を
「
社
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
経
机
の
こ
と
だ
、
「
経
机
を
社

と
は
訳
者
千
慮
の
一
失
な
ら
む
」
と
瑚
笑
気
味
な
の
だ
が
、
実
は
こ
の
方
が
間

違
い
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鵬
外
は
、
ど
ち
ら
の
語
も
寺
の
意

味
で
あ
る
、
同
じ
意
味
の
語
を
重
ね
た
の
は
そ
の
語
勢
の
た
め
だ
、
ド
イ
ツ
で

は
誰
そ
れ
は
何
嬢
と
結
婚
し
た
と
い
う
の
を
、
何
嬢
を
「
ア
ル
タ
ル
」
に
連
れ

て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
と
懇
切
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
解

説
を
そ
の
後
の
訳
者
が
無
視
し
て
い
る
の
は
何
故
か
と
シ
ャ
モ
ニ
氏
が
取
上
げ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
箇
所
は
ま
さ
に
そ
の
翻
訳
法
の
自
由
の
原
理
の
実
践
と
も
い
う
べ

き
説
明
で
、
例
え
ぱ
先
の
教
会
の
す
ぐ
前
の
行
の

d
=
五
ず
一
片
冨
昇
仂
0
 
冬
=
ル
仁
ヨ
ユ
片
=
一
「
そ
れ
に
ど
う
し
て
、
あ
た
り
を
み
ま
は

し
て
」

と
い
う
訳
に
三
区
が
落
ち
て
い
る
と
の
指
摘
に
、
「
あ
た
り
を
一
市
く
見
廻
し
て
」

と
か
「
あ
た
り
を
暴
に
見
廻
し
て
し
と
も
言
え
な
い
し
、
「
あ
た
り
を
ぎ
ょ
ろ
ぎ
ょ

ろ
見
廻
し
て
」
で
は
大
佐
夫
人
の
品
位
を
損
う
で
は
な
い
か
、
だ
か
ら
省
略
し

た
と
余
^
た
っ
ぷ
り
に
答
え
て
い
る
。
同
^
に

乏
N
m
 
冨
言
ル
一
『
五
N
 
曾
=
ゆ
一
=
⑩
円
如
一
答
ゆ
m
0
 
火
豆
ヨ
ヨ
ゆ
m
ず
ゆ
輿
ゆ
臂
円
 
m
ゆ
一
見

「
お
有
難
い
お
寺
の
中
で
、
な
に
も
悪
い
こ
と
の
出
来
や
う
筈
は
な
い
が
」

に
対
し
て
、
一
山
人
は
「
な
に
も
し
を
「
佐
様
な
し
と
せ
よ
、
と
一
言
っ
て
い
る

ら
し
い
が
、
こ
れ
は
m
0
を
入
れ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
前
の
句
で
そ
の
意
味
は

聞
こ
え
て
い
る
、
と
い
う
。
更
に
、

冬
N
m
 
冨
ず
、
片
プ
ず
曾
含
昌
誘
Φ
三
 
d
温
冬
9
 
乏
0
 
ず
N
ず
、
片
ず
ゆ
m
 
ず
曾
含

ヨ
請
ゆ
Φ
巨
「
ま
あ
私
が
何
を
聞
か
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
ん
だ
と
思
召
し
ま
す
。
そ

九
六
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森
鴎
外
研
究
1
翻
訳
論
を
め
ぐ
っ
て
ー

「
考
古
学
士
の
声
で
、
「
油
断
の
な
ら
ぬ
事
か
な
、
さ
る
い
ち
は
や
き
風
流
を

し
給
ふ
に
こ
そ
」
は
誓
ゆ
ず
N
ず
含
m
δ
ず
含
如
ゆ
冨
言
誘
今
N
才
含
如
ゆ
ヨ
N
n
=
ヰ
の
訳

だ
そ
う
で
、
『
伊
勢
物
玉
明
』
の
冒
頭
の
「
昔
人
は
か
く
い
ち
は
き
み
や
び
を
な
ん

し
け
る
」
が
出
典
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
ホ
久
更
意
訳
に
満
ち
た
こ
の
作
品
を
、
島
田
氏

は
「
ア
ン
デ
ル
セ
ン
原
作
、
森
鴎
外
改
作
L
と
刻
印
し
、
澤
柳
大
五
郎
氏
は
「
譯

(
2
〕

者
の
血
の
通
っ
た
創
作
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
こ
に
も
大
幅
な
「
自
由
」

が
見
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
作
者

が
特
別
の
墾
忍
を
籠
め
、
十
年
近
く
も
の
歳
月
を
か
け
て
、
思
う
ま
ま
の
技
巧

を
凝
ら
し
た
も
の
だ
か
ら
、
彼
の
翻
訳
の
実
例
と
い
う
に
は
適
当
で
は
な
い
か

ノ
ヴ
エ
し

も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
他
の
作
口
叩
、
即
ち
短
編
の
中
か
ら
選
ん
で
み
ょ
う
。
エ

ぐ
.
ク
ラ
イ
ス
ト
の
『
地
震
』
で
あ
る
。
す
る
と
全
く
同
じ
例
が
見
出
さ
れ
る
。

問
ヨ
Φ
⑳
ゆ
ず
念
ヨ
ゆ
則
ゆ
m
一
ゆ
一
一
言
四
象
Φ
住
ゆ
ヨ
巴
曾
ご
O
P
 
昆
δ
豆
ゆ
ヨ
円
含
一
ゆ

↓
0
δ
冥
曾
昌
δ
豆
『
牙
片
=
n
ず
映
ゆ
乏
N
ヨ
一
ず
N
牙
、

水
内
透

「
出
で
に
し
後
も
猶
情
に
ひ
か
れ
て
逢
は
む
と
す
る
こ
と
も
や
あ
ら
む
と
、
父

は
い
た
く
娘
を
戒
め
し
、
そ
の
甲
斐
な
く
、
隙
を
偸
み
て
相
見
む
と
せ
し
を
、
」

傍
線
の
部
分
は
「
戒
め
し
」
の
内
{
谷
を
原
文
よ
り
も
詳
し
く
加
筆
し
た
も
の
で
、

判
り
易
く
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
相
良
守
峯
氏
訳
は
「
老
貴
族
は
厳
し
く
娘

を
叱
り
つ
け
て
お
い
た
け
れ
ど
、
し
と
ほ
ぽ
原
文
通
り
で
あ
る
。

言
今
仂
一
ゆ
m
ヨ
ル
ル
一
ゆ
⑩
0
井
ゆ
m
一
獣
m
一
含
一
片
ず
含
冨
曾
火
ず
ゆ
三
ゆ
一
=
ゆ
五
二
井
ゆ
一
仁
=
ル

m
一
巴
ヨ
等
 
m
一
Φ
一
m
一
ゆ
一
己
異
仂
一
ゆ
一
島
ゆ
如
習
N
ゆ
言
↓
Φ
ヨ
で
企
〕
ゆ
仂
仁
ぐ
ゆ
誘
山
ヨ
ヨ
ゆ
一
岳

9
二
m
一
ゆ
昌
含
は

「
か
れ
等
こ
そ
神
を
辱
め
ま
つ
り
し
も
の
な
れ
と
叫
び
ぬ
。
又
一
人
は
石
投
げ

つ
け
て
、
か
れ
等
を
殺
さ
ず
や
、
早
や
殺
さ
ず
や
と
叫
び
ぬ
。
こ
れ
に
応
じ
て

み
や
ぴ

え
す
ー

耶
蘇
の
寺
院
に
む
れ
集
ひ
し
あ
り
が
た
き
基
督
教
徒
は
皆
な
殺
せ
く
と
叫
び

ず
N
件
含
え
0
言
曾
鴎
0
、
ゆ
如
ゆ
N
含
異
則
含
m
 
一
ゆ
一
ゆ
讐
=
N
黒
Φ
=
ぐ
0
=
 
d
=
円

切
n
ず
3
δ
野
ゆ
づ
ず
ゆ
二

傍
線
の
部
分
は
原
文
に
一
吾
葉
と
し
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
う
訳
す
方
が

自
然
な
響
き
が
あ
る
。

則
ず
ゆ
=
 
m
一
郡
ニ
ユ
ゆ
〔
冬
一
ゆ
仂
6
ず
0
=
⑩
ゆ
m
N
鴨
、
習
ゆ
ヨ
ゆ
ヨ
乏
N
出
ル
又
ゆ
=
舎
、
仁
二
含

ず
Φ
{
吊
才
鴨
ゆ
ル
曾
m
井
片
F
ル
円
子
=
島
ゆ
m
円
一
N
ヨ
ヨ
Φ
マ
0
=
含
乏
ゆ
=
曾
=
巴
、
含

仂
0
-
=
Φ
、
 
N
二
ゆ
ヨ
ゆ
国
一
切
ゆ
=
区
N
冒
円
、
ル
一
ゆ
曾
ル
Φ
ヨ
 
0
ゆ
曾
ヨ
m
ゆ
ユ
ゆ
誘
ゆ
一
ず
曾

ゆ
ヨ
⑩
ゆ
{
仁
等
§
呉

(
訓
)

こ
れ
は
圧
植
省
略
の
例
で
、
「
こ
れ
を
拾
ひ
て
立
ち
あ
が
り
、
柱
の
鉄
鈎
に
む

す
び
か
け
て
自
ら
縊
れ
む
と
ぞ
し
た
り
け
る
。
」
と
簡
潔
で
あ
る
。
相
良
訳
「
前

に
も
一
言
っ
た
よ
う
に
、
彼
は
柱
に
も
た
れ
て
立
っ
て
い
た
が
、
意
を
決
し
て
、

自
分
を
憂
世
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
さ
せ
て
く
れ
る
、
こ
の
縄
を
ば
柱
頭
の
絞
釘

に
ひ
っ
か
け
た
。
」
同
様
に
、

円
0
ヨ
ヨ
0
=
N
ず
ヨ
〕
o
m
ゆ
ず
含
、
=
N
n
豆
Φ
ヨ
m
-
6
ず
ず
ゆ
一
住
ゆ
ヨ
ル
一
ゆ
切
Φ
=
則
ゆ
井
N
δ
=
・

九
八

言
=
ゆ
=
m
-
=
-
m
δ
ず
冬
曾
今
ル
曾
m
δ
哀
才
亘
一
曾
ず
含
ヨ
ン
ヨ
、
号
ユ

「
、
セ
ロ
ニ
モ
は
ジ
ヨ
セ
フ
工
が
手
を
執
り
て
。
」
傍
線
の
部
分
が
完
全
に
省
略
さ

れ
て
い
る
。
相
良
訳
「
こ
う
し
た
黙
考
に
も
飽
い
た
イ
エ
ロ
ニ
モ
と
ヨ
ゼ
ー
フ
エ

は
、
手
を
携
え
て
」
省
略
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
が
な
い
と
文
意
不
明
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。

円
N
獣
ず
=
ゆ
ヨ
曾
一
Φ
§
如
ゆ
一
仂
で
一
ゆ
一
ゆ
ぐ
0
ヨ
言
如
Φ
ず
Φ
昂
ヨ
↓
N
一
含
一
冨
含
・

一

m
δ
ず
ゆ
=
、
五
一
ゆ
ヨ
N
=
 
m
0
出
m
一
冒
ユ
円
 
n
ゆ
m
ゆ
=
m
δ
亘
一
乏
Φ
三
⑩
⑩
魯
δ
三
ゆ
一
亘
一
ゆ
、

じ
ん
き
や
う

「
:
・
多
く
は
仁
侠
の
ふ
る
ま
ひ
に
似
た
る
奇
行
な
ど
な
り
。

書
き
換
え
の
例
で
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森
鴎
外
研
究
1
翻
需
を
め
ぐ
っ
て
ー

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
相
楚
の
も
と
に
、
り
ル
ケ
の
『
白
』

を
検
証
す
る
。
す
る
と
早
速
移
動
の
例
が
見
出
さ
れ
る
。

即
 
N
曾
ユ
円
Φ
m
片
=
ゆ
ヨ
ゆ
N
員
贄
ゆ
件
ゆ
N
P
 
{
N
=
ル
含
含
え
N
民
ず
旨
円
姦
⑳
一
片
=

仁
且
 
m
丑
婁
今
§
路
 
1
 
N
易
号
ヨ
剛
ゆ
易
興
需
一
昂

如
=
δ
冨
{
0
一
鴨
含
住
ゆ
ヨ
⑩
一
一
旦
含
住
含
ヤ
仁
臭
一
ヨ
血
一
ゆ
ず
一
N
m
m
ゆ
、
ヨ
今
一
中

m
N
映
含
ユ
ゆ
冨
等
N
-
N
=
ユ
誓
ミ
一
、
ヨ
五
含
ゆ
三
一
Φ
{
m
一
含
↓
巴
m
一
ゆ
一
一
含
仂
n
ず
コ
ゆ
曾
ゆ
m
一
ゆ

乏
一
ゆ
m
6
亘
仁
§
如
ゆ
ズ
一
誘
曾
一
N
如
曾

,
紙
巻
烟
草
に
火
を
附
け
て
見
た
が
、
そ
の
煙
が
な
ん
と
も
い
へ
な
い
ほ
ど
厭

水
内
透

に
な
つ
た
の
で
、
窓
か
ら
烟
草
を
、
遠
く
へ
飛
ん
で
行
く
や
う
に
投
げ
棄
て
た
。

外
は
色
の
白
け
た
、
な
ん
と
い
ふ
こ
と
も
な
い
三
月
頃
の
野
原
で
あ
る
。
谷
間

の
や
う
に
窪
ん
だ
所
に
は
、
汚
れ
た
布
団
を
敷
い
た
や
う
に
、
雪
が
消
え
残
っ

て
ゐ
る
。
投
げ
た
烟
草
の
一
点
の
火
が
輪
を
か
い
て
飛
ん
で
行
く
の
を
見
送
る

(
記
)

目
に
は
、
こ
の
外
の
景
色
が
這
入
つ
た
。
L
 
原
文
で
は
前
の
節
に
あ
る
「
大
き

な
輪
を
か
い
て
」
(
冒
冬
含
岳
ヨ
切
0
⑩
含
)
と
い
う
表
現
が
、
次
の
節
に
移
さ
れ

た
か
ら
、
「
飛
ん
で
行
く
」
が
二
度
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

即
冨
§
ヨ
乙
含
巨
仂
浮
曾
〕
N
ミ
冒
兇
琵
戸
1
如
三
ミ

ヨ
ゆ
ヨ
N
-
m
ぐ
一
Φ
三
ず
二
鵬
兇
ず
N
豆
、

「
弟
は
自
分
よ
り
七
年
後
に
、
晩
年
の
父
が
生
ま
せ
た
子
で
あ
る
。
元
か
ら
余

り
気
に
入
ら
な
い
。
し
こ
れ
は
加
筆
の
例
で
、
「
晩
年
の
父
が
生
ま
せ
た
」
と
附

加
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
非
常
に
輪
郭
が
鋭
く
な
っ
た
。
会
津
訳
は
「
ず
っ
と

(
2
)

後
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
」
と
な
っ
て
い
る
。

↓
ず
ゆ
0
ル
又
司
ヨ
片
:
.
乏
N
二
Φ
一
ゆ
N
ニ
ル
円
 
m
n
ず
冬
ゆ
=
ゆ
、
ず
一
m
m
ゆ
一
出
ゆ
ン
仁
如
含
 
m
片
ず
ヨ

ル
ゆ
ヨ
ぜ
仁
=
冨
一
ル
ゆ
m
 
え
N
巨
ゆ
m
N
E
ゆ
δ
ミ
N
ニ
ル
ゆ
=

い
所
に
這
入
つ
た
の
で
、
目
の
^
れ
る
ま
で
は
な
ん
に
も
見
え
な
か
っ
た
。
L

傍
線
の
部
分
が
解
り
易
い
よ
う
に
付
加
さ
れ
て
い
る
。

)
=
ヨ
讐
ハ
ず
含
冨
言
一
Φ
曾
血
一
Φ
則
0
⑳
曾
鉄
え
P
 
乏
ゆ
一
n
=
ゆ
一
亘
兇
如
Φ
急
ず
円

ミ
ル
曾
則
N
=
誘
一
Φ
一
如
プ
一
昆
仁
m
肆
豆
含

こ
れ
は
誤
訳
の
例
で
「
次
第
に
向
側
に
あ
る
、
停
車
場
の
出
口
の
方
へ
行
く
扉

が
見
え
て
く
る
。
」
の
、
停
車
場
は
間
違
い
で
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
が
正
し
い
。

ン
一
m
ゆ
ず
ゆ
三
ゆ
ユ
円
ゆ
一
出
邑
ゆ
m
亘
m
一
ゆ
ヨ
住
婁
=
0
ず
一
ゆ
、
片
一
当
映
ゆ
冒
ゆ
m
一
一
ヨ
ヨ
ゆ

N
仁
m
ル
円
団
δ
片
ゆ
一
>
U
山
m
ず
一
含
ル
ゆ
一
m
9
 
1
ぐ
曾
N
ゆ
一
=
曾
 
m
一
ゆ
.
<

「
フ
ィ
ン
ク
は
:
・
闌
の
上
に
立
つ
て
待
△
口
室
の
中
を
見
た
。
明
る
い
所
か
ら
暗

「
又
一
本
の
マ
ツ
チ
を
摩
つ
た
の
が
、
ぷ
す
ぷ
す
と
い
つ
て
燃
え
上
が
つ
た
時

隅
の
方
で
こ
ん
な
こ
と
を
い
ふ
の
が
聞
え
た
。
「
ま
ぶ
し
い
事
ね
。
」
L
 
省
略
の

例
。
こ
の
文
の
後
に
続
く
「
失
礼
」
と
か
「
御
免
な
さ
い
」
と
い
う
一
言
葉
が
何

(
迅

故
か
訳
さ
れ
て
い
な
い
。

剛
ヨ
オ
凄
ず
=
ゆ
、
五
N
、
住
一
ゆ
二
ゆ
ず
ゆ
一
ゆ
一
m
ゆ
m
才
ヨ
ヨ
ゆ
住
器
 
N
=
m
N
ゆ
切
又
0
δ
ず
曾
ず
N
井
ゆ
、

冬
山
m
一
ず
=
獣
=
⑩
m
住
等
ゆ
.
ン
ず
円
ル
ゆ
二
ゆ
曾
一
ゆ
仂
昇
N
、
住
含
乏
一
血
ゆ
ヨ
ゆ
則
=
誘
ハ
ず
三
・

島
讐
=
⑳
五
習
四
昌
喜
一
亘
で
巨
N
一
片
ず
巴
一
ゆ
m
 
d
=
=
含
ヨ
一
片
ず
ゆ
、

「
フ
ィ
ン
ク
は
か
う
思
つ
た
。
己
の
腹
の
中
で
思
ふ
事
を
、
あ
の
可
哀
ら
し
い

-
0
0

(
四

静
か
な
声
が
言
ひ
現
は
し
て
ゐ
る
の
だ
な
。
な
ん
だ
か
不
気
味
な
言
草
だ
。
さ

ご
ん

う
は
思
っ
た
が
一
番
し
ま
ひ
に
云
つ
た
一
言
で
、
そ
の
不
気
味
な
処
は
無
く
な

つ
て
し
ま
つ
た
。
L
傍
線
の
部
分
が
原
文
に
は
な
く
、
加
筆
と
な
っ
て
い
る
。
恐

ら
く
前
の
節
の
文
意
(
腹
の
中
・
:
)
を
強
め
る
た
め
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
幾
つ
か
取
り
出
し
て
み
た
が
、
予
想
通
り
、
加
筆
や
省
略
は
雅
文
体

の
場
合
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
書
き
換
え
も
極
め
て
少
な
く
、
原
文
に
近
い
忠
実

な
訳
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
に
は
言
文
一
致
体
に
な
る
と
、

日
本
語
も
原
文
に
合
わ
せ
る
傾
向
が
強
く
出
て
来
て
、
日
本
語
と
し
て
の
り
ズ
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ム
を
余
り
考
え
る
必
要
の
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
先
に
挙
げ
た

「
^
洋
の
句
法
の
^
^
」
が
可
^
叱
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、

あ
る
程
度
文
体
が
確
立
す
る
と
、
翻
訳
と
創
作
と
の
差
異
も
認
識
さ
れ
始
め
た

の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
同
じ
言
文
一
致
体
で
も
、
雅
文
体
に
移
る
前
の
、
つ
ま
り
『
水
沫
集
』

に
収
録
さ
れ
た
う
ち
の
、
明
治
二
十
二
年
中
に
訳
さ
れ
た
作
品
 
1
 
先
に
挙
げ

た
『
緑
葉
歎
』
『
玉
を
懐
い
て
罪
あ
り
』
の
他
に
『
新
浦
島
』
『
洪
水
』
 
1
に
お

い
て
は
少
々
事
実
が
異
な
る
。
雅
文
体
の
場
合
と
同
様
「
自
声
な
要
素
が
非

常
に
多
い
の
で
あ
る
。
最
も
は
な
は
だ
し
い
の
は
『
玉
を
懐
い
て
罪
あ
り
』
で
、

大
幅
な
省
略
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
冒
頭
部
分
が
、

ン
n
宅
一
N
 
冨
N
二
一
己
円
ゆ
、
片
ず
冬
ゆ
一
、
冒
、
ル
N
、
一
=
ゆ
m
m
四
含
、
一
一
ゆ
ず
ゆ
燭
益
F
 
m
o

m
ゆ
牙
一
ず
一
同
三
ゆ
豊
冒
ゆ
讐
ぐ
ゆ
誘
一
ゆ
一
一
含
一
益
n
ず
一
ゆ
一
一
n
ず

名
Φ
一

W
N
 
牙
言
哥
円
一
習
ル
ゆ
曾
舎
一
昇
言
ユ
一
耳
ヨ
=
同
三
曾
工
異
仂
ら
ミ
一

N
=
含
=
一
ヨ
エ
N
仁
m
ゆ
m
含
ユ

「
そ
の
声
は
マ
ル
チ
ニ
エ
、
ル
さ
ん
の
声
じ
や
な
い
か
。
私
は
貴
君
が
御
主
人

た
つ
た

と
唯
二
人
で
御
出
の
こ
と
は
、
よ
く
知
っ
て
居
ま
す
。
何
も
怖
い
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
」
と
な
っ
て
い
て
、
傍
線
の
部
分
の
省
略
は
、
な
る
ほ
ど
事
件
に
本

質
的
に
は
影
響
が
な
い
も
の
の
、
少
し
多
す
ぎ
る
印
象
を
与
え
る
。
ち
な
み
に

吉
田
六
郎
氏
の
訳
を
引
用
す
る
と
、
か
な
り
長
く
な
っ
て
い
る
。
「
お
お
ノ
.
マ
ル

テ
ィ
ニ
エ
ー
ル
さ
~
隠
し
て
も
だ
め
で
す
よ
。
い
く
ら
作
り
声
を
し
て
も
、

あ
な
た
は
マ
ル
テ
ィ
ニ
エ
ー
ル
さ
ん
で
す
。
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
は
田
舎
へ
行
っ
て

い
て
、
^
に
い
る
の
は
あ
な
た
と
ご
主
人
さ
ま
だ
け
、
と
い
う
こ
と
が
、
^
に

は
わ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。
」

時
に
は
^
ペ
ー
ジ
に
一
旦
る
大
幅
な
省
略
も
珍
ら
し
く
な
い
。
ま
た
『
即
^
<
^

人
』
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
和
歌
調
の
響
も
あ
れ
ぱ
、
漢
文
体
も
あ
る
。
例
え
ば

ス
キ
ユ
デ
リ
ー
孃
の
歌
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
証
中
の
歌
、

d
二
 
N
ヨ
旦
ρ
癌
§
一
ヨ
一
ゆ
m
ぐ
0
一
Φ
=
誘

=
、
ゆ
m
一
で
9
ヨ
 
9
管
ゆ
ル
ゞ
昌
0
Ξ

よ
す

「
人
目
を
忍
ぶ
通
ひ
路
に
、
寄
る
白
波
避
く
と
い
へ
ぱ
、
思
の
海
に
浮
き
沈

はみ
、
慕
ふ
甲
斐
こ
そ
な
か
り
け
れ
」
と
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
ボ
ワ
ロ
ー
の
竺
一

句
は
、

一
Φ
轟
理
で
ゅ
三
合
ゆ
一
皀
ゆ
ミ
m
=
、
m
=
ゆ
冒
m
ぐ
益
需
ヨ
ず
一
N
ず
一
ゆ

は
「
凡
天
下
之
信
、
未
必
似
信
矣
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
六
郎
氏
も
歌
の

お

方
は
「
ぬ
す
び
と
を
お
そ
る
る
恋
の
ま
す
ら
男
は
、
こ
い
す
る
こ
と
に
ふ
さ
わ

し
か
ら
じ
」
と
短
歌
風
に
訳
し
、
警
句
ば
「
真
実
は
時
と
し
て
真
実
ら
し
か
ら

ぬ
こ
と
が
あ
る
0
」
と
し
て
い
る
0

9
、
「
誤
訳
批
判
」
以
上
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ

ゆ
る
崇
問
題
は
小
説
の
場
合
に
は
比
較
的
少
な
く
て
、
戲
曲
の
場
合
に
と
か

く
批
判
、
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、

鴎
外
の
翻
訳
法
は
元
来
、
誤
訳
の
危
険
を
孕
ん
で
い
る
。
先
に
見
た
「
鎮
西
の

一
山
人
」
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
軽
く
反
論
さ
れ
、
撃
退
さ
れ
た
が
、
本
当
の
誤

訳
も
鉦
軍
ノ
く
な
い
。
ま
し
て
自
信
の
強
さ
が
、
し
ば
し
ば
無
用
の
反
感
を
買
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
創
作
、
翻
訳
が
最
も
精
力
的
に
発
表
さ
れ
て
い
た
明
治
未
年

か
ら
大
正
の
初
め
に
か
け
て
の
、
木
村
も
の
と
い
わ
れ
る
短
編
小
説
に
も
そ
の

一
端
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
木
村
も
毎
日
新
聞
で
悪
口
を
言
は
れ
て
ゐ
る
。
一
時
多
く
翻
訳
を
し
た
の

で
、
翻
訳
家
と
云
ふ
肩
書
を
附
け
ら
れ
た
。
:
・
只
翻
訳
だ
け
は
好
い
と
し
て
助

け
て
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
っ
い
此
間
勇
猛
な
批
評
家
が
出
て
、
木
村
の
翻
訳
は

N
 
ル
N

山
陰
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研
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森
鴎
外
研
究
1
翻
需
を
め
ぐ
っ
て
ー

誤
訳
だ
ら
け
だ
と
喝
破
し
た
。
そ
い
つ
が
大
受
で
あ
つ
た
。
木
村
を
弁
護
す
る

人
で
も
、
誤
訳
で
な
い
ま
で
も
拙
訳
だ
と
云
っ
た
。
:
・
そ
こ
で
今
は
木
村
に
新

し
い
一
肩
書
が
出
来
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
「
誤
訳
者
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
」
(
田
楽

豆
腐
)こ

の
誤
訳
だ
ら
け
と
酷
評
さ
れ
た
翻
訳
は
、
右
の
引
用
の
す
ぐ
後
に
、
「
聖
書

の
や
う
だ
と
云
ふ
ぁ
の
本
で
も
、
フ
ァ
ラ
ン
ク
ス
と
云
ふ
ギ
リ
シ
ア
語
の
性
と

云
ふ
も
の
が
間
違
っ
て
ゐ
た
の
を
、
・
:
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
0
「
勇
猛
な
批
評
家
L
 
と
は
そ
う
な
る
と
、
当
時

慶
応
大
学
教
授
で
あ
っ
た
向
軍
治
で
あ
ろ
う
。
雑
誌
『
新
人
』
に
「
新
著
月
旦

森
博
士
訳
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
評
す
」
と
題
し
て
、
ま
さ
に
こ
っ
ぴ
ど
く
や
っ

つ
け
て
い
る
。
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
訳
本
が
で
る
や
、
直
に
買
っ
て
見
る
と
、
杜
撰

極
ま
る
も
の
で
、
批
評
す
る
の
が
余
り
馬
鹿
々
々
し
く
な
つ
て
い
や
に
な
つ
て

し
ま
つ
た
。
・
:
森
博
士
の
独
逸
語
の
力
は
中
学
三
年
生
の
程
度
に
年
功
が
加
は

つ
た
と
云
ふ
だ
け
の
事
で
あ
る
、
・
:
白
痴
を
相
手
に
し
て
議
論
す
る
馬
鹿
者
も

(
2
)
,
、
、
゛

あ
る
ま
い
か
ら
・
・
・
」
批
評
と
い
う
よ
り
罵
倒
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
し
か
し
誤

訳
の
指
摘
は
正
確
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
鴎
外
が
『
不
一
寺
叢
』
で
、
他
の
数
人

の
名
と
と
も
に
彼
の
名
を
挙
げ
て
感
謝
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
ょ
る

と
、
ぐ
0
誘
又
Φ
一
の
七
九
1
八
0
行

ご
一
ゆ
 
n
ゆ
的
曾
乏
N
二
ぐ
0
=
ゆ
ヨ
ゆ
ヨ
ず
益
ぐ
含
野
N
ず
曾

-
m
-
、
ユ
獣
n
ず
二
n
ず
、
一
号
円
 
N
民
ず
火
ず
0
づ
審
N
m

「
作
者
に
ち
や
ん
と
し
た
人
が
ゐ
る
と
云
ふ
の
は
、

^
に
角
^
^
の
^
方
だ
と
、
わ
た
く
し
に
は
田
^
は
^
ま
す
。
」

の
う
ち
の
「
作
者
」
は
役
者
の
問
違
い
で
あ
る
と
認
め
て
、
「
向
君
に
は
私
は
ま

だ
礼
を
云
は
ず
に
ゐ
る
。
新
人
の
書
振
で
は
、
私
な
ん
ぞ
が
礼
を
言
つ
た
つ
て

水
内
透

受
け
ら
れ
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
兎
に
角
こ
こ
で
感
謝
の
意
だ
け
発
表
し
て

置
く
。
」
と
鷹
揚
に
書
い
て
い
る
。
何
か
勝
負
あ
っ
た
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
同

じ
木
村
も
の
で
別
な
小
品
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
少
々
色
合
が
異
っ
て
い
る
。

「
あ
れ
で
翻
訳
は
旨
い
の
だ
と
云
ふ
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」

"
な
に
。
古
株
だ
と
云
ふ
丈
で
す
よ
。
脚
本
な
ん
ぞ
は
下
手
長
く
て
、
問
が
あ

く
の
で
す
。
」

「
一
字
も
残
さ
な
い
や
う
に
訳
す
る
の
で
、
長
く
な
る
の
だ
と
云
ふ
こ
と
だ
。
L

「
で
は
忠
実
な
の
ね
。
」

"
と
こ
ろ
が
臆
病
な
の
で
す
。
誤
訳
だ
と
云
っ
て
、
指
樋
さ
れ
な
い
や
う
に
す

る
か
ら
、
長
く
な
り
ま
す
。
」
(
不
思
議
な
鏡
)

実
際
に
鵬
外
の
訳
に
対
し
て
長
い
と
い
う
批
判
の
事
実
が
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
は
解
ら
な
い
。
し
か
し
ち
ょ
つ
と
考
え
て
み
て
も
有
り
乍
侍
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
に
繰
返
し
見
て
来
た
よ
う
に
、
鵬
外
の
訳
の
本
領
は
自
由
な
意
訳
に

あ
っ
て
、
誤
訳
だ
と
指
摘
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
神
経
質
さ
は
想
像
出
来
な
い

か
ら
で
あ
る
。

「
影
塑
白
」
だ
鴛
訳
も
訳
の
う
ち
で
あ
る
。
翻
訳
に
は
所
詮
誤
訳
が

0
、

1
つ
き
も
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
価
値
評
価
に
際
し
て
正
確
さ
を
中
心
に
置
か
ず
、

影
響
に
置
い
て
考
え
て
み
る
の
も
一
っ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
「
鴎
外
の
訳
文
が
現

代
の
文
章
に
大
き
な
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
文
壇
諸
家
の
斉
し
く

認
め
る
所
で
あ
る
。
」
そ
し
て
中
で
も
『
即
興
詩
人
』
が
我
国
で
は
長
く
愛
読
さ

れ
て
来
た
事
実
は
先
に
述
べ
た
。
作
家
の
中
で
も
、
例
え
ば
正
宗
白
鳥
が
青
年

期
に
こ
の
作
品
に
熱
中
し
た
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
若
い
男
女
の
恋
を
描

て
、
情
景
兼
ね
具
は
っ
た
小
説
は
、
明
治
い
ら
い
『
即
興
詩
人
』
に
及
ぶ
も

い

-
 
0
二
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兪
)

の
は
無
か
っ
た
。
」
島
田
氏
も
こ
の
作
品
の
引
起
し
た
大
き
な
感
激
影
響
を

語
っ
て
い
る
。
「
鴎
外
訳
本
『
即
器
人
』
ぐ
ら
い
影
響
の
広
い
例
は
珍
し
か
ろ

露
)

(
託
)

と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
訳
業
の
値
打
ち
は
影
響
の
中
に
あ
る
。
」
と
説
く
石
川
淳

氏
に
ょ
る
と
、
『
諸
国
物
語
』
の
方
が
は
る
か
に
功
績
は
大
で
あ
る
。
同
氏
は
『
諸

国
物
語
』
が
、
当
時
(
大
正
十
四
年
)
中
学
生
だ
っ
た
同
氏
に
如
何
に
大
き
な

衝
撃
を
与
え
た
か
を
語
り
、
そ
れ
ま
で
に
『
即
興
詩
人
』
を
暗
調
す
ら
す
る
程

愛
読
し
て
い
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
後
そ
の
長
急
速
に
薄
れ
て
ゅ
く

の
を
覚
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
匝
西
す
れ
ぱ
、
其
一
『
即
興
詩
人
』
は
も
っ

と
も
広
く
読
ま
れ
、
も
っ
と
も
多
く
愛
さ
れ
、
記
調
さ
れ
、
伝
播
さ
れ
た
に
も

係
ら
ず
、
そ
れ
が
日
本
文
学
の
現
場
に
及
ぽ
し
た
影
響
の
度
合
は
き
わ
め
て
ょ

わ
く
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
断
{
疋
し
て
い
る
。
こ
の

一
見
奇
妙
な
主
張
は
、
『
即
興
詩
人
』
に
「
万
人
の
う
ち
に
共
通
の
詩
情
を
喚
起

さ
せ
る
と
い
う
教
化
的
功
績
」
は
認
め
る
の
だ
が
、
一
般
に
優
れ
た
芸
術
作
品

が
そ
の
鑑
賞
者
に
与
え
る
感
動
は
、
単
に
そ
の
内
部
の
一
事
件
に
留
っ
て
い
て

は
な
ら
な
い
と
し
て
、
「
今
度
は
享
受
者
み
ず
か
ら
の
仕
事
に
於
て
再
生
さ
れ
、

実
現
さ
れ
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
イ
と
な
る
、
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
『
即
興

詩
人
』
は
そ
う
い
う
種
類
の
感
動
は
生
み
出
し
て
い
な
い
、
創
造
的
影
響
は
及

ぽ
し
て
い
な
い
と
い
う
。

具
体
的
に
い
う
と
「
小
説
概
念
の
変
動
の
歴
史
の
上
で
、
以
前
の
翻
訳
小
説

は
『
諸
国
物
語
』
の
時
期
に
来
る
ま
で
の
準
備
で
し
か
な
い
よ
う
な
影
響
を
与

え
た
に
と
ど
ま
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
:
・
し
か
る
に
『
諸
国
物
語
』
以
後
小

説
と
は
何
か
と
い
う
考
え
に
革
命
か
起
っ
た
」
の
で
あ
る
。
様
々
な
流
派
の
短

編
の
見
本
が
提
示
さ
れ
て
、
性
質
で
も
様
式
で
も
、
当
時
の
日
本
文
学
に
突
然

導
入
さ
共
色
々
な
作
者
の
「
心
に
ま
で
沈
ん
で
行
っ
て
」
新
し
い
課
題
を
、

小
説
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
正

の
初
年
に
お
け
る
、
日
本
文
学
が
坪
内
造
遥
の
『
小
説
神
髄
』
以
来
連
綿
と

し
て
遵
守
し
、
半
ば
伝
統
と
化
し
て
来
た
り
ア
リ
ズ
ム
が
、
つ
ま
り
日
本
文
学

の
ほ
と
ん
ど
宿
命
と
ま
で
思
わ
れ
た
告
白
的
創
作
、
あ
の
自
然
主
義
の
世
界
が
、

何
ら
の
文
学
的
宣
言
と
か
理
論
的
批
判
に
ょ
る
こ
と
も
な
く
揺
ら
ぎ
始
め
、
崩

(
包

さ
れ
始
め
た
経
過
を
指
す
ら
し
い
。
例
え
ぱ
芥
川
龍
之
介
と
か
谷
崎
潤
一
郎
の

登
場
を
示
唆
す
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
そ
の
跡
を
辿
る
余
裕
は
も
は

や
な
い
。
他
日
を
期
し
た
い
。

鵬
外
の
翻
訳
は
優
雅
な
和
文
調
か
ら
口
語
調
へ
の
道
を
歩
み
つ
?
基
本
的

に
日
本
語
、
日
本
文
学
へ
の
寄
与
を
念
頭
に
置
ミ
日
本
語
の
発
想
を
軸
に
据

え
た
自
由
な
訳
業
で
あ
っ
た
。
明
治
以
降
多
く
の
翻
訳
が
よ
か
れ
、
悪
し
か

れ
、
旧
来
の
日
本
語
に
な
か
っ
た
新
し
い
文
脈
を
作
り
出
し
、
豊
か
な
貢
献
を

し
て
来
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
し
、
ま
た
現
代
に
至
っ
て
、
原
文
の
意
味
、
思

想
内
容
の
把
握
の
追
求
は
ま
す
ま
す
精
密
の
度
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

代
り
確
実
に
脱
け
落
ち
て
来
た
も
の
が
あ
る
。
翻
需
と
い
う
特
殊
な
文
体
が

発
明
さ
れ
て
、
文
学
性
の
犠
牲
の
も
と
に
特
定
の
傾
向
だ
け
が
肥
厚
し
て
来
た

の
で
あ
る
。
「
原
作
の
色
彩
や
音
律
や
香
気
を
失
っ
た
翻
譯
、
即
ち
魂
の
な
い
形

骸
に
出
遭
ふ
時
、
我
々
は
幻
滅
の
非
哀
を
感
せ
ざ
る
を
乍
侍
な
い
。
:
・
一
度
こ
の

巨
匠
の
神
魂
と
霊
筆
を
通
し
て
譯
出
さ
る
る
時
は
、
燦
烱
た
る
光
輝
の
中
に
、

原
作
は
そ
の
姿
態
を
現
し
盡
す
。
L
 
余
林
林
太
郎
譯
文
集
)
こ
れ
は
宣
伝
文
句
だ

゛
)
、

が
、
そ
れ
に
つ
き
も
の
の
誇
張
を
承
知
の
上
で
、
現
代
の
偏
向
の
指
摘
に
注
目

す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
先
に
『
即
興
詩
人
』
の
訳
を
問
題
視
し
た
が
、

現
在
で
は
む
し
ろ
鵬
外
の
自
由
な
翻
訳
を
再
評
価
す
べ
き
時
が
来
て
い
る
の
で

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
九
号

一
九
九
三
年
三
月

-
0
三
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森
鴎
外
研
究
1
翻
訳
論
を
め
ぐ
っ
て
ー

は
な
し
力

注
(
1
)
「
鼎
軒
先
生
」

明
治
四
十
四
年

鴎
外
選
集
岩
波
書
店
第
十
六
巻
解
説
一
九
七
九

(
2
)
小
堀
桂

郎

年
三
七
七
頁

(
3
)
『
水
沫
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
悪
因
縁
」
は
ク
ラ
イ
ス
ト
の
原
作
を

「
ザ
ン
ク
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
島
の
婚
約
L
 
と
い
い
、
鴎
外
は
こ
れ
を
ラ
イ

)
、

し

プ
チ
ッ
ヒ
で
の
夏
休
中
経
ん
で
「
驚
魂
動
呪
之
文
字
」
と
記
し
て
い

る
。
(
小
堀
三
八
一
頁
)

(
4
)
森
鵬
外
と
エ
ド
ム
ン
ト
・
ナ
ウ
マ
ン
の
日
本
開
化
論
争
包
ヨ
暑
ル

Z
N
巨
異
戸
習
ユ
言
ル
ぐ
0
一
片
ユ
円
〕
N
冒
ヨ
m
n
ず
曾
一
易
ゆ
一
帋
牙
ゆ
井

え
一
ヨ
讐
0
冨
又
一
一
ご
一
ゆ
乏
N
亘
含
二
ず
曾
Z
昔
で
号
ゆ
零
.
「
比
較
文
学
研

究
』
玲
B
 
朝
日
出
版
社
一
九
六
七
年
十
一
月

(
5
)
『
水
沫
集
』
は
基
本
的
に
翻
訳
集
だ
が
、
そ
の
中
に
創
作
で
あ
る
ド
イ
ツ

三
部
作
が
特
別
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
さ
り
げ
な
く
配
置
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
翻
訳
で
あ
れ
、
創
作
で
あ
れ
、
文
体
の
模
索
に
苦
労

し
て
い
た
か
ら
、
そ
こ
に
意
識
が
集
中
し
て
、
取
り
た
て
て
区
別
す
る

こ
と
は
<
忍
頭
に
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。

な
お
新
潮
日
本
文
学
小
辞
曲
<
(
注
(
W
)
)
の
言
文
一
致
運
動
の
項
目

を
見
る
と
、
慶
応
二
年
(
一
八
六
さ
か
ら
明
治
十
六
年
(
一
八
△
己

が
発
生
期
で
、
明
治
十
七
年
S
二
二
年
(
一
八
八
九
)
が
鹿
鳴
館
時
代

の
欧
化
万
能
の
風
潮
の
強
い
時
期
で
活
発
に
な
る
が
、
以
後
S
二
七
年

(
一
八
九
四
)
は
反
動
期
に
入
り
、
明
治
三
三
S
四
二
年
(
一
九
0
九
)

に
は
文
壇
学
界
、
教
育
界
の
全
般
に
亘
っ
て
口
語
体
が
普
及
し
た
時

代
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
鴎
外
の
変
化
は
ほ
ぽ
こ
れ
に
呼
応
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
0

(
6
)
磯
貝
英
夫
「
文
章
語
と
し
て
の
『
言
文
一
致
』
L
『
国
文
学
』
第
二
十
五

巻
十
号
昭
和
五
十
五
年
八
月
五
十
一
頁

(
7
)
野
口
武
彦
「
小
説
の
日
本
語
」
日
本
語
の
世
界
十
三
昭
和
五
十
五
年

中
央
公
論
社
一
四
0
頁

(
8
)
神
西
清
「
二
葉
亭
の
翻
訳
態
度
」
岩
波
文
庫
「
あ
ひ
ゞ
き
・
片
恋

.

奇
遇
」
解
説
一
九
五
五
年
一
九
七
頁

(
9
)
「
明
治
翻
訳
文
学
集
L
明
治
文
学
全
集
七
昭
和
四
十
七
年
築
摩
書
房

三
九
四
頁

(
N
)
新
潮
日
本
文
学
小
辞
典
「
言
文
一
致
運
動
」
昭
和
四
十
三
年
新
潮

社

(
Ⅱ
)
村
出
吉
廣
「
漢
文
脈
の
問
題
1
西
欧
の
衝
撃
の
な
か
で
」
『
国
文
学
』

第
二
十
五
巻
昭
和
五
十
八
年
八
月
四
十
一
頁

(
撃
神
西
清
一
九
二
頁

(
撃
神
西
清
一
九
四
頁

(
U
 
石
橋
忍
月
支
学
需
柵
艸
紙
石
橋
忍
月
評
論
集
岩
波
文
庫
一

九
三
九
年
九
四
頁

(
而
)
乏
0
一
枯
曾
⑳
仂
今
讐
0
ヨ
「
レ
ッ
シ
ン
グ
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
小
言
二

つ
三
つ
」
『
ひ
ろ
の
』
十
九
号
財
団
法
人
ド
イ
ツ
語
学
文
学
振
興
会

一
九
七
九
年
十
三
頁

(
M
)
シ
ャ
モ
ニ
氏
は
日
本
の
「
翻
訳
者
に
蓄
積
(
先
輩
の
仕
事
を
批
判
的
に

継
承
し
て
ゆ
く
)
の
意
識
が
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
と
言
い
、

「
「
教
会
も
祭
壇
も
」
と
い
う
の
は
原
文
の
意
味
を
訳
し
た
の
で
は
な

水
内
透

-
 
0
四

〔25幻



単
語
を
製
肌
し
た
も
の
と
い
ぇ
る
。
し
と
手
厳
し
い
0
 
更
に
「
『
ナ
ー

、

くタ
ン
』
の
一
局
雅
な
韻
文
は
日
本
語
の
何
に
代
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
?
」
と

問
い
、
日
本
の
翻
訳
は
「
い
ず
れ
も
原
文
と
は
ほ
ど
遠
い
、
く
だ
く
だ

し
い
論
文
体
と
身
内
同
志
の
お
し
ゃ
べ
り
口
調
の
混
合
体
で
あ
る
の
に

失
望
し
た
・
:
し
と
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
訳
者
の
一
人
で
あ
る
浜
川
氏
が
『
ひ
ろ
の
』
二
十
号

で
、
自
分
の
翻
訳
の
態
度
は
鴎
外
が
「
訳
本
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
つ
い
て
」

で
述
べ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、
従
っ
て
あ
ら
か
じ
め
先
訳
に
目
を

通
す
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
「
様
式
や
文
体
を
移
す
こ
と
が
不
可
能
だ

か
ら
と
い
っ
て
意
味
内
容
な
い
し
、
思
想
内
容
の
紹
介
ま
で
断
念
す
る

必
要
は
な
い
。
」
と
反
論
し
た
。
シ
ャ
モ
ニ
氏
は
『
ひ
ろ
の
』
二
十
盲
ぢ

に
こ
れ
に
対
す
る
再
反
論
を
展
開
し
、
問
題
は
誤
訳
と
い
う
よ
り
悪
訳

に
あ
る
と
し
て
、
翻
訳
に
日
本
の
伝
統
で
あ
る
漢
文
訓
読
と
い
う
奇
妙

な
「
文
体
」
が
暴
力
を
振
る
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
レ
ッ
シ
ン
グ
だ
け
で

な
く
ド
イ
ツ
古
典
文
学
は
の
こ
ら
ず
声
に
出
し
て
始
め
て
生
き
て
く

る
。
L
「
思
う
に
、
正
し
い
翻
訳
法
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
。
も
う
一

度
坪
内
造
遥
、
二
葉
亭
四
迷
内
田
魯
庵
森
鵬
外
な
ど
が
示
し
た

則
X
又
ニ
ヨ
含
牙
斗
発
且
一
⑩
寄
=
に
も
ど
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と

述
べ
て
い
る
。

(
Ⅱ
)
「
翻
訳
の
田
葱
日
本
近
代
思
想
大
系
第
十
五
巻
一
九
八
九
年
岩
波

書
店

(
那
)
ド
イ
ツ
語
の
原
曲
ハ
は
ご
円
一
ヨ
又
0
ぐ
一
m
N
§
、
え
o
a
N
=
ぐ
0
昌
工
.
δ
.
す
・

ユ
円
給
=
.
司
一
ゆ
一
讐
m
五
ゆ
ヨ
ご
登
m
n
ず
曾
ヰ
ず
典
器
一
N
一
ぐ
0
=
エ
.
ご
含
ず
貿
,

鳥
ゞ
昔
N
枯
.
口
三
δ
X
 
言
ル
ぐ
円
一
N
⑩
ぐ
0
=
「
ず
=
昔
で
刈
Φ
δ
一
N
ヨ
甘
=
.
で
、

一
九
九
三
年
三
月

-
 
0
五

デ
ン
マ
ー
ク
語
か
ら
の
自
由
訳
と
は
あ
る
も
の
の
、
大
畑
訳
(
注
(
れ
)
)

と
比
較
し
た
限
り
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
原
文
と
異
な
っ
て
は
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
(
注
(
器
)
)

翁
)
島
田
謹
二
「
近
代
比
較
文
学
」
昭
和
三
十
一
年
光
文
社
第
豆
早
森

鴎
外
訳
「
即
器
人
」

(
加
)
ア
ン
デ
ル
セ
ン
「
即
興
詩
人
」
下
巻
森
鴎
外
訳
岩
波
文
庫
一
九

ハ
ハ
年
第
四
十
七
刷
二
六
七
頁
解
説

(
れ
)
ア
ン
デ
ル
セ
ン
"
即
興
詩
人
、
大
畑
末
吉
訳
岩
波
文
庫
昭
和
三
十

五
年

(
記
)
大
畑
訳
は
「
わ
た
く
し
は
べ
ル
ナ
ル
ド
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
だ
け
で
幸

福
で
し
た
。
か
れ
こ
そ
は
歌
姫
と
口
を
き
ミ
あ
ん
な
に
も
そ
ば
に
い

た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
な
っ
て
い
て
、
ド
イ
ツ
語
の
原
文
と
も
異

な
っ
て
い
る
。

(
器
)
澤
柳
大
五
郎
「
鴎
外
割
記
」
平
成
元
年
再
版
小
澤
書
店
一
八
九
頁

な
お
同
書
に
は
「
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
原
作
は
ど
ん
な
も
の
か
知
ら
な
い

゛
)
、

が
、
こ
の
デ
ン
ハ
ル
ト
と
か
い
ふ
人
の
独
逸
語
は
余
り
好
い
文
章
で
は

＼ノ

な
い
。
」
と
あ
り
、
更
に
『
即
興
詩
人
』
に
つ
い
て
、
「
最
初
の
方
は
か

な
り
忠
実
に
原
文
に
就
ミ
終
り
に
近
づ
く
に
随
っ
て
省
略
も
多
く
、

よ
り
自
由
に
訳
さ
れ
て
い
る
や
う
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

(
N
)
相
良
訳
「
そ
う
し
て
こ
の
イ
エ
ス
の
寺
院
に
集
ま
っ
た
す
べ
て
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
は
喚
い
た
。
『
石
で
う
て
ノ
.
石
で
殺
せ
ノ
.
』
」

(
鈴
)
相
良
訳
「
:
・
非
凡
の
行
為
の
実
例
の
み
で
あ
る
。
或
い
は
平
生
な
ん
の

注
意
も
惹
か
な
か
っ
た
男
が
惣
ち
口
ー
マ
武
士
の
よ
う
な
手
柄
を
現
し

た
こ
と
、
或
い
は
大
胆
不
敵
な
振
舞
と
か
危
険
を
物
と
も
し
な
か
っ
た

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
九
号
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森
鴎
外
研
究
1
翻
需
を
め
ぐ
っ
て
ー

こ
と
」

(
鈴
)
相
良
訳
「
ま
た
人
々
の
話
題
は
日
常
の
愚
に
も
つ
か
ぬ
茶
飲
み
話
し
と

は
ち
が
い
:
・
」

(
舒
)
相
良
訳
「
市
の
門
の
間
近
ま
で
来
た
が
、
ふ
と
見
れ
ば
、
イ
エ
ロ
ニ
モ

の
入
れ
ら
れ
て
い
た
獄
舎
も
こ
の
と
き
既
に
潰
れ
て
い
る
。
」

(
器
)
会
津
伸
訳
「
彼
は
た
ば
こ
に
火
を
つ
け
た
け
れ
ど
、
煙
に
我
慢
で
き
な

く
な
り
、
窓
か
ら
投
げ
棄
て
た
。
す
る
と
そ
れ
は
大
き
な
弧
を
描
い
て

飛
ん
で
い
っ
た
。
彼
の
視
線
は
か
す
か
に
ひ
か
る
点
を
追
っ
て
い
る
う

ち
に
、
色
根
せ
た
、
な
ん
と
も
い
い
よ
う
の
な
い
三
月
の
風
景
に
吸
い

こ
ま
れ
た
。
」

西
)
会
津
訳
「
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
、
七
っ
も
若
い
弟
に
対
し
て
、

^
^
だ
っ
て
^
^
心
な
ど
^
つ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
」

(
即
)
会
津
訳
「
テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ィ
ン
ク
は
・
:
待
合
室
の
な
か
の
暗
や
み
に

な
れ
る
ま
で
、
敷
居
の
と
こ
ろ
で
待
っ
た
。
」

(
釘
)
会
津
訳
「
ち
ょ
う
ど
、
ま
た
何
本
目
か
の
あ
た
ら
し
い
マ
ッ
チ
が
、
し
ゅ
つ

と
い
う
音
を
立
て
て
燃
え
あ
が
っ
た
と
き
、
暗
や
み
の
片
隅
か
ら
ひ
と

つ
の
声
が
響
い
て
き
た
。
「
ま
ぶ
し
い
で
す
わ
1
失
礼
で
す
が
。
L
L

八

(
訟
)
星
野
慎
一
「
、
ケ
ー
テ
と
鴎
外
」
潮
出
版
社
一
九
七
五
年
一

頁

(
認
)
澤
柳
一
九
四
頁

(
鈎
)
正
宗
白
鳥
「
ボ
林
鴎
外
に
つ
い
て
」
「
森
鵬
外
の
断
層
撮
影
像
」
引
用
至

文
堂
昭
和
五
十
九
年
三
四
二
頁

(
託
)
島
田
二
十
三
頁

(
託
)
石
川
淳
「
森
鵬
外
L
 
岩
波
文
庫
一
九
八
0
年
一
ご
二
頁

水
内
透

(
釘
)
小
堀
桂
一
郎
「
文
業
解
題
翻
訳
篇
L

三
八
頁

岩
波
書
店
一
九
八
二
年
一

-
 
0
六
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