
語
者
論

と
詩
教

「
語
者
－
読
者
」 育

　
（
一

）

の
受
容
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
　
立
　
悦
　
男

□
キ
ー
ワ
ー
ド
　
話
者
　
作
者
　
異
化
　
変
容
　
生
成
］

　
そ
し
て
、
法
則
化
⑧
国
語
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
、
一
般
化
さ
れ
た
概
念
で
あ

　
　
（
3
）

　
る
。
「
話
者
」
と
い
う
概
念
は
、
も
と
も
と
「
分
析
批
評
」
に
お
い
て
、
作
晶
を
作

1

　
詩
教
育
研
究
の
課
題
は
、
ポ
ス
ト
鑑
賞
論
の
詩
教
育
を
ど
う
作
り
あ
げ
て
い
く
か
、
　
　
者
か
ら
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
批
評
の
対
象
と
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
あ
る
。
私
は
、
ポ
ス
ト
鑑
賞
論
の
立
場
か
ら
、
こ
こ
数
年
、
「
異
化
⑧
変
容
⑧
生
　
　
念
で
あ
る
。

成
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
「
異
化
の
世
界
を
作
り
だ
す
詩
教
育
」
の
研
究
を
つ
づ
け
　
　
　
本
稿
の
「
話
者
」
研
究
と
、
西
郷
文
芸
学
や
分
析
批
評
と
の
違
い
は
、
「
作
者
1

　
　
（
1
）

て
き
た
。
本
稿
も
、
そ
の
研
究
の
一
編
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
話
者
」
を
区
別
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
詩
の
授
業
に
お
い
て
、

　
本
稿
で
は
、
「
話
者
」
を
め
ぐ
る
研
究
課
題
と
し
て
、
「
話
者
－
読
者
」
の
受
容
類
　
　
「
話
者
－
読
者
」
の
受
容
類
型
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
詩
教

型
に
っ
い
て
考
察
す
る
。
「
話
者
－
読
者
」
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
類
型
が
み
ら
　
　
育
研
究
に
お
い
て
、
「
話
者
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
い
え
ば
、
「
話
者
」
と
い
う
存
在
を

れ
る
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
、
子
ど
も
の
受
容
反
応
の
分
析
を
と
　
　
認
め
る
か
ど
う
か
、
「
作
者
」
と
「
話
者
」
を
区
別
す
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
点

お
し
て
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
詩
教
育
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
全
く
取
り
　
　
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
文
で
取
り
あ
げ
る
、
「
話
者
－
読
者
」
の
受
容

あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
新
し
い
研
究
課
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類
型
と
い
う
ζ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
研
究
課

　
こ
の
研
究
で
は
、
「
話
者
」
を
、
「
作
者
の
設
定
し
た
『
作
者
』
」
と
い
う
意
味
で
　
　
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

使
用
し
て
い
く
。
「
話
者
」
の
概
念
は
、
西
郷
文
芸
学
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科
学
）
第
二
十
九
巻
　
一
頁
∫
二
八
頁
　
平
成
七
年
十
二
月
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「
話
者
－
読
者
」
の
類
型
化

　
本
稿
で
は
、
「
話
者
」
を
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
に
注
目
し
て
、
次
の
よ
う
に

分
類
し
て
い
る
。
「
話
者
」
と
「
読
者
」
の
関
係
を
、
立
場
⑧
条
件
に
よ
っ
て
大
き

く
二
っ
の
タ
ィ
プ
に
類
型
化
す
る
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

⑧
話
者

「
同
」
型
…
話
者
と
読
者
の
立
場
⑧
条
件
が
似
て
い
る
も
の

「
異
」
型
…
話
者
と
読
者
の
立
場
⑧
条
件
が
異
な
っ
て
い
る
も
の

　
「
話
者
」
を
、
ま
ず
、
こ
の
よ
う
に
大
き
く
二
っ
の
タ
ィ
プ
に
分
け
る
。
「
同
」

型
と
「
異
」
型
で
あ
る
。
前
者
は
話
者
と
読
者
の
立
場
⑧
条
件
が
よ
く
似
て
い
る
も

の
、
後
者
は
話
者
と
読
者
の
立
場
⑧
条
件
が
異
な
る
も
の
、
と
い
う
区
別
で
あ
る
。

「
話
者
」
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
「
話
者
と
読
者
」
の
関
係
に
よ
る
分
類
で
あ
り
、

読
者
の
立
場
⑧
条
件
に
よ
っ
て
、
「
話
者
」
の
役
割
の
違
い
（
差
異
）
を
み
て
い
く
、

と
い
う
分
類
法
で
あ
る
。
同
じ
作
晶
で
も
、
読
者
の
立
場
（
年
齢
⑧
性
別
な
ど
の
条

件
）
に
よ
っ
て
、
「
同
」
型
に
も
な
り
う
る
し
、
「
異
」
型
に
も
な
り
う
る
。
詩
の
世

界
は
、
読
者
の
受
容
（
か
か
わ
り
方
）
に
よ
っ
て
し
か
成
立
し
な
い
、
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
「
話
者
－
読
者
」
の
類
型
を
、
私
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
タ

イ
プ
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。

⑧
話
者

　
　
　
　
　
＼
、
「
同
－
同
」
型

　
　
　
　
＼

局
、
型
く
／
「
同
－
異
一
型

（
A
）

（
B
）

「
一
一
∴
ジ
一
い

　
こ
の
図
式
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
を
、
さ
ら
に
二
つ
の
タ
イ
プ
に
類
型
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
類
型
化
の
基
準
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
あ
い
だ
に
、
　
「
新
し

い
見
方
の
発
見
」
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
に
よ
る
。
「
話
者
」
が
、
読
者

と
「
同
じ
よ
う
な
見
方
」
を
し
て
い
る
タ
イ
プ
の
作
晶
（
A
⑧
C
）
と
、
　
「
異
な
る

見
方
」
を
し
て
い
る
タ
イ
プ
の
作
晶
（
B
⑧
D
）
と
に
、
分
類
し
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
分
類
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
「
話
者
」
の
類
型
化
は
、
ど
ち
ら
の
要
素

が
つ
よ
い
か
で
判
断
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
分
類
法
は
、
異
化
の
現

象
の
度
合
い
を
み
て
い
く
観
点
で
も
あ
り
、
前
者
よ
り
後
者
の
方
に
、
異
化
の
作
用

は
つ
よ
く
働
い
て
い
る
。

　
従
来
の
話
者
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
「
話
者
」
と
い
う
存
在
を
認
め
る
か
ど
う
か
、

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
図
式
自
体
が
提
案
性
を
も
っ
て
い
る
。

　
以
下
、
こ
の
分
類
法
に
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
を
て
が
か
り
と

し
て
、
話
者
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
取
り
上
げ
る
作
晶
は
、
国
語
教
科
書

（
現
行
版
の
平
成
四
年
度
版
を
使
用
）
の
教
材
を
中
心
に
し
て
い
る
。
教
育
現
場
に

よ
く
知
ら
れ
た
作
晶
で
検
証
す
る
こ
と
で
、
　
一
般
性
を
も
つ
と
考
え
る
か
ら
で
あ



3
る
。

2
　
「
同
－
同
」
型

（
A
）
の
詩
教
材

　
A
「
同
－
同
」
型
の
詩
教
材
と
は
、
次
の
よ
う
な
作
晶
で
あ
る
（
詩
集
『
サ
ッ
ち
ゃ

ん
』
一
九
七
五
）
。

①
　
お
な
か
の

へ
る
　
う
た

ど
う
し
て
　
お
な
か
が
　
へ
る
の
か
な
。

け
ん
か
を
　
す
る
と
、
へ
る
の
か
な
。

な
か
よ
し
　
し
て
て
も
、
へ
る
も
ん
な
～

か
あ
ち
ゃ
ん
、
か
あ
ち
ゃ
ん
、

お
な
か
と
せ
な
か
が
く
っ
つ
く
ぞ
。

さ
か
た
　
ひ
ろ
お

ど
う
し
て
　
お
な
か
が
　
へ
る
の
か
な
。

お
や
つ
を
食
べ
な
い
と
、
へ
る
の
か
な
。

い
く
ら
食
べ
て
も
、
へ
る
も
ん
な
。

か
あ
ち
ゃ
ん
　
か
あ
ち
ゃ
ん
、

お
な
か
と
　
せ
な
か
が
　
く
っ
つ
く
ぞ
。

　
こ
の
詩
の
場
合
、
作
者
は
阪
田
寛
夫
と
い
う
大
人
の
詩
人
で
あ
る
が
、
　
「
話
者
」

は
、
「
小
さ
な
男
の
子
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
お
な
か
の
へ
る
」
こ
と
を
モ
チ
ー

フ
と
し
て
い
る
こ
と
、
「
か
あ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
呼
称
で
あ
る
こ
と
、
「
…
の
か
な
。
」

「
…
も
ん
な
。
」
「
…
く
っ
っ
く
ぞ
。
」
と
い
っ
た
文
末
表
現
、
な
ど
か
ら
、
「
話
者
」

は
、
小
さ
な
男
の
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
「
か
あ
ち
ゃ
ん
」
と
い

う
呼
称
に
対
し
て
、
発
表
の
当
時
、
「
下
晶
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
で
ク
レ
ー
ム
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

つ
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
か
あ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
呼
称
と
文
末

は
、
呼
応
し
て
、
話
者
の
性
格
（
条
件
）
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
リ
ズ
ム
感
の
あ
る

リ
フ
レ
イ
ン
（
フ
ォ
ル
ム
）
が
、
効
果
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
は
、
小
学
二

年
生
の
教
科
書
教
材
（
光
村
⑧
2
年
上
）
で
あ
る
。
「
話
者
」
は
、
読
者
（
学
習
者
）

で
あ
る
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
と
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
年
頃
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
は
、
「
同
」
型
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
話
者
は
、
「
ど
う

し
て
　
お
な
か
が
へ
る
の
か
な
」
と
い
う
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
子
ど
も
ら
し
い
疑

問
で
あ
る
。
読
者
（
低
学
年
）
の
年
頃
で
あ
れ
ば
、
共
有
で
き
る
よ
う
な
疑
問

で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
、
「
同
－
同
」
型
の
話
者
で
あ
る
、
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
型
の
詩
の
場
合
、
詩
の
世
界
を
「
そ
う
だ
な
！
」
と
「
納
得
す
る
こ

と
」
が
、
受
容
指
導
の
中
心
と
な
る
。
話
者
と
読
者
の
立
場
の
類
以
性
を
確
認
し
た

上
で
、
話
者
と
読
者
の
「
見
方
」
の
同
質
性
を
確
認
し
て
い
く
だ
け
で
よ
い
。
話
者

と
読
者
の
「
同
じ
と
こ
ろ
」
を
、
詩
の
表
現
に
即
し
て
見
出
だ
し
て
い
く
よ
う
な
授

業
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
教
材
研
究
に
お
い
て
は
、
話
者
と
読
者
の
あ
い
だ
に
「
共
通
点

（
類
比
性
）
」
を
見
出
だ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
一
般
に
、
教
科
書
教
材
の
詩
は
、
話
者
と
読
者
の
あ
い
だ
に
、
「
同
－
同
」
型
の

関
係
が
成
立
し
や
す
い
作
晶
が
多
い
。
話
者
と
、
読
者
の
学
年
を
、
合
わ
せ
て
い
く

よ
う
な
配
慮
が
は
た
ら
く
か
ら
で
あ
る
。

　
次
の
よ
う
な
作
晶
も
、
こ
の
A
型
の
タ
イ
プ
で
あ
る
（
『
少
年
少
女
世
界
文
学
全



4
集
5
0
』
一
九
五
〇
）
。

②
か
た
つ
む
り

か
た
つ
む
り

お
か
し
い
な

　
め
だ
ま
が

リ
ユ
ー
⑧
ユ
イ

出
沢
万
紀
人
⑧
訳

つ
の
の
　
う
え
に

あ
る

お
か
し
く
　
な
い

お
か
し
く
　
な
い

　
あ
し
が
　
お
お
き
け
り
ゃ

か
た
つ
む
り

の
ろ
い
な
あ

　
う
ご
か
な
い
の
と

あ
ん
ぜ
ん
だ

お
ん
な
じ
だ

お
か
し
く
　
な
い

お
か
し
く
　
な
い

　
め
だ
ま
が
　
う
え
な
ら

よ
く
　
み
え
る

の
ろ
く
た
っ
て

の
ろ
く
た
っ
て

　
と
ま
ら
な
け
り
ゃ

い
い
ん
だ
よ

か
た
つ
む
り

お
か
し
い
な

　
お
う
ち
を

お
か
し
く

お
か
し
く

　
て
き
に

か
た
つ
む
り

お
か
し
い
な

　
お
な
か
が

し
ょ
っ
て
　
あ
る
い
て
る

な
い

な
い

あ
っ
た
ら

も
ぐ
り
こ
む

そ
っ
く
り
　
あ
し
に

な
る

　
小
学
一
年
生
の
教
科
書
（
日
本
書
籍
⑧
1
年
上
）
に
、
採
録
さ
れ
て
い
る
詩
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
、
低
学
年
の
教
材
と
し
て
、
定
評
を
得
て
い
る
。
詩
の
世
界
は
、
「
お
か
し
い

な
」
「
お
か
し
く
な
い
」
と
い
う
対
比
的
な
「
と
ら
え
方
」
と
、
リ
ズ
ム
・
リ

フ
レ
イ
ン
、
フ
ォ
ル
ム
な
ど
の
詩
の
技
法
（
「
あ
ら
わ
し
方
」
）
に
よ
っ
て
成
立

し
て
い
る
。

　
作
者
は
、
中
国
の
詩
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
話
者
は
子
ど
も
で
あ
る
。
話
者
は
、

「
か
た
つ
む
り
」
の
「
め
だ
ま
⑧
お
う
ち
⑧
お
な
か
⑧
あ
し
」
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
の
ろ
い
」
と
い
う
特
徴
に
注
目
し
て
い
る
。
「
か
た
つ
む
り
」
の
生
態
的

な
条
件
を
、
す
べ
て
網
羅
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
作
者
が
大
人
の
詩
人
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
こ
ま
で
の
目
配
り
が
可
能
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
の
発
想
か

ら
で
は
、
と
う
て
い
、
そ
こ
ま
で
の
目
配
り
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
作
晶
に
は
、
二
っ
の
タ
イ
プ
の
話
者
が
登
場
し
て
い
る
。
「
か
た
っ
む
り
／



5

お
か
し
い
な
」
と
言
う
話
者
と
、
「
お
か
し
く
な
い
／
お
か
し
く
な
い
」
生
言
う
話

者
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
奇
数
連
の
話
者
は
「
お
か
し
い
な
」
と
い
う
理
由
を
述
べ
、
偶
数
連
の

話
者
は
「
お
か
し
く
な
い
」
と
い
う
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
対
立
す
る
二
つ
の
意
見

（
見
方
）
が
、
対
話
の
形
式
（
詩
の
フ
ォ
ル
ム
）
に
よ
っ
て
、
う
ま
く
構
成
さ
れ
て

い
る
。

　
教
科
書
教
材
と
し
て
、
こ
の
作
晶
の
読
者
は
、
低
学
年
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
低

学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ど
ち
ら
の
話
者
の
判
断
も
、
「
そ
う
だ
な
！
」

と
「
納
目
守
で
き
る
」
考
え
方
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
話
者
の
考
え
方
も
「
わ
か
る
」
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
同
－
同
」
型
の
作
晶
で
あ
る
。

　
こ
の
作
晶
の
受
容
反
応
を
記
録
し
て
い
る
、
成
田
徹
夫
の
実
践
例
を
取
り
上
げ
て

　
（
7
）

み
る
。
各
連
ご
と
に
、
「
う
ん
、
そ
う
だ
」
と
思
っ
た
ら
「
○
を
つ
け
る
」
と
い
う
、

ユ
ニ
ー
ク
な
実
践
で
あ
る
。
す
る
と
、
す
べ
て
の
連
に
「
○
」
が
付
い
て
し
ま
っ
た
。

っ
ま
り
、
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
ち
ら
の
話
者
の
言
う
こ
と
も
「
わ

か
る
」
と
い
う
反
応
で
あ
っ
た
。
「
同
－
同
」
型
の
詩
で
あ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た

ち
の
受
容
反
応
（
○
）
で
も
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
授
業
場
面
を
引
い
て
み

る
。

T
　
（
一
連
を
指
さ
し
て
）
「
か
た
つ
む
り
／
お
か
し
い
な
／
め
だ
ま
が
つ
の
の

　
う
え
に
あ
る
」
と
言
っ
た
ら
、
み
ん
な
は
？
　
　
（
と
、
○
を
指
さ
す
。
）

C
　
う
ん
。

T
　
（
二
連
を
指
さ
し
て
）
「
お
か
し
く
な
い
／
お
か
し
く
な
い
／
め
だ
ま
が
う

　
え
な
ら
　
よ
く
み
え
る
」
と
言
っ
た
ら
、
ま
た
（
と
、
○
を
指
さ
す
。
）
…

C
　
う
ん
。

C
　
（
不
思
議
そ
う
に
）
あ
れ
1
。
反
対
だ
あ
。

C
　
な
ん
か
、
へ
ん
な
感
じ
し
て
き
ち
ゃ
っ
た
。

T
　
　
「
お
か
し
い
な
」
と
言
っ
た
ら
、
「
う
ん
」
と
い
っ
て
、
「
お
か
し
く
な
い
」

　
と
言
っ
た
ら
、
み
ん
な
は
、
ま
た
「
う
ん
」
と
言
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ね
。
へ
ん

　
だ
な
あ
。

C
　
あ
れ
1
。
へ
え
1
。

　
（
し
き
り
に
首
を
ひ
ね
る
子
。
目
を
パ
チ
ク
リ
さ
せ
る
子
。
も
う
一
度
読
み
直

　
す
子
。
…
…
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
く
「
う
ん
う
ん
」
と
読
ん
で
き
た
の
だ
か

　
ら
、
こ
こ
に
き
て
困
っ
て
し
ま
っ
た
。
や
が
て
、
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
）

C
　
で
も
、
ど
っ
ち
も
本
当
の
こ
と
だ
も
の
。

C
　
は
じ
め
は
「
う
ん
」
て
言
っ
た
け
ど
、
二
連
に
な
っ
た
ら
、
お
か
し
く
な
く

　
な
っ
た
よ
。
だ
っ
て
さ
、
目
玉
が
上
な
ら
よ
く
見
え
る
も
の
。

C
　
「
お
か
し
く
な
い
」
と
い
う
方
が
い
い
と
思
う
よ
。

C
　
で
も
さ
、
目
玉
が
上
な
ら
、
よ
く
見
え
る
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
っ
の
の
上
に
あ

　
る
の
は
お
か
し
い
よ
。
（
う
ん
う
ん
）

C
　
ぼ
く
も
そ
う
思
う
。
だ
っ
て
、
ふ
つ
う
の
生
き
物
な
ら
、
つ
の
の
下
に
目
が

　
あ
る
で
し
ょ
う
◎
だ
か
ら
、
お
か
し
い
な
。

C
　
ど
っ
ち
も
、
本
当
の
こ
と
な
ん
だ
っ
て
。

C
　
お
か
し
い
の
と
、
お
か
し
く
な
い
の
と
、
半
分
半
分
み
た
い
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。

　
こ
の
授
業
風
景
は
、
二
人
の
話
者
の
対
立
し
た
見
方
（
「
対
比
」
）
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ど
ち
ら
の
話
者
の
言
う
こ
と
も
、
「
そ
う
だ
な
！
」

と
「
わ
か
る
」
こ
と
に
、
子
ど
も
た
ち
は
驚
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
お
か
し
い
」
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「
お
か
し
く
な
い
」
と
論
争
を
は
じ
め
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
の
言
う
こ

と
も
「
わ
か
る
」
の
だ
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
決
着
が
つ
か
な
い
。

　
そ
こ
で
、
授
業
者
の
適
切
な
「
指
導
」
が
入
る
こ
と
に
な
る
。
授
業
者
は
、
奇
数

連
と
偶
数
連
の
「
見
方
の
ち
が
い
（
対
比
）
」
に
注
目
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
奇
数
連

の
話
者
は
「
か
っ
こ
う
」
（
外
見
）
を
み
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
、
偶
数
連
の
話
者

は
「
は
た
ら
き
」
（
本
質
）
を
み
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
、
次
第
に
気
づ
か
せ
て

い
っ
た
。
ど
ち
ら
の
判
断
に
価
値
が
あ
る
か
、
と
い
う
「
価
直
」
の
観
点
を
導
入
し

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
、
「
お
か
し
い
」
と
い
う
話
者
の
判

断
に
否
定
的
に
な
り
、
「
お
か
し
く
な
い
」
と
い
う
判
断
を
支
持
し
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
、
と
い
う
実
践
で
あ
る
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
指
導
に
よ
っ
て
、
「
モ
ノ
⑧
コ
ト
の
見
方
」
に
は
、
「
外
見
」

と
「
本
質
」
と
い
う
二
つ
の
見
方
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
。
話
者
の
「
も

の
の
見
方
」
の
差
異
に
注
目
し
た
授
業
例
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
話
者
の
判
断
も
「
わ

か
る
」
と
思
っ
て
い
た
段
階
で
は
、
「
同
－
同
」
型
の
受
容
で
あ
る
が
、
「
外
見
」
と

「
本
質
」
と
い
う
価
直
の
判
断
が
入
っ
て
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
、
後
者
の
話
者
の

判
断
を
支
持
し
て
い
く
こ
と
で
、
新
し
い
「
見
方
」
（
認
識
方
法
）
を
学
ん
だ
こ
と

に
な
る
。
「
新
し
い
見
方
の
発
見
」
の
指
導
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
話
者
の
対

立
に
よ
っ
て
、
新
し
い
価
直
観
と
出
合
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
実
践
で
は
、
「
対

比
」
と
い
う
方
法
が
う
ま
く
使
わ
れ
て
い
る
。

　
次
の
作
晶
で
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
（
詩
集
『
ほ
ん
ま
に
ほ
ん
ま
』
一
九
八
一
）
。

③
う
ち
知
っ
て
ん
ね
ん

あ
の
子
か
な
わ
ん
ね
ん

島
田
陽
子

か
く
れ
て
て
　
お
ど
か
し
や
る
し

そ
う
じ
は
　
な
ま
け
や
る
し

わ
る
さ
ば
っ
か
し
　
し
や
ん
ね
ん

そ
や
け
ど

よ
わ
い
子
オ
に
は
　
や
さ
し
い
ね
ん

う
ち
知
っ
て
ん
ね
ん

あ
の
子
か
な
わ
ん
ね
ん

う
ち
の
く
つ
　
か
く
し
や
る
し

ノ
ー
ト
は
　
の
ぞ
き
や
る
し

わ
る
さ
ば
っ
か
し
　
し
や
ん
ね
ん

そ
や
け
ど

ほ
か
の
子
オ
に
は
　
せ
え
へ
ん
ね
ん

う
ち
知
っ
て
ん
ね
ん

そ
や
ね
ん

う
ち
の
こ
と
　
か
ま
い
た
い
ね
ん

う
ち
知
っ
て
ん
ね
ん

　
作
者
は
、
島
田
陽
子
と
い
う
大
人
の
女
流
詩
人
で
あ
る
。
話
者
は
、
語
り
方
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
「
関
西
弁
を
使
う
女
の
子
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
あ

の
子
　
か
な
わ
ん
ね
ん
」
と
言
い
な
が
ら
、
ど
こ
か
で
「
あ
の
子
」
の
こ
と
を
許
容

し
て
い
る
。
「
反
語
（
イ
ロ
ニ
ー
）
」
と
い
う
表
現
方
法
で
あ
る
。
中
学
年
あ
た
り
の

女
の
子
の
心
情
を
、
よ
く
と
ら
え
て
い
る
作
晶
で
あ
る
。
教
科
書
で
は
4
年
に
の
っ



て
い
る
か
ら
（
日
本
書
籍
⑧
4
年
下
、
大
阪
書
籍
⑧
4
年
上
）
、
話
者
を
、
中
学
年

あ
た
り
の
女
の
子
と
み
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
話
者
と
学
習
者
の
関
係
は
、
し
た

が
っ
て
、
「
同
」
型
と
み
て
い
い
。
話
者
の
「
見
方
」
が
、
ど
の
学
年
の
子
ど
も
に

近
い
か
、
と
い
う
点
は
、
詩
教
材
の
対
象
学
年
を
決
め
る
と
き
の
有
力
な
決
め
手
で

あ
る
。

　
こ
の
作
晶
で
、
「
う
ち
　
知
っ
て
ん
ね
ん
」
と
い
う
話
者
の
「
気
持
ち
」
を
と
ら

え
る
こ
と
は
、
こ
の
学
年
の
子
ど
も
た
ち
で
あ
れ
ば
、
そ
う
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
「
う
ち
の
こ
と
　
か
ま
い
た
い
」
か
ら
「
わ
る
さ
ば
っ
か
し
　
し
や
ん
ね
ん
」

と
い
う
、
話
者
の
気
持
ち
は
、
ど
の
子
に
も
、
あ
る
程
度
は
「
わ
か
る
」
気
持
ち
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
も
、
「
同
－
同
」
型
の
作
晶
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
石
黒
修
に
、
こ
の
作
晶
を
扱
っ
た
授
業
が
あ
る
。
石
黒
の
発
問
は
、
次
の
よ
う
で

あ
っ
た
。発

問
－

発
問
2

発
問
3

発
問
4

　
お
ど
か
さ
れ
た
の
は
、
だ
れ
で
す
か
。

う
ち
は
、
あ
の
子
を
本
当
に
「
か
な
わ
ん
ね
ん
」
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
か
。

　
「
う
ち
　
し
っ
て
ん
ね
ん
」
と
三
回
い
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
ん
な

こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
（
　
）
で
囲
み
な
さ
い
。

　
一
．
番
知
っ
て
い
る
と
い
い
た
い
の
は
、
ど
れ
で
す
か
。

7

　
発
問
1
は
、
話
者
と
「
あ
の
子
」
の
関
係
を
知
る
た
め
の
発
問
で
あ
る
。
発
問
2

は
、
「
か
な
わ
ん
ね
ん
」
と
い
う
気
持
ち
の
、
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
を
と
ら
え
さ
せ
る
発

問
で
あ
る
。
こ
の
授
業
の
中
心
的
な
発
問
で
あ
る
。
発
問
3
⑧
4
は
、
発
問
2
を
明

確
に
す
る
た
め
の
補
足
的
な
問
い
で
あ
る
。

　
「
か
な
わ
ん
ね
ん
」
と
い
う
の
は
、
関
西
弁
だ
と
、
相
手
を
全
く
否
定
す
る
の
で

は
な
く
て
、
ど
こ
か
で
相
手
を
許
容
し
て
い
る
と
き
に
使
う
。
関
西
方
言
に
独
特
の

　
　
　
　
　
　
（
9
）

暖
昧
表
現
で
あ
る
。

　
発
問
2
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
と
ら
え
さ
せ
る
発
問
は
、
興
味
ぷ
か
い
授
業
に
な
っ
た
。

　
授
業
で
は
、
最
初
に
、
「
う
ち
は
、
あ
の
子
の
こ
と
を
本
当
に
『
か
な
わ
ん
ね
ん
』

と
思
っ
て
い
る
の
で
す
か
」
と
発
問
し
た
と
き
は
、

　
⑧
○
（
思
っ
て
い
る
）
…
1
6
名

　
⑧
×
（
思
っ
て
い
な
い
）
…
2
3
名

で
あ
っ
た
。
途
中
で
き
く
と
、

　
⑧
○
…
1
3
名

　
⑧
×
…
2
6
名

と
、
少
し
変
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
「
か
な
わ
ん
ね

ん
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
文
字
ど
お
り
「
い
や
だ
」
と
受
け
と
っ
て
い
る
子
ど
も
た

ち
も
、
ま
だ
少
く
な
い
。
そ
こ
で
、
詩
の
世
界
の
こ
と
ば
を
手
が
か
り
に
、
子
ど
も

た
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
根
拠
を
発
表
さ
せ
て
い
っ
た
。

　
「
う
ち
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
ほ
し
い
か
ら
、
い
や
が
ら
せ
す
る
」
「
本
当
に
い

や
な
ら
『
い
や
だ
』
と
書
い
て
あ
る
は
ず
だ
か
ら
」
「
『
か
ま
い
た
い
』
と
い
う
の
は
、

き
ら
い
だ
か
ら
で
な
く
て
、
好
き
な
子
に
す
る
」
「
他
の
子
に
は
や
さ
し
い
の
だ
か

ら
、
本
当
に
『
か
な
わ
ん
』
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
」
と
い
う
意
見
が
っ
づ
い
た
。

そ
し
て
、
最
後
に
は
、

　
⑧
○
…
1
名

　
⑧
×
…
3
8
名

と
、
大
き
く
変
容
し
て
い
っ
た
。
受
容
者
の
こ
の
変
容
は
、
「
あ
の
子
　
か
な
わ
ん
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ね
ん
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
意
味
は
、
困
っ
て
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
本
当
に
は
困
っ

て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
、
次
第
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
（
反
語
）
の
表

現
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
か
な
わ
ん
ね
ん
」
と
い
う

関
西
方
言
の
本
質
を
つ
い
た
、
み
ご
と
な
指
導
で
あ
る
。
男
の
子
で
も
、
「
う
ち
」
。

と
い
う
女
の
子
の
話
者
の
立
場
を
こ
え
た
受
容
が
で
き
た
の
は
、
「
話
者
－
読
者
」

の
同
質
性
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
晶
の
「
同
－
同
」
型
の
構
造
を
生
か
し
た

授
業
例
で
あ
る
。

　
　
3
　
「
同
－
異
」
型
（
B
）
の
詩
教
材
靹

　
B
「
同
－
異
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
晶
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
立
場
は
類
似
し
て

い
る
が
、
読
者
に
と
っ
て
、
話
者
が
「
新
し
い
見
方
」
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
晶
で
あ
る
（
詩
集
『
し
か
ら
れ
た
神
さ
ま
』
一
九
八

一
）
。

　
①
た
ん
ぽ
ぽ
　
　
か
わ
さ
き
ひ
ろ
し

　
　
た
ん
ぽ
ぼ
が

　
　
た
く
さ
ん
　
と
ん
で
　
い
く

　
　
ひ
と
つ
　
ひ
と
つ

　
　
み
ん
な
　
名
ま
え
が
　
あ
る
ん
だ

　
　
お
1
い
　
た
ぼ
ん
ぽ

　
　
お
1
い
　
ぽ
ぼ
ん
た

　
　
お
1
い
　
ぼ
ん
た
ぼ

　
　
お
1
い
　
ぽ
た
ぽ
ん

　
■
川
に
　
お
ち
る
な

　
小
学
校
二
年
の
教
科
書
（
日
本
書
籍
⑧
2
年
上
、
学
校
図
書
⑧
2
年
上
）
に
の
っ

て
い
る
作
晶
で
あ
る
。
「
お
ー
い
」
と
い
う
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
体
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ

（
比
楡
）
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。

　
作
者
は
、
大
人
の
川
崎
洋
と
い
う
詩
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
は
、
「
た
ん
ぽ

ぽ
」
に
「
お
ー
い
」
と
呼
び
か
け
る
、
子
ど
も
の
「
話
者
」
を
設
定
し
て
い
る
。

　
二
年
生
く
ら
い
の
子
ど
も
に
と
っ
て
、
「
た
ん
ぽ
ぼ
」
は
親
し
い
対
象
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
話
者
と
学
習
者
（
低
学
年
）
の
関
係
は
、
「
同
1
」
型
と
み
て
よ
い
。

し
か
し
、
話
者
と
読
者
の
あ
い
だ
の
、
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
対
す
る
「
見
方
」
に
は
、

大
き
な
ズ
レ
が
あ
る
。
「
え
え
っ
！
」
と
い
う
、
子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
が
予
想

さ
れ
る
。
「
え
え
っ
！
」
と
い
う
反
応
は
、
異
化
の
世
界
を
受
容
し
た
と
き
の
反
応

で
あ
る
。

　
「
話
者
－
読
者
」
の
あ
い
だ
に
、
「
同
－
同
」
型
の
関
係
が
み
ら
れ
る
の
は
、
冒

頭
の
二
行
ま
で
で
、
そ
の
後
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
話
者
に
独
自
の
「
見
方
」
で
あ
り
、

「
同
－
異
」
型
の
関
係
に
転
換
し
て
い
る
。
二
年
生
の
子
ど
も
た
ち
は
、
た
ん
ぽ
ぼ

に
親
し
み
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
た
ん
ぽ
ぽ
の
綿
毛
に
「
ひ
と
っ
　
ひ
と
っ
／
み
ん

な
　
名
ま
え
が
　
あ
る
ん
だ
」
と
は
、
考
え
た
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
っ
よ
い
異
化

作
用
の
み
ら
れ
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
は
、
「
同
－
異
」
型

の
タ
イ
プ
の
作
晶
と
み
ら
れ
る
。

　
香
坂
正
子
の
指
導
記
録
に
よ
る
と
ぺ
子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
は
、
次
の
よ
う
で

　
　
（
1
0
）

あ
っ
た
。
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TCCTCCC
　
お
も
し
ろ
い
な
、
楽
し
い
な
と
思
っ
た
と
こ
ろ
に
、
線
を
ひ
い
て
み
ま
し
ょ

う
。　

（
「
お
－
い
　
た
ぽ
ん
ぼ
」
「
お
1
い
　
ぽ
ぽ
ん
た
」
「
お
－
い
　
ぼ
ん
た
ぽ
」

「
お
1
い
　
ぼ
た
ぽ
ん
」
、
ほ
と
ん
ど
の
児
童
が
こ
こ
に
線
を
引
い
て
い
る
。
）

　
こ
こ
に
線
を
引
い
た
ひ
と
、
ど
う
し
て
お
も
し
ろ
い
の
。

　
こ
れ
ぜ
ん
ぶ
、
「
た
ん
ぼ
ぽ
」
っ
て
書
い
て
あ
る
か
ら
。
（
「
ほ
ん
ま
や
」
っ

て
関
心
し
て
い
る
子
も
い
る
。
）

　
「
ぼ
ぽ
ん
た
」
は
、
下
か
ら
読
ん
で
み
る
と
、
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
な
っ
て
い

る
。　

ふ
っ
う
の
た
ん
ぼ
ぼ
な
の
に
、
み
ん
な
名
前
が
ち
が
う
な
ん
て
、
お
も
し
ろ

い
。　

「
お
1
い
」
の
と
こ
ろ
は
、
人
間
が
た
ん
ぽ
ぽ
を
呼
ん
で
い
る
み
た
い
。

T
　
み
ん
な
も
名
前
を
つ
け
た
い
で
す
か
。
（
あ
ち
こ
ち
か
ら
、
「
つ
け
よ
う
、
つ

　
け
よ
う
」
と
の
っ
て
き
た
の
で
、
た
⑧
ん
⑧
ぽ
⑧
ぽ
の
四
音
を
使
う
よ
う
指
示

　
し
た
。
）

C
　
（
「
ぼ
ん
ぽ
た
、
ぽ
た
ん
ぽ
、
た
ぼ
ぽ
ん
、
ぽ
ぼ
た
ん
」
の
四
つ
の
名
前
を

　
考
え
た
。
」
）

T
　
こ
の
詩
の
あ
と
に
、
自
分
た
ち
の
作
っ
た
の
を
一
つ
付
け
加
え
て
、
「
お
ー

　
い
　
○
○
○
○
」
と
読
ん
で
ね
。
「
お
－
い
」
の
と
こ
ろ
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に

　
読
ん
だ
ら
い
い
か
、
工
夫
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

C
（
佳
子
）
　
「
ぽ
ぼ
た
ん
」
を
付
け
加
え
て
読
む
。

丁
　
佳
子
ち
ゃ
ん
の
読
み
方
で
、
気
が
つ
い
た
と
こ
ろ
は
な
い
で
す
か
。

C
　
「
お
1
い
」
の
と
こ
ろ
を
、
最
初
は
小
さ
く
読
ん
で
い
た
け
ど
、
だ
ん
だ
ん

　
大
き
い
声
に
な
っ
て
い
っ
た
。

C
　
近
く
の
綿
毛
は
小
さ
く
、
遠
く
の
綿
毛
は
大
き
な
声
で
読
ん
で
い
た
。

C
　
う
ん
う
ん
、
そ
う
な
っ
て
た
。
（
み
な
、
う
な
ず
い
て
い
る
。
）

　
こ
の
受
容
反
応
を
み
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
話
者
と
の
「
見
方
」
の
ズ
レ
を
、

む
し
ろ
「
た
の
し
い
⑧
お
も
し
ろ
い
」
と
反
応
し
て
い
る
。
と
く
に
、
「
た
の
し
い
⑧

お
も
し
ろ
い
」
と
こ
ろ
と
し
て
、
「
お
1
い
　
…
」
以
降
の
よ
び
か
け
の
フ
レ
ー
ズ

を
あ
げ
て
い
る
。
た
ん
ぽ
ぽ
に
名
前
を
っ
け
て
呼
び
か
け
る
、
と
い
う
異
化
の
現
象

に
、
つ
よ
い
興
味
と
関
心
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
お
1
い
　
…
」
と
い

う
リ
ズ
ム
感
あ
る
リ
フ
レ
イ
ン
（
フ
ォ
ル
ム
）
が
、
子
ど
も
た
ち
を
引
き
っ
け
た
も

の
と
み
ら
れ
る
。

　
授
業
の
後
半
は
、
「
た
ん
ぼ
ぼ
に
、
名
ま
え
を
っ
け
よ
う
」
と
い
う
指
導
で
あ
っ

た
。
子
ど
も
た
ち
を
、
話
者
と
同
じ
よ
う
に
（
「
た
ん
ぼ
ぼ
」
の
四
音
を
使
う
、
と

い
う
条
件
を
ふ
ま
え
て
）
、
「
名
ま
え
を
つ
け
る
」
表
現
活
動
に
向
け
て
い
く
指
導
で

あ
る
。
異
化
の
現
象
の
受
容
か
ら
、
異
化
の
現
象
を
作
り
だ
す
活
動
に
み
ち
び
く
創

乍
指
導
で
あ
る
。

　
こ
の
実
践
に
お
い
て
、
受
容
⑧
創
作
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
反
応
は
、
「
同
－

異
」
型
の
タ
ィ
プ
の
作
晶
に
対
す
る
、
典
型
的
な
受
容
反
応
と
み
ら
れ
る
。

　
次
の
詩
も
、
こ
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
作
晶
で
あ
る
（
詩
集
『
ス
イ
ッ
チ
ョ
の

歌
』
一
九
八
二
）
。
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②
村
の
人
口

原
田
直
友

村
の
林
に
ゃ
小
鳥
が
八
十
羽

い
や
い
や
　
お
昼
ご
ろ

ひ
な
が
三
羽
か
え
っ
た
そ
う
だ
か
ら
八
±
二
羽

村
の
小
川
と
池
に
ゃ
魚
が
ち
ょ
う
ど
五
百
ぴ
き

村
の
野
原
と
畑
に
ゃ
も
ぐ
ら
が
六
十
七
ひ
き

そ
れ
に
虫
が
五
万
二
千
と
ん
で
一
ぴ
き

犬
が
四
ひ
き
ね
こ
が
三
び
き

ね
ず
み
が
一
け
ん
に
二
ひ
き
と
し
て
四
十
ぴ
き

村
の
人
が
九
十
六
人

あ
わ
せ
て
村
の
人
口
は

た
だ
今
　
五
万
二
千
七
百
九
十
四

　
小
学
三
年
の
教
科
書
（
教
育
出
版
⑧
3
年
上
）
の
教
材
で
あ
る
。
「
人
口
を
数
え

る
」
と
い
う
算
数
の
計
算
（
足
し
算
）
は
、
三
年
生
に
も
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
点
で
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
は
、
「
同
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
晶
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
話
者
は
、
「
村
の
人
口
」
と
し
て
、
も
ぐ
ら
や
虫
の
数
ま
で
数
え
て
い

る
。
最
後
に
村
人
の
数
も
そ
っ
と
入
れ
て
、
「
五
万
二
千
七
百
九
十
四
」
と
合
計
す

る
。
常
識
と
か
け
は
な
れ
た
数
え
方
を
し
て
い
る
。
話
者
は
、
動
物
の
す
べ
て
を

「
人
口
」
と
認
め
る
考
え
方
を
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
人
口
と
い
う
概
念
（
常

識
）
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
つ
よ
い
異

化
作
用
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
「
同
－
異
」
型
の
作
晶
と
み
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
晶
で
は
、
「
人
口
を
数
え
る
」
こ
と
に
対
す
る
「
見
方
の
差

異
」
を
、
受
容
の
ポ
イ
ン
ト
に
す
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
原
田
達
夫
の
指
導
記
録
に
、
こ
の
詩
を
め
ぐ
る
、
次
の
よ
う
な
感
想
文
（
受
容
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

導
を
し
た
あ
と
の
感
想
）
が
あ
る
。

⑧
ぼ
く
が
思
っ
た
こ
と
は
、
人
の
数
だ
け
で
は
な
く
て
、
虫
も
小
鳥
も
動
物
も
、

み
ん
な
入
れ
て
、
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
し
て
、
み
ん
な
で
数
を
合
わ
せ
て
い
る
。

も
し
、
人
間
だ
け
だ
っ
た
ら
、
九
十
六
人
で
も
、
み
ん
な
合
わ
し
た
ら
、
五
万
二

千
七
百
九
十
四
。
こ
ん
な
に
多
く
な
る
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
合
わ
せ
た
ほ
う
が
い

い
と
思
う
。
自
分
の
こ
と
だ
け
じ
ゃ
な
く
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
。

⑧
私
は
「
村
の
人
口
」
を
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
は
、
自
分
は
「
村
の
人
口
」
と
聞

い
た
ら
、
人
の
数
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
詩
を
読
ん
で
、
小
鳥
も
魚
も
も
ぐ
ら

も
虫
も
犬
も
ね
ず
み
も
人
も
、
み
ん
な
村
の
人
口
な
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
A
ス

村
の
人
口
は
五
万
二
千
七
百
九
十
四
人
で
す
。
三
年
二
組
は
三
十
七
人
（
こ
の
数

字
に
は
私
も
入
れ
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
）
で
す
。
前
ま
で
は
、
虫
と
か
つ
か

ま
え
た
り
し
て
い
た
か
ら
、
四
十
人
を
す
ぎ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
で

も
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
村
の
人
口
だ
と
思
い

ま
す
。⑧

ぼ
く
は
、
「
村
の
人
口
」
を
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
は
、
村
の
人
口
っ
て
村
の
人

の
数
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
虫
と
か
ね
こ
と
か
犬
と
か
ね
ず
み
と
か
も
ぐ
ら
と

か
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
や
生
き
物
も
村
の
人
口
に
数
え
て
い
る
か
ら
、
村
の
人
は

つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
町
の
ひ
と
は
、
人
間
だ
け
で
人
ず
う

を
か
ぞ
え
て
い
．
る
け
ど
、
村
の
人
は
小
鳥
と
か
も
み
ん
な
同
じ
と
考
え
て
い
る
か

ら
す
ご
い
な
と
思
い
ま
す
。
ぼ
く
は
村
の
人
か
ら
学
び
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
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こ
の
受
容
反
応
を
み
る
と
、
「
話
者
の
見
方
」
に
対
し
て
、
　
一
様
に
驚
き
を
示
し

て
い
る
。
「
え
え
っ
！
」
と
い
う
異
化
反
応
で
あ
る
。
「
見
方
の
違
い
」
か
ら
く
る
驚

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
で
、
「
話
者
の
見
方
」
と
同
じ
方
向
で
思
考
し
は

じ
め
て
い
る
。
「
だ
か
ら
、
み
ん
な
合
わ
せ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
」
「
だ
か
ら
、
み

ん
な
村
の
人
口
だ
と
思
い
ま
す
」
「
み
ん
な
同
じ
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
す
ご
い
な

と
思
い
ま
す
。
ぼ
く
は
村
の
人
か
ら
学
び
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
」
な
ど
の
感
想
は
、

明
ら
か
に
、
「
話
者
の
見
方
」
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
反
応
で
あ
る
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
作
晶
の
世
界
に
ふ
れ
て
、
人
間
だ
け
を
中
心
と
す
る
人
口

の
数
え
方
で
な
い
、
話
者
の
「
新
し
い
見
方
」
（
認
識
法
）
に
対
し
て
、
納
得
し
、

支
持
し
て
い
く
方
向
を
み
せ
て
い
る
。
異
化
と
い
う
現
象
に
、
つ
よ
い
興
味
を
示
す

よ
う
な
指
導
の
結
果
、
自
分
た
ち
と
は
異
質
の
考
え
方
を
す
る
話
者
に
よ
っ
て
、

「
新
し
い
見
方
」
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
同
－
異
」
型
の
作
晶
に
対
す

る
、
典
型
的
な
受
容
反
応
で
あ
る
。
「
違
う
け
れ
ど
も
、
わ
か
る
」
と
い
う
「
納
得
」

が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
実
践
で
は
、
「
な
ぜ
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
を
切

り
口
に
、
作
晶
の
受
容
に
向
か
い
、
自
分
た
ち
と
は
「
違
う
け
れ
ど
も
、
わ
か
る
」

と
「
納
得
」
を
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
受
容
反
応
の
反
転
」
が
、
こ
の
タ

イ
プ
の
作
晶
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
受
容
反
応
の
反
転
」
を

引
き
だ
す
よ
う
な
指
導
の
工
夫
が
、
こ
の
タ
ィ
プ
の
作
晶
の
受
容
指
導
の
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
作
晶
を
、
「
矛
盾
」
と
い
う
観
点
か
ら
指
導
し
た

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

授
業
記
録
も
あ
る
。
「
矛
盾
」
も
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
「
新
し
い
見

方
の
発
見
」
で
あ
る
。

　
次
の
作
晶
で
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
（
『
谷
川
俊
太
郎
詩
集
⑧
続
』
一
九
八
○
）
。

③
朝
の
リ
レ
ー

谷
川
俊
太
郎

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の
若
者
が

き
り
ん
の
夢
を
見
て
い
る
と
き

メ
キ
シ
コ
の
娘
は

朝
も
や
の
中
で
バ
ス
を
待
っ
て
い
る

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
少
女
が

ほ
ほ
え
み
な
が
ら
寝
が
え
り
を
う
っ
と
き

ロ
ー
マ
の
少
年
は

柱
頭
を
染
め
る
朝
陽
に
ウ
イ
ン
ク
す
る

こ
の
地
球
で
は

い
っ
も
ど
こ
か
で
朝
が
は
じ
ま
っ
て
い
る

ぼ
く
ら
は
朝
を
リ
レ
ー
す
る
の
だ

経
度
か
ら
経
度
へ
と

そ
う
し
て
い
わ
ば
交
替
で
地
球
を
守
る

眠
る
前
の
ひ
と
と
き
耳
を
す
ま
す
と

ど
こ
か
遠
く
で
目
覚
ま
し
時
計
の
ベ
ル
が
鳴
っ
て
い
る

そ
れ
は
あ
な
た
の
贈
っ
た
朝
を

誰
か
が
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
た
証
拠
な
の
だ

　
「
朝
」
と
い
う
現
象
を
、
地
球
的
規
模
で
と
ら
え
た
、
す
ぐ
れ
た
作
品
と
し
て
、

評
価
の
高
い
教
材
で
あ
る
。
対
比
（
と
ら
え
方
）
と
比
楡
（
あ
ら
わ
し
方
）
を
巧
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
使
っ
た
、
詩
の
方
法
⑧
技
法
と
も
に
、
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
た
作
晶
で
あ
る
。
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中
学
一
年
の
教
科
書
（
教
育
出
版
⑧
中
学
－
年
）
に
の
っ
て
い
る
詩
で
あ
る
。

「
ぼ
く
ら
」
と
い
う
話
者
は
、
中
学
生
に
近
い
年
齢
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
点
で
は
、
「
同
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
晶
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
い
て
、
「
ぼ
く
ら
」
と
い
う
話
者
は
、
中
学
生
の
常
識
の
範
囲
を
は
る
か

に
こ
え
る
よ
う
な
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
「
見
方
」
を
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
・

「
同
－
異
」
型
の
作
晶
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
神
大
二
の
授
業
記
録
か
ら
、
こ
の
作
晶
に
対
す
る
生
徒
の
受
容
反
応
（
初
発
の
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

想
）
を
み
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

⑧
「
地
球
を
守
る
」
と
い
う
の
は
、
作
者
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
用
い
た
言
葉
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
誰
か
が
し
っ
か
り
受
け
と
め
た
証
拠
な
の
だ
」
と
言
っ

て
い
る
が
、
私
た
ち
に
何
を
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。

⑧
ぼ
く
ら
が
朝
を
リ
レ
ー
す
る
と
、
な
ぜ
コ
父
替
で
地
球
を
守
る
」
こ
と
に
な
る

の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

二
し
の
詩
は
、
ほ
ん
と
う
に
リ
レ
ー
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
読
ん
で
い
る
と
、
ど

ん
ど
ん
頭
の
中
で
想
像
が
か
け
め
ぐ
っ
て
い
き
ま
す
。
朝
を
世
界
的
に
考
え
て
、

リ
レ
ー
に
た
と
え
る
な
ん
て
、
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
た
ま
に
、
外
国
の
方

は
今
、
朝
な
ん
だ
な
あ
と
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
送
っ
た
朝
を
、

他
の
国
の
人
た
ち
の
誰
か
が
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
た
証
拠
だ
な
ん
て
、
そ
ん
な

ふ
う
に
考
え
た
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
っ
ぱ
り
世
界
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
ん

だ
な
あ
、
一
つ
な
ん
だ
な
あ
っ
て
思
え
る
よ
う
な
詩
だ
と
思
い
ま
し
た
。

⑧
朝
に
つ
い
て
、
今
ま
で
は
毎
日
や
っ
て
く
る
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ

た
が
、
こ
の
詩
を
読
ん
で
い
く
と
、
朝
が
と
て
も
す
て
き
な
も
の
に
思
え
て
き
た
。

地
球
に
い
る
す
べ
て
の
も
の
に
必
ず
一
日
一
回
や
っ
て
く
る
朝
が
、
必
ず
ど
こ
か

で
誰
か
が
迎
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
知
ら
さ
れ
、
何
か
、
心
が

さ
わ
や
か
に
な
る
感
じ
が
す
る
。

⑧
あ
ら
た
め
て
自
分
は
朝
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
は
な
い
が
、
何
か
自
分
に
大
事

な
役
目
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　
最
初
の
二
例
は
、
「
な
ぜ
！
」
と
い
う
、
「
話
者
の
見
方
」
に
対
す
る
「
疑
問
」
で

あ
る
。
自
分
の
見
方
と
「
話
者
の
見
方
」
の
あ
い
だ
に
ズ
レ
を
認
識
し
、
違
和
感
を

も
っ
た
受
容
反
応
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
拒
否
反
応
は
、
む
し
ろ
、
当
然
の
反
応
で

あ
る
。
こ
の
作
晶
の
世
界
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
っ
よ
い
異
化
の
現
象
が
み
ら
れ
る
、
と

い
う
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
「
同
－
異
」
型
の
作
晶
に
対
す
る
、
む
し

ろ
素
直
な
反
応
で
あ
る
と
い
え
る
。
授
業
者
は
、
「
全
体
と
し
て
の
反
応
は
、
同
感
、

共
鳴
の
意
見
が
多
か
っ
た
が
、
主
題
に
か
か
わ
る
疑
問
、
『
朝
を
リ
レ
ー
す
る
』
の

意
味
、
『
地
球
を
守
る
』
な
ど
の
解
釈
上
の
疑
問
な
ど
も
多
い
」
と
、
述
べ
て

い
る
。

　
あ
と
の
三
例
は
、
「
話
者
の
見
方
」
に
驚
き
を
示
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
「
朝
を
世

界
的
に
考
え
て
、
リ
レ
ー
に
た
と
え
る
な
ん
て
、
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
…
そ
ん
な

ふ
う
に
考
え
た
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
「
こ
の
詩
を
読
ん
で
い
く
と
、
朝
が
と
て
も

す
て
き
な
も
の
に
思
え
て
き
た
。
」
「
何
か
自
分
に
大
事
な
役
目
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

る
。
」
な
ど
の
反
応
が
み
ら
れ
る
。
「
話
者
の
見
方
」
に
よ
っ
て
、
「
新
し
い
見
方
の

発
見
」
を
見
出
だ
し
た
受
容
反
応
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
の
反
応
か
ら
も
、
こ
の
詩
の
世
界
が
、
生
徒
た
ち
に
つ
よ
い
異
化
現
象
を

も
た
ら
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
拒
否
的
な
反
応
と
好
意
的
な
反
応
は
、
と
も
に
、

こ
の
作
晶
に
み
ら
れ
る
異
化
の
現
象
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

前
者
の
反
応
が
、
後
者
の
反
応
に
変
容
し
て
い
く
よ
う
な
、
反
転
の
授
業
を
士
組
む



こ
と
が
、
こ
の
タ
ィ
プ
の
作
晶
に
対
す
る
受
容
指
導
の
決
め
手
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
実
践
で
は
、
最
後
に
、
「
作
者
」
の
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。

タ
ィ
プ
の
作
晶
を
指
導
す
る
場
合
に
は
、
「
話
者
」
と
、

「
作
者
」
を
、
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

詩
の
世
界
を
作
り
だ
し
た
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作
者
は
、
ど
ん
な
人
だ
と
思
い
ま
す
か
。

　
た
だ
朝
の
こ
と
だ
け
の
こ
と
な
の
に
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
け
る
ん
だ
か
ら
、

発
想
の
す
ご
く
豊
か
な
人
だ
と
思
う
。

　
私
た
ち
で
は
考
え
ら
れ
な
い
表
現
を
し
て
い
る
。
「
朝
を
リ
レ
ー
す
る
」
と

か
…
。

　
い
ろ
ん
な
国
や
、
全
世
界
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
人
だ
と
思
う
。

　
朝
の
こ
と
で
も
広
い
地
球
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
の
で
、
広
い
視
野

の
人
だ
と
思
う
。

　
考
え
方
が
お
も
し
ろ
い
。
朝
や
夜
の
表
現
に
し
て
も
、
題
の
つ
け
方
に
し
て

も
、
物
事
に
と
て
も
敏
感
な
人
だ
と
思
う
。

　
こ
の
作
者
は
、
世
界
の
連
帯
感
を
大
切
に
し
、
と
て
も
友
好
的
で
平
和
的
な

人
だ
と
思
う
。

　
「
ぼ
く
ら
」
と
い
う
話
者
で
な
く
、
こ
こ
で
、
生
徒
た
ち
は
「
作
者
」
像
を
作
り

あ
げ
て
い
る
。
「
発
想
の
豊
か
な
人
」
「
全
世
界
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
人
」
「
広
い

視
野
の
人
」
「
考
え
方
が
お
も
し
ろ
い
人
」
「
友
好
的
で
平
和
的
な
人
」
と
い
っ
た
、

す
べ
て
好
意
的
な
受
け
と
め
方
を
し
て
い
る
。
「
同
－
異
」
型
の
「
話
者
」
を
作
り

だ
し
た
、
「
作
者
」
の
人
物
像
に
対
す
る
関
心
で
あ
る
。
「
話
者
－
読
者
」
の
あ
い
だ

に
、
「
見
方
の
差
異
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
「
作
者
」
の
人
物
像
に
対

す
る
関
心
を
引
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の

4
　
「
異
－
同
」
型

（
C
）
の
詩
教
材

　
「
異
」
型
と
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
立
場
（
条
件
）
が
、
「
同
」
型
で
な
い
タ
イ

プ
の
作
晶
で
あ
る
。
「
話
者
－
読
者
」
の
立
場
は
異
な
る
が
、
そ
の
立
場
を
想
像
す

る
こ
と
で
、
「
話
者
の
見
方
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
タ
ィ
プ
の
詩

で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
晶
で
あ
る
（
童
謡
集
「
ぞ
う
さ
ん
』
一
九
七
五
）
。

①
　
お
さ
る
が

ふ
ね
で
も

お
さ
る
が

ふ
ね
を
　
か
き
ま
し
た

か
い
て

ふ
ね
を

け
む
り
を
　
も
こ
も
こ

え
ん
と
っ
　
い
っ
ぽ
ん

な
ん
だ
か

し
つ
ま
も

ほ
ん
と
に

さ
か
だ
ち

す
こ
し

い
っ
ぼ
ん

み
ま
し
ょ
う
と

か
き
ま
し
た

は
か
そ
う
と

た
て
ま
し
た

さ
み
し
い
と

　
っ
け
ま
し
た

じ
ょ
う
ず
に

い
っ
か
い

　
か
け
た
な
と

や
り
ま
し
た

ま
ど
⑧
み
ち
お
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小
学
一
年
の
教
科
書
（
東
京
書
籍
⑧
1
年
下
）
に
の
っ
て
い
る
教
材
で
あ
る
。

「
お
さ
る
」
の
世
界
を
表
現
し
た
詩
で
あ
る
。
比
楡
（
擬
人
法
）
⑧
リ
ズ
ム
⑧
フ
ォ
ル

ム
な
ど
の
、
詩
の
技
法
（
あ
ら
わ
し
方
）
を
駆
使
し
た
作
晶
で
あ
る
。

　
話
者
に
注
目
し
て
み
る
と
、
「
お
さ
る
が
　
ふ
ね
を
　
か
き
ま
し
た
」
と
語
っ
て

い
る
。
「
お
さ
る
」
が
絵
を
描
く
こ
と
に
違
和
感
を
も
っ
て
い
な
い
、
「
お
さ
る
」
の

世
界
の
人
物
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
虚
構
の
話
者
で
あ
っ
て
、
「
話
者
－
読
者
」
は
、

「
異
」
型
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て
、
話
者
の
関
心
で
あ
る
「
お
さ

る
」
の
「
お
絵
か
き
」
は
、
子
ど
も
た
ち
（
低
学
年
）
の
関
心
に
類
似
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
「
同
」
型
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
話
者
と
読
者
」
の
関

係
は
、
「
異
－
同
」
型
で
あ
る
。

　
こ
の
作
晶
が
「
異
－
同
」
型
で
あ
る
こ
と
は
、
小
沢
倭
文
夫
の
以
下
の
よ
う
な
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

践
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
小
沢
は
、
こ
の
「
お
さ
る
」
に
つ
い
て
、
「
『
ふ
ね
で
も
　
か
い
て
　
み
ま
し
ょ
う

と
』
の
ん
び
り
と
、
ク
レ
ヨ
ン
で
も
に
ぎ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
は
、

一
年
生
の
子
ど
も
た
ち
の
毎
日
の
生
活
と
、
全
く
同
じ
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
の

日
常
の
経
験
を
思
い
出
さ
せ
な
が
ら
読
ま
せ
た
い
。
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
　
一
年
生

の
子
ど
も
の
「
生
活
と
全
く
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
お
さ
る
」
の
世
界

で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
子
ど
も
た
ち
の
世
界
と
類
似
し
た
生
活
感
情
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
「
異
－
同
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
晶
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
次
の
授
業
場
面
は
、
こ
の
点
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

T
　
み
ん
な
と
、

こ
の
お
さ
る
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
な
あ
。

TCCCTCCCTCCTCTCCT 　
あ
る
。

　
絵
を
か
い
て
あ
そ
ぷ
と
こ
ろ
。

　
み
ん
な
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
絵
を
か
い
て
遊
ぷ
の
が
好
き
で
す
か
。

（
一
年
生
は
絵
を
か
く
の
が
好
き
だ
。
「
ド
ラ
え
も
ん
」
「
車
」
「
女
の
子
」
「
う

ち
」
な
ど
と
、
順
に
発
表
す
る
の
も
も
ど
か
し
く
、
隣
り
の
子
と
話
し
は
じ
め
る
。
）

　
み
ん
な
が
そ
ん
な
絵
を
か
い
て
遊
ぷ
の
は
、
ど
ん
な
時
か
な
あ
。

　
ひ
ま
な
と
き
。

　
た
い
く
つ
な
と
き
。

　
ひ
ま
な
と
き
、
た
い
く
っ
な
と
き
っ
て
、
ど
ん
な
と
き
か
な
。

　
学
校
か
ら
帰
っ
て
、
遊
ぷ
友
だ
ち
が
い
な
い
と
き
。

　
つ
ま
ら
な
い
と
き
◎

　
雨
ふ
り
の
と
き
。

　
そ
う
か
。
こ
の
お
さ
る
は
ど
う
か
な
。
お
さ
る
は
何
を
か
い
た
の
。

　
ふ
ね
。

（
…
…
…
）

　
こ
ん
な
お
さ
る
と
、
み
ん
な
と
似
て
い
ま
す
か
。

　
似
て
る
。

（
子
ど
も
た
ち
は
、
お
さ
る
に
親
し
み
を
感
じ
、
自
分
た
ち
と
似
た
人
物
と
し

て
と
ら
え
て
き
て
い
る
。
）

逆
立
ち
、
一
回
や
っ
て
喜
ぷ
お
さ
る
、

う
れ
し
そ
う
な
顔
。

に
こ
に
こ
顔
。

ど
ん
な
顔
で
し
ょ
う
か
。



CCTCCCお
ど
け
た
み
た
い
な
顔
。

う
れ
し
く
て
、
笑
っ
て
い
る
。

に
こ
に
こ
笑
っ
て
、
士
暑
ん
で
い
る
の
。

か
き
終
わ
っ
た
と
き
の
顔
と
、
か
き
始
め
る
と
き
の
顔
を
く
ら
べ
て
み
て
…

い
や
な
顔
と
、
い
い
顔
。

た
い
く
つ
な
と
き
の
顔
と
、
う
れ
し
い
顔
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
「
ぼ
く
た
ち
に
似
て
い
る
ね
」
と
い
う
、
同
化
の
受
容
反
応
を

示
し
て
い
る
。
「
お
さ
る
」
と
子
ど
も
た
ち
は
、
猿
と
人
間
と
い
う
ふ
う
に
、
立
場

は
全
く
違
う
。
し
か
し
、
こ
の
記
録
を
み
る
と
、
全
く
同
一
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
お
さ
る
」
に
つ
い
て
語
る
「
話
者
」
に
も
同
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
「
異
－
同
」
型
の
タ
イ
プ
の
受
容
反
応
が
、
成
立
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
幼
児
の
世
界
か
ら
小
学
校
氏
学
年
の
頃
の
子
ど
も
た
ち
の
、
動
物
の
人

物
に
対
す
る
親
近
感
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
傾
向
）
は
、
ご
く
一
般
的
に
み
と
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
と
し
て
の
「
話
者
」
が
、
そ
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果

た
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
小
沢
の
授
業
（
受
容
の
指
導
）
の
「
お
わ
り
の
感
想
」
を
み
て
み
た
い
。

け
る
　
へ
ん
な
さ
る
く
ん
が

す
き
で
す
。

　
こ
の
受
容
反
応
は
、
小
沢
の
受
容
指
導
に
よ
っ
て
、
引
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
前
半
の
「
似
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
な
あ
」
と
い
う
発
問
に
よ
っ
て
、
子
ど
も

た
ち
は
、
「
似
て
い
る
と
こ
ろ
」
を
容
易
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
お
さ
る
」
の
世
界
と

子
ど
も
た
ち
の
世
界
が
、
き
わ
め
て
近
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
後
半
の
「
大
喜
び

の
子
ど
も
た
ち
」
は
、
「
お
さ
る
の
世
界
」
へ
の
同
化
現
象
を
示
す
反
応
で
あ
る
。

こ
の
反
応
か
ら
は
、
「
お
さ
る
」
と
い
う
異
質
な
話
者
で
あ
っ
て
も
、
話
者
に
対
す

る
違
和
感
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
「
す
き
」
と
い
う
反
応
で
わ
か
る
よ
う

に
、
話
者
と
読
者
の
あ
い
だ
に
、
同
質
の
認
識
⑧
感
情
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
受

容
反
応
か
ら
、
「
子
ど
も
た
ち
の
毎
日
の
生
活
と
、
全
く
同
じ
」
で
あ
る
こ
と
が
、

よ
く
わ
か
る
。
異
質
な
人
物
関
係
に
お
い
て
、
「
類
比
の
発
見
」
と
い
っ
た
現
象
が

成
立
し
て
い
る
の
で
、
典
型
的
な
「
異
－
同
」
型
の
受
容
反
応
と
み
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。

　
次
に
、
高
学
年
の
教
材
を
取
り
あ
げ
て
み
る
（
詩
集
『
た
ん
ぼ
ぼ
』
一
九
二
七
）
。

②
春

坂
本
遼

15

⑧
わ
た
し
は
　
お
さ
る
さ
ん
の
　
す
き
な
と
こ
ろ
は
　
き
ゅ
う
に
　
お
も
し
ろ
く

な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
あ
と
、
し
っ
ぼ
を
た
て
た
の
が
　
す
き
で
す
。
ま
た
ま
た

す
き
な
と
こ
ろ
は
、
さ
か
だ
ち
し
た
と
こ
ろ
で
す
◎

⑧
お
さ
る
く
ん
は
　
さ
い
し
ょ
　
ふ
ね
を
か
け
る
か
な
あ
と
、
お
も
っ
て
い
ま
し

た
。
あ
と
に
な
る
と
、
か
け
る
か
な
あ
と
　
お
も
っ
て
い
た
か
お
が
、
だ
ん
だ
ん

わ
ら
っ
て
い
る
か
お
に
な
っ
て
、
い
き
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
ふ
ね
に
し
っ
ぽ
を
っ

お
か
ん
は
た
っ
た
ひ
と
り

峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
で
鍬
に
も
た
れ

大
き
な
空
に

小
ち
ゃ
い
か
ら
だ
を

ぴ
ょ
っ
く
り
浮
か
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ぱ
り

空
い
っ
ぱ
い
に
な
く
雲
雀
の
声
を
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じ
っ
と
聞
い
て
い
る
や
ろ
で

里
の
方
で
牛
が
な
い
た
ら

　
　
　
ひ
び
き

じ
っ
と
余
韻
に
耳
を
か
た
む
け
て
い
る
や
ろ
で

大
き
い
　
美
し
い

春
が
ま
わ
っ
て
く
る
た
ん
び
に

お
か
ん
の
年
が
よ
る
の
が

目
に
見
え
る
よ
う
で
　
か
な
し
い

お
か
ん
が
み
た
い

　
こ
の
作
晶
に
お
い
て
、
話
者
は
、
峠
田
で
働
く
「
お
か
ん
」
（
「
母
親
」
の
播
州
方

言
）
の
こ
と
を
、
遠
く
に
あ
っ
て
思
い
や
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
田
舎
に
母
を
残

し
て
、
遠
く
に
住
む
息
子
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
小
学
校
高
学
年
か
ら
中
学
に
か
け

て
、
多
く
の
授
業
記
録
の
あ
る
作
晶
で
あ
る
が
、
「
作
者
の
気
持
ち
を
問
う
」
実
践

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
構
造
に
注
目
す
る
記
録
は
、
ま
だ

少
な
い
。

　
こ
こ
で
は
、
児
玉
弘
の
授
業
記
録
か
ら
、
小
学
校
四
年
生
の
受
容
反
応
を
取
り

　
　
　
　
（
1
6
）

上
げ
て
み
る
。
次
に
引
く
の
は
、
受
容
指
導
の
あ
と
の
「
お
わ
り
の
感
想
」
で

あ
る
。

⑧
私
は
、
こ
の
「
春
」
と
い
う
詩
の
作
者
は
、
作
者
の
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
書
い

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
お
母
さ
ん
が
家
ぞ
く
と
ば
ら
ば
ら
に
は
な
れ
て
、

峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
で
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
働
い
て
い
る
す
が
た
が
、
目
に
う

か
ん
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
、
お
母
さ
ん
の
き
も
の
は
、
あ
せ
で
ぐ
し
ょ
ぐ
し
ょ
で
、

や
ぶ
れ
た
の
を
何
回
も
ぬ
い
あ
わ
せ
て
あ
る
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
き
も
の
を
き
て
い
る

ん
だ
と
、
思
い
ま
す
。
／
お
母
さ
ん
に
は
、
空
い
っ
ぱ
い
に
な
く
、
ひ
ば
り
の
声

が
な
ぐ
さ
め
に
な
る
ん
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
お
母
さ
ん

が
里
の
方
で
、
家
ぞ
く
と
い
っ
し
ょ
に
く
ら
し
て
い
た
時
、
牛
を
か
っ
て
い
た
ん

で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
／
大
き
い
美
し
い
春
が
く
る
た
び
に
、
私
た

ち
の
気
持
ち
は
、
う
れ
し
く
な
る
け
ど
、
こ
の
詩
を
書
い
た
作
者
の
気
持
ち
は
、

自
分
に
と
っ
て
は
う
れ
し
い
春
だ
け
ど
、
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
思
う
と
、
悲
し
い

さ
び
し
い
春
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
「
春
な
ん
か
こ
な
く
て
い
い
」
と
、
思

う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
／
い
つ
か
は
、
お
母
さ
ん
の
所
へ
行
き
、
お
母
さ
ん
を
、

よ
ろ
こ
ば
せ
て
く
だ
さ
い
。

⑧
わ
た
し
は
、
お
母
さ
ん
は
か
わ
い
そ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
わ
け
は
、
た
っ

た
ひ
と
り
き
り
で
、
だ
れ
も
い
な
い
か
ら
で
す
。
ど
う
し
て
家
ぞ
く
が
な
い
の
か
、

わ
た
し
は
考
え
ま
し
た
。
何
か
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
し
た
。

き
っ
と
お
母
さ
ん
は
っ
ら
い
思
い
を
し
て
、
せ
っ
せ
と
は
た
ら
き
っ
づ
け
て
、
か

わ
い
そ
う
な
感
じ
が
し
て
き
ま
す
。
お
金
も
な
い
し
、
き
て
い
る
も
の
は
ぼ
ろ
ぼ

ろ
で
、
ぬ
い
な
お
し
ぬ
い
な
お
し
し
て
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
は
き
も
の

は
、
わ
ら
で
あ
ん
だ
ぞ
う
り
で
、
ひ
も
が
ち
ぎ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

た
べ
る
も
の
も
あ
ん
ま
り
な
い
の
で
し
ょ
う
。
い
つ
も
峠
田
の
て
っ
ぺ
ん
で
は
た

ら
い
て
い
て
、
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
／
里
の
方
で
牛
が
な
い

た
ら
耳
を
か
た
む
け
る
の
は
、
き
っ
と
思
い
出
が
の
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

作
者
は
、
お
か
ん
が
こ
い
し
い
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
反
応
は
、
「
異
－
同
」
型
の
詩
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
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「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
は
、
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。
田
舎
に
母
親
を
残
し
て
い

て
、
春
に
な
る
と
遠
く
の
母
親
を
思
い
や
る
、
と
い
っ
た
話
者
の
立
場
に
、
子
ど
も

た
ち
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
は
、
「
異
」
型
で
あ
る
。

っ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
「
話
者
の
立
場
」
は
想
像
す
る
ほ
か
な
い
の
で

あ
る
。
当
然
、
「
語
者
と
お
か
ん
（
母
親
）
」
の
関
係
も
、
想
像
す
る
ほ
か
な
い
。

「
異
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
晶
の
特
徴
で
あ
る
。

　
「
異
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
晶
で
あ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
感
想
文
の
中
で
、

「
…
と
思
い
ま
す
。
」
「
…
の
で
し
ょ
う
。
」
と
い
っ
た
文
末
に
、
よ
く
表
わ
れ
て
い

る
。
四
年
生
の
子
ど
も
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
な
り
に
、
話
者
と
「
お
か
ん
」
と
関

係
を
「
想
像
す
る
」
こ
と
で
、
詩
の
世
界
に
入
り
こ
ん
で
い
る
。
想
像
力
を
使
っ
て

の
受
容
で
あ
る
。
話
者
と
の
立
場
が
異
な
る
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を

引
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
タ
ィ
プ
の
作
晶
で
は
、

受
容
指
導
に
お
い
て
、
「
話
者
の
立
場
を
想
像
す
る
」
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
話
者
－
読
者
」
は
、
「
異
」
型
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
、
話

者
論
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
大
森
修
は
、
こ
の
教
材
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
発
問
プ
ラ
ン
を
示
し
て
い
る
。

「
話
者
は
ど
こ
に
い
ま
す
か
。
」

「
話
者
は
お
か
ん
に
ど
れ
く
ら
い
会
っ
て
い
な
い
で
す
か
。
」

　
い
ず
れ
も
、
「
話
者
を
問
う
」
発
問
で
あ
る
。
前
者
の
発
問
か
ら
は
、
「
や
ろ
で
」

「
目
に
み
え
る
よ
う
で
」
な
ど
の
フ
レ
ー
ズ
（
文
末
）
か
ら
、
「
遠
く
に
い
る
」
こ
と

が
わ
か
る
。
後
者
の
発
問
か
ら
は
、
「
春
が
ま
わ
っ
て
く
る
た
ん
び
に
」
な
ど
の
フ

レ
ー
ズ
か
ら
、
何
年
も
会
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
発
問
プ
ラ
ン
は
、

「
異
－
同
」
型
の
作
晶
構
造
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
い
え
る
。
「
話
者
」
の
立
場
（
条
件
）

を
、
作
晶
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
確
か
め
て
い
く
指
導
例
で
あ
る
。

　
次
に
、
中
学
校
の
実
践
か
ら
、
そ
の
受
容
反
応
を
検
討
し
て
み
た
い
。
よ
く
知
ら

れ
た
、
次
の
よ
う
な
中
学
校
教
材
が
あ
る
（
詩
集
『
金
井
直
詩
集
』
一
九
五
三
）
。

③
木
琴

妹
よ

今
夜
は
雨
が
降
っ
て
い
て

お
前
の
木
琴
が
き
け
な
い

金
井
直

お
前
は
い
つ
も
大
事
に
木
琴
を
か
か
え
て

学
校
へ
通
っ
て
い
た
ね

暗
い
家
の
中
で
も
お
前
は

木
琴
と
い
っ
し
ょ
に
う
た
っ
て
い
た
ね

そ
し
て
　
よ
く
こ
う
言
っ
．
た
ね

「
早
く
街
に
赤
や
青
や
黄
色
の
電
灯
が
つ
く
と
い
い
な
」

あ
ん
な
に
い
や
が
っ
て
い
た
戦
争
が

お
前
と
木
琴
を
焼
い
て
し
ま
っ
た

妹
よ

お
前
が
地
上
で
木
琴
を
鳴
ら
さ
な
く
な
り
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星
の
中
で
鳴
ら
七
始
め
て
か
ら
ま
も
な
く

街
は
明
る
く
な
っ
た
の
だ
よ

私
の
ほ
か
に
誰
も
知
ら
な
い
け
れ
ど

妹
よ

今
夜
は
雨
が
降
っ
て
い
て

お
前
の
木
琴
が
き
け
な
い

　
中
学
一
年
の
教
科
書
教
材
（
光
村
図
書
⑧
1
年
）
で
あ
る
。
戦
争
で
妹
を
失
っ
た

悲
し
み
を
、
比
楡
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
作
晶
で
あ
る
。

　
こ
の
教
材
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
授
業
記
録
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
「
話
者
－

読
者
」
の
関
係
を
意
識
し
た
指
導
例
は
、
ま
だ
少
な
い
。

　
話
者
の
立
場
（
条
件
）
は
、
戦
争
で
「
妹
」
を
失
っ
た
「
兄
」
と
い
う
設
定
で
あ

る
。
読
者
の
中
学
生
に
と
っ
て
は
、
明
ら
か
に
、
「
異
」
型
の
話
者
で
あ
る
。
立
場

を
異
に
す
る
、
全
く
異
質
の
話
者
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
話
者
の
認
識
⑧
感
情
は
、
中
学
生
に
は
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と

は
な
い
。
話
者
と
い
う
人
物
へ
の
「
同
化
」
の
現
象
を
、
授
業
の
中
で
組
織
し
て
い

く
こ
と
で
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
受
容
が
成
立
し
た
と
き
、
「
話
者
－
読
者
」

の
関
係
は
、
「
異
－
同
」
型
の
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
別
府
義
廣
の
実
践
か
ら
、
そ
の
点
を
確
か
め
て
み
た
い
。
別
府
の
授
業
の
中
で
、

「
戦
争
が
妹
と
木
琴
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
、
「
く
ら
べ
よ
み
」

に
よ
っ
て
指
導
す
る
場
面
が
あ
る
。
「
く
ら
べ
よ
み
」
は
、
文
芸
研
の
開
発
し
た
授

業
方
法
で
あ
る
。

「
戦
争
が
妹
と
木
琴
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
。
」
（
原
文
）

「
戦
争
で
妹
と
木
琴
は
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
」
（
例
文
）

　
原
文
は
擬
人
法
で
、
例
文
は
普
通
の
言
い
方
で
あ
る
。
こ
の
二
文
を
「
く
ら
べ
よ

み
」
さ
せ
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
、
例
文
の
場
合
、
「
戦
争
に
ま
き

こ
ま
れ
た
よ
う
な
感
じ
」
で
あ
る
が
、
原
文
の
方
は
、
「
戦
争
が
生
き
て
い
る
よ
う

に
感
じ
」
「
戦
争
が
妹
と
木
琴
を
ね
ら
っ
た
よ
う
な
感
じ
」
「
戦
争
が
憎
い
と
い
う
気

持
ち
が
強
い
」
と
答
え
て
い
る
。
話
者
と
は
立
場
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
擬
人
法
を

通
じ
て
、
「
話
者
の
思
い
」
に
迫
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　
以
下
の
感
想
は
、
受
容
指
導
の
あ
と
の
「
お
わ
り
の
感
想
」
で
あ
る
。

⑧
は
じ
め
、
「
木
琴
」
と
い
う
題
を
見
て
、
と
て
も
楽
し
そ
う
な
詩
だ
ろ
う
と
わ

た
し
は
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
詩
は
そ
の
反
対
。
と
て
も
悲
し
い
、
さ
び
し

い
戦
争
の
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
。
こ
の
詩
に
出
て
く
る
妹
と
木
琴
は
、
友
だ
ち

の
よ
う
に
仲
が
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
つ
も
い
っ
し
ょ
に
楽
し
く
遊
べ
る
ほ
ど

い
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
は
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
た
と
き
だ
っ
た
か
ら
だ
。

妹
は
、
「
早
く
街
に
赤
や
青
や
黄
色
の
電
燈
が
つ
く
と
い
い
な
」
と
い
っ
て
い
た
。

妹
は
、
早
く
明
る
い
所
で
木
琴
と
歌
い
た
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
で
も
、
そ

の
願
い
も
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
戦
争
が
妹
と
木
琴
を
や
い
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
私
は
、
な
に
も
関
係
の
な
い
人
々
が
ど
う
し
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
、
な
ん
の
た
め
に
戦
争
を
す
る
の
か
、
そ
れ
で
人
々
が
苦
し
む
だ
け

じ
ゃ
な
い
か
、
と
本
当
に
思
っ
た
。
早
く
戦
争
と
い
う
人
と
人
が
争
う
こ
と
は
や

め
て
ほ
し
い
と
思
う
。
そ
の
気
持
ち
は
、
妹
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
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詩
の
中
で
、
妹
と
木
琴
が
ま
だ
「
私
」
の
心
の
中
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
し

て
、
木
琴
と
い
っ
し
ょ
に
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
（
福
島
ゆ
み
子
）

⑧
「
木
琴
」
を
読
ん
で
、
は
じ
め
に
思
っ
た
こ
と
は
、
さ
び
し
い
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
で
も
、
時
間
を
か
け
て
学
習
し
て
い
く
と
、
は
じ
め
に
考
え
た
こ
と
と
だ

い
ぷ
変
わ
っ
て
、
か
な
し
い
感
じ
や
戦
争
を
う
ら
む
よ
う
な
感
じ
が
で
て
き
ま
し

た
。
こ
の
戦
争
で
妹
が
死
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
今
は
、
歌
を
う
た
っ
た
り
し
て
楽

し
い
日
々
を
お
く
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
の
に
、
戦
争
で
だ
い
じ
に
し
て
い
た
木

琴
と
い
っ
し
ょ
に
焼
か
れ
た
と
か
い
て
あ
っ
た
の
で
、
自
分
の
妹
が
焼
か
れ
た
よ

う
な
錯
覚
を
お
こ
し
て
、
と
て
も
寂
し
く
、
か
な
し
い
感
じ
が
し
ま
し
た
。
作
者

の
金
井
直
さ
ん
は
、
自
分
の
妹
を
戦
争
で
殺
さ
れ
て
、
そ
の
悲
し
み
を
「
木
琴
」

と
い
う
詩
で
語
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
妹
思
い
の
人
な
ん
だ
な
あ
と
ぼ

く
は
感
動
し
て
し
ま
っ
た
。
「
木
琴
」
と
い
う
詩
は
、
人
を
感
動
さ
せ
た
り
、
錯

覚
さ
せ
た
り
す
る
何
か
が
あ
る
の
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
（
永
富
三
郎
）

⑧
ぼ
く
は
、
こ
の
詩
を
読
ん
だ
と
き
、
妹
の
や
さ
し
さ
を
感
じ
た
。
戦
争
へ
の
か

な
し
み
、
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
ら
、
こ
の
詩
の
「
木
琴
」
と
い
う
題
は
な
か
っ
た
は

ず
だ
。
木
琴
と
妹
は
戦
争
が
早
く
お
わ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
街

に
い
ろ
ん
な
電
燈
が
つ
い
て
く
れ
た
ら
な
あ
…
。
妹
は
毎
日
暗
い
家
の
中
で
戦
争

に
負
け
な
い
く
ら
い
明
る
く
木
琴
と
う
た
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
、
妹
の
や
さ
し

さ
が
わ
か
っ
た
。
だ
が
、
妹
と
木
琴
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
。
い
つ
も
明

る
い
歌
を
う
た
っ
て
い
た
木
琴
と
妹
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
焼
か
れ
て
ほ
ろ
び
た
。

そ
れ
を
く
や
し
む
「
私
」
。
あ
ん
な
に
明
る
く
や
さ
し
か
っ
た
妹
と
木
琴
、
戦
争

で
焼
か
れ
た
「
私
」
の
気
持
ち
を
思
っ
た
ら
、
か
わ
い
そ
う
で
た
ま
ら
な
く
な
る
。

（
富
良
一
）
・

　
戦
争
で
「
妹
」
を
焼
か
れ
た
「
兄
」
と
い
う
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
全
く
異
質

の
話
者
に
対
し
て
、
生
徒
た
ち
は
、
「
そ
う
だ
な
！
」
と
い
う
、
せ
い
い
っ
ぱ
い

「
同
化
」
し
て
い
く
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
「
詩
の
中
で
、
妹
と
木
琴
が
ま
だ
『
私
』

の
心
の
中
に
生
き
っ
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
木
琴
と
い
っ
し
ょ
に
歌
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
た
。
」
（
福
島
ゆ
み
子
）
、
「
自
分
の
妹
が
焼
か
れ
た
よ
う
な
錯
覚
を
お
こ
し

て
、
と
て
も
寂
し
く
、
か
な
し
い
感
じ
が
し
ま
し
た
。
」
（
永
富
三
郎
）
、
「
あ
ん
な
に

明
る
く
や
さ
し
か
っ
た
妹
と
木
琴
、
戦
争
で
焼
か
れ
た
『
私
』
の
気
持
ち
を
思
っ
た

ら
、
か
わ
い
そ
う
で
た
ま
ら
な
く
な
る
。
」
（
富
良
一
）
な
ど
の
感
想
か
ら
は
、
生
徒

た
ち
が
、
読
者
と
し
て
、
話
者
の
内
面
を
「
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
」
共
感
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
、
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
異
質
の
話
者
な
の
で
、
全
く
の
共
感
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
し
か
し
、
話
者
の
認
識
⑧
感
情
の
世
界
に
、
共
感
的
に
入
り
こ
も
う
と
し
て

い
る
反
応
で
あ
る
。
ど
の
生
徒
も
「
私
」
と
い
う
書
き
方
に
よ
っ
て
、
話
者
を
対
象

化
し
て
い
る
。
異
質
な
話
者
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
対
象
化

し
な
が
ら
、
そ
の
話
者
の
世
界
に
同
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
よ
く
出
て
い
る

受
容
反
応
で
あ
る
。
「
異
－
同
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
晶
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な

受
容
反
応
が
み
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ち
な
み
に
、
作
晶
の
上
で
、
話
者
は
、
戦
争
で
「
妹
」
を
失
っ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
「
作
者
」
に
は
妹
は
い
な
い
。
実
際
に
失
っ
た
の
は
「
恋
人
」
で
あ
っ
た
、

　
　
（
1
9
）

と
い
う
。
「
木
琴
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
話
者
」
を
、
「
作
者
」
は
設

定
し
た
の
で
あ
る
。
「
作
者
1
1
話
者
」
と
判
断
し
て
い
く
こ
と
の
問
題
点
を
、
く
っ

き
り
と
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
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5
　
「
異
－
異
」
型

（
D
）
の
詩
教
材

　
D
「
異
－
異
」
型
の
詩
は
、
話
者
と
読
者
の
立
場
働
条
件
も
異
な
る
が
、

識
⑧
感
情
も
異
な
る
と
想
定
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
作
晶
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
晶
が
、
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
詩
で
あ
る

ふ
た
は
こ
編
『
少
年
少
女
詩
集
』
一
九
七
〇
）
。

①
せ
か
い
じ
ゅ
う
の

海
が

せ
か
い
じ
ゅ
う
の
　
海
が

一
つ
の
　
海
に
　
な
っ
ち
ゃ
え
ば

ど
ん
な
に
　
大
き
な
　
海
だ
ろ
な
。

せ
か
い
じ
ゅ
う
の
　
木
が

一
つ
の
　
木
に
　
な
っ
ち
ゃ
え
ば

ど
ん
な
に
　
大
き
な
　
木
だ
ろ
な
。

せ
か
い
じ
ゅ
う
の
　
お
の
が

一
つ
の
　
お
の
に
　
な
っ
ち
ゃ
え
ば

ど
ん
な
に
　
大
き
な
　
お
の
だ
ろ
な
。

せ
か
い
じ
ゅ
う
の
　
人
が

ひ
と
り
の
　
人
に
な
っ
ち
ゃ
え
ば

ど
ん
な
に
　
大
き
な
　
人
だ
ろ
な
。

そ
の
認

（
み
つ
い

マ
ザ
ー
グ
ー
ス
の
　
う
た

（
み
ず
た
に
　
ま
さ
る
⑧
訳
）

大
き
な

大
き
な

大
き
な

大
き
な

ば
た
ん

ど
ん
な
に

人
が

お
の
で

木
を
　
き
り

海
へ

ず
し
ん
と
　
た
お
し
た
ら

　
大
き
な
　
音
だ
ろ
な
。

　
小
学
二
年
の
教
科
書
（
教
育
出
版
⑧
2
年
上
、
日
本
書
籍
⑧
2
年
下
）
に
の
っ
て

い
る
教
材
で
あ
る
。
「
せ
か
い
じ
ゅ
う
の
海
が
／
一
っ
の
　
海
に
　
な
っ
ち
ゃ
え
ば
」

と
い
う
、
仮
定
を
使
っ
た
、
実
に
大
き
な
想
像
の
世
界
で
あ
る
。
「
：
－
：
が
…
…
な
っ

ち
ゃ
え
ば
…
…
だ
ろ
な
」
と
い
う
、
定
形
の
フ
ォ
ル
ム
か
ら
生
ま
れ
る
リ
ズ
ム
感
は
、

低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
と
ら
え
や
す
い
文
体
（
リ
ズ
ム
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
宇
田
川
芳
子
の
実
践
を
も
と
に
、
こ
の
作
晶
の
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
に
つ
い

て
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
こ
の
作
晶
に
お
い
て
、
話
者
は
、
こ
の
世
界
を
想
像

し
て
い
る
子
ど
も
で
あ
る
。
こ
の
想
像
の
世
界
は
、
二
年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
、
全
く
異
質
で
あ
る
。

　
こ
の
実
践
で
は
、
は
じ
め
に
、
「
海
」
「
大
き
い
」
か
ら
「
思
い
出
す
こ
と
ば
を
言
っ

て
み
よ
う
」
と
、
連
想
す
る
こ
と
ば
を
発
表
さ
せ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
連
想
は
、

以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

海
…
か
い
が
ら
、
ふ
ね
、
青
い
、
深
い
、
ひ
ろ
い
、
な
み
、
海
の
そ
こ
、
た

　
　
ん
け
ん
◎

大
き
い
…
山
、
い
わ
、
木
、
い
え
、
石
、
学
校
、
つ
く
え
、
お
と
な
、
か
い
ぷ
つ
。



　
子
ど
も
た
ち
の
思
い
っ
い
た
連
想
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
「
海
」
「
大
き
い
」

か
ら
思
い
っ
く
、
子
ど
も
た
ち
の
思
い
描
い
く
「
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
。

　
作
晶
の
話
者
の
思
い
描
く
イ
メ
ー
ジ
と
比
べ
て
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
に

は
大
き
な
落
差
が
あ
る
。
ス
ケ
ー
ル
の
点
で
、
埋
め
が
た
い
ほ
ど
の
落
差
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
「
異
」
型
の
作
晶
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
の
あ
と
、
授
業
は
次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。

TCCT

CT 「
く
り
返
し
」
と
言
い
ま
す
よ
。

　
く
り
返
し
に
気
を
つ
け
て
、
も
う
一
ぺ
ん
読
ん
で
ご
ら
ん
。

　
（
「
ど
ん
な
に
　
大
き
な
」
に
力
を
入
れ
て
読
む
と
、
は
じ
め
よ
り

い
読
み
方
に
な
る
。
）

、
楽
し

　
こ
れ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
子
ど
も
の
歌
を
黒
板
に
書
い
て
い
く
か
ら
、

な
声
で
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
（
全
文
を
、
て
い
ね
い
に
書
く
）

　
ど
ん
な
歌
で
す
か
。

　
お
も
し
ろ
い
な
。

　
お
話
み
た
い
な
う
た
。

小
さ

C
　
あ
ん
な
あ
、
先
生
、
ど
ん
な
に
大
き
な
音
だ
ろ
な
、
の
あ
と
に
、
「
と
っ
て
も

　
　
大
き
な
音
だ
っ
た
。
ド
ッ
バ
ー
ン
」
っ
て
、
や
り
た
い
。
（
動
作
を
つ
け
て
。
）

C
　
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
大
き
な
よ
り
、
で
っ
か
い
に
か
え
た
ほ
う
が
い
い
。
（
み

　
ん
な
い
っ
し
ょ
に
読
ん
で
、
あ
と
で
つ
け
加
え
、
ド
ッ
バ
i
ン
と
、
動
作
を
つ

　
け
た
。
楽
し
そ
う
だ
っ
た
。
）
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TTCTCTCTC 　
声
を
出
し
て
、
め
い
め
い
で
読
ん
で
ご
ら
ん
。
ふ
し
を
つ
け
て
も
い
い
よ
、

動
作
を
つ
け
て
も
い
い
よ
。
読
み
た
い
ひ
と
。

　
（
五
名
、
読
ま
せ
る
。
そ
の
あ
と
、
一
斉
に
読
ま
せ
る
。
）

　
気
の
つ
い
た
こ
と
、
あ
り
ま
す
か
。

　
お
ん
な
じ
こ
と
ば
が
、
い
っ
ぱ
い
で
て
く
る
。

　
ど
ん
な
こ
と
ば
。

　
せ
か
い
じ
ゅ
う
、
一
っ
の
、
大
き
な
、
な
っ
ち
ゃ
え
ば
、
ど
ん
な
に
、
だ
ろ
な
。

　
た
く
さ
ん
あ
る
ね
。

　
先
生
、
ま
だ
あ
る
。
く
っ
つ
き
の
「
が
」
。
く
っ
つ
き
の
「
に
」
も
あ
る
。

　
ほ
ん
と
に
、
同
じ
こ
と
ば
が
、
何
べ
ん
も
出
て
き
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
の
を
、

CTCTCCT
　
そ
の
ほ
か
に
思
っ
た
こ
と
な
い
か
な
。

　
み
ん
な
、
せ
か
い
じ
ゅ
う
の
も
の
が
、
い
っ
し
ょ
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
ゆ
め

が
あ
る
。
大
き
な
こ
と
が
、
す
き
み
た
い
。

　
わ
た
し
も
大
き
く
な
っ
て
、
そ
ん
な
事
、
や
っ
て
み
た
い
。

　
ど
ん
な
こ
と
。

　
せ
か
い
じ
ゅ
う
の
う
み
が
、
一
つ
に
な
っ
て
、
大
き
な
わ
た
し
が
入
っ
た
ら
、

ア
メ
リ
カ
ま
で
い
け
ち
ゃ
う
。

　
大
き
な
木
が
た
お
れ
た
ら
、
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
ま
で
、
木
の
上
を
わ
た
っ

て
い
き
ま
す
。

　
ほ
ん
と
、
た
の
し
い
な
。
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T
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
詩
を
、
一
枚
の
紙
に
美
し
く
書
い
て
み
よ
う
。
行
あ
け
、

行
か
え
に
、
気
を
つ
け
て
書
こ
う
。
あ
と
で
、
絵
を
書
い
て
も
い
い
で
す
よ
。

　
（
書
け
た
ら
、
ま
た
読
ま
せ
る
。
）

　
以
上
の
よ
う
な
授
業
展
開
で
あ
る
。
音
読
⑧
動
作
化
⑳
視
写
を
使
っ
た
、
低
学
年

ら
し
い
授
業
風
景
で
あ
る
。
授
業
者
は
、
「
大
へ
ん
楽
し
く
、
詩
を
読
み
あ
じ
わ
い
、

イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
け
た
と
思
う
」
と
、
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
授
業
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
話
者
の
想
像
す
る
世
界
が
「
わ
か
っ
た
」

で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
作
晶
に
は
、
誰
も
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
、
見
よ
う
の
な
い
「
海
、
木
、
お

の
、
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
誰
も
ま
だ
聞
い
た
こ
と
の
な
い
、
聞
き
よ
う
の
な
い

「
音
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
描
か
れ
て
い
る
。
仮
定
的
な
「
見
方
」

よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
た
、
壮
大
な
「
見
え
る
世
界
」
で
あ
る
。

　
　
「
た
の
し
い
授
業
」
が
終
っ
た
あ
と
で
も
、
話
者
の
「
見
方
」
（
想
像
力
）
は
、

子
ど
も
た
ち
の
前
に
、
ま
だ
魅
力
的
に
ひ
ら
か
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
す

れ
ば
、
「
異
－
異
」
型
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
作
晶
と
は
違
う
、
も
う
一
つ
の
タ
イ

．
プ
の
「
話
者
－
読
者
」
の
関
係
が
、
そ
こ
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
異
－

異
」
型
と
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
立
場
⑧
条
件
の
違
い
と
と
も
に
、
「
話
者
－
読
者
」

の
あ
い
だ
に
、
ま
だ
大
き
な
差
異
の
み
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
作
晶
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
異
化
乍
用
の
き
わ
め
て
っ
よ
い
作
晶
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
晶
の

場
合
も
、
異
化
の
世
界
へ
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
大
き
く
ひ
ら
い
で
い
る
。

　
次
の
教
材
も
、
こ
の
タ
イ
プ
の
作
晶
で
あ
る
（
詩
集
『
た
い
く
つ
な
王
様
』
）
。
小

学
三
年
の
教
科
書
に
の
っ
て
い
る
作
晶
で
あ
る
（
日
本
書
籍
⑧
3
年
上
、
東
京
書
籍

3
年
下
）
。

②
な
わ
一
本

高
木
あ
き
子

な
わ
一
本

て
っ
ち
ゃ
ん
が
見
つ
け
た
な
わ
一
本

地
面
に
く
る
り
　
う
ち
ゅ
う
船
に
な
っ
た

て
っ
ち
ゃ
ん
の
せ
て
　
月
ま
で
と
ん
だ

な
わ
一
本

ま
こ
ち
ゃ
ん
が
見
つ
け
た
な
わ
一
本

ま
ほ
う
っ
か
い
の
　
ふ
し
ぎ
な
ベ
ル
ト

お
な
か
に
む
す
ぶ
と
　
王
女
さ
ま
に
な
れ
る

な
わ
一
本

な
わ
一
本

な
わ
と
び
　
ぷ
ら
ん
こ
　
っ
な
ひ
き
オ
ー
エ
ス

お
さ
る
の
し
っ
ぽ
に
　
ぞ
う
さ
ん
の
お
は
な

お
す
も
う
ハ
ッ
ケ
ヨ
ィ
　
だ
い
じ
な
土
ひ
ょ
う

電
車
ご
っ
こ
じ
ゃ
　
と
っ
き
ゅ
う
ひ
か
り

な
わ
一
本

あ
き
地
に
お
ち
て
る

な
わ
一
本
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タ
日
が
き
え
た
　
夕
方
も

だ
れ
か
を
ま
っ
て
る
な
わ
一
本

な
に
か
に
な
り
た
い
な
わ
一
本

　
こ
の
作
晶
も
、
異
化
作
用
の
大
き
な
世
界
で
あ
る
。
「
な
わ
一
本
」
を
、
て
っ
ち
ゃ

ん
、
ま
こ
ち
ゃ
ん
、
ほ
か
の
人
物
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
変
え
て
い
る
。
話
者
は
、

そ
の
よ
う
な
変
容
現
象
の
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
て
っ
ち
ゃ
ん
、
ま
こ
ち
ゃ
ん
な
ど

の
、
幼
い
子
ど
も
た
ち
と
同
化
で
き
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
読
者
で
あ

る
三
年
生
の
子
ど
も
た
ち
と
は
、
立
場
の
違
う
、
異
質
の
話
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
異
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
品
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
こ
の
点
の
検
証
の
た
め
に
、
石
川
正
司
の
授
業
プ
ラ
ン
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
石

川
は
、
授
業
の
ね
ら
い
と
し
て
、
「
取
る
に
足
り
な
い
一
本
の
な
わ
が
、
い
く
ら
で

も
変
身
す
る
驚
き
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
驚
き
は
、
次
に
人
間
の
想
像
力
の
偉
大

さ
に
対
す
る
驚
き
へ
と
変
容
す
る
。
一
本
の
な
わ
の
変
身
は
、
そ
れ
を
想
像
し
た
も

の
自
身
の
変
身
で
あ
る
。
空
想
の
喜
び
と
と
も
に
、
想
像
力
の
主
体
で
あ
る
人
間
の

可
能
性
に
気
づ
か
せ
た
い
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
指
導
の
方
針
と
し
て
、

「
な
わ
の
変
身
（
夢
⑧
フ
ァ
ン
タ
ジ
i
）
－
自
身
の
変
身
と
い
う
同
化
⑧
異
化
の
過

程
を
大
事
に
し
た
上
で
、
自
分
が
、
作
品
か
ら
強
く
受
け
と
っ
た
こ
と
と
、
作
者
が

言
い
た
い
こ
と
を
つ
か
ま
せ
る
」
と
、
述
べ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
の
点
も
、
こ
の
作
晶
に
、
異
化
の
現
象
が
つ
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
の
着
眼
と
思
わ
れ
る
。

　
「
指
導
の
展
開
」
の
「
児
童
の
反
応
」
を
み
る
と
、
一
、
二
連
か
ら
は
、
「
た
っ

た
一
本
の
な
わ
か
あ
」
と
い
う
驚
き
を
示
し
て
い
る
。
つ
づ
く
三
連
か
ら
は
、
「
い

ろ
ん
な
も
の
に
な
れ
る
ん
だ
な
あ
。
す
ご
い
や
」
と
い
う
感
嘆
で
あ
る
。
そ
し
て
、

四
連
か
ら
は
、
「
な
わ
の
さ
び
し
さ
。
変
え
て
く
れ
る
人
を
待
っ
て
い
る
」
と
い
う
反
応

で
あ
る
。
ま
た
、
「
な
わ
の
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
な
っ
て
み
た
い
。
だ
れ
で
も
何

か
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
か
っ
た
」
と
、
と
い
う
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

　
子
ど
も
た
ち
の
反
応
は
、
；
日
で
い
え
ば
、
異
化
の
現
象
に
対
す
る
驚
き
と
共
感

で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
異
化
作
用
の
っ
よ
い
作
晶
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
子
ど

も
た
ち
は
、
こ
の
作
晶
か
ら
、
想
像
力
の
不
思
議
さ
と
、
想
像
力
の
力
づ
よ
さ
と
を
、

印
象
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
。
話
者
の
見
方
と
、
子
ど
も
た
ち
の
見
方
と
の
差
異

の
生
み
だ
す
反
応
で
あ
る
。
「
異
－
異
」
型
の
作
晶
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な

受
容
反
応
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
「
な
わ
の
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
な
っ

て
み
た
い
。
だ
れ
で
も
何
か
に
な
れ
る
」
と
い
う
、
こ
の
タ
イ
プ
の
作
晶
の
生
み
だ

す
、
発
展
的
な
興
味
⑧
関
心
に
、
ど
う
応
え
て
い
く
か
は
、
実
践
的
な
課
題
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
作
晶
の
受
容
の
終
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
の
新
た
な
関
心
に
、
ど
う
応
え
て
い
く
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

作
晶
に
っ
い
て
、
「
価
直
と
は
何
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
教
材
論
も
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
音
」
を
主
題
と
し
た
、
次
の
よ
う
な
作
晶
を
取
り
上
げ
て
み
る
（
詩

集
『
て
ん
ぷ
ら
ぴ
り
ぴ
り
』
一
九
六
八
）
。

③
音

ピ
ア
ノ
の
音

サ
ク
ラ
ン
ボ

ま
ど
⑧
み
ち
お

ぼ
ろ
ん

ひ
と
っ

た
い
こ
の
音
　
ど
ど
ん

大
波
　
ひ
と
つ
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カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
　
け
け

お
こ
う
こ
　
ひ
と
き
れ

ら
っ
ぱ
の
音
　
ぺ
ぼ
ー

あ
ん
ぱ
ん
　
ひ
と
っ

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

か
み
の
毛
、
一
本

す
ず
の
音

マ
メ
の
花

ち
り
ん

ひ
と
つ

つ
－
ん

も
く
ぎ
ょ
の
音
　
ぽ
こ
ん

た
ん
こ
ぶ
　
ひ
と
つ

う
そ
っ
こ
う
た
　
た
ら
り
－

に
じ
の
橋
　
ひ
と
つ

　
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
駆
使
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
音
あ
そ
び
」
の
作
晶
で
あ
る
。
「
音
あ

そ
び
の
詩
」
と
し
て
、
二
行
で
一
連
の
フ
ォ
ル
ム
（
形
式
）
や
、
体
言
止
め
の
文
体

は
、
こ
の
作
晶
に
軽
快
な
リ
ズ
ム
感
を
う
み
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
く
み
る
と
、

子
ど
も
た
ち
の
普
段
の
「
音
あ
そ
び
」
と
は
、
か
な
り
異
質
の
要
素
を
多
く
も
っ
た

作
晶
で
あ
る
。
こ
の
作
晶
も
ま
た
、
異
化
作
用
の
き
わ
め
て
つ
よ
い
作
晶
で
あ
る
。

「
異
－
異
」
型
の
作
品
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
椿
原
正
道
は
、
こ
の
作
晶
を
自
主
教
材
と
し
て
、
五
年
生
で
授
業
し
て
い
る
。
そ

の
記
録
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

　
椿
原
は
、
「
よ
み
き
か
せ
」
の
指
導
を
し
て
、
次
の
よ
う
な
受
容
反
応
を
生
み
だ

し
て
い
る
。
授
業
方
法
は
、
私
の
い
う
「
詩
と
出
会
い
な
が
ら
」
の
型
で
あ
る
。

CTCTCTCTCT 　
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
、
ど
ん
な
音
だ
ろ
う
。

　
カ
チ
カ
チ
、
　
コ
チ
コ
チ
、
カ
タ
カ
タ
、
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
O

　
「
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
　
け
け
」
。

　
う
わ
1
、
お
も
ろ
、
全
然
ち
が
う
や
ん
（
笑
い
）
。

　
「
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
　
け
け
」
、
次
は
何
だ
ろ
う
。

　
歯
ぎ
し
り
　
ひ
と
っ
、
お
ば
け
の
　
笑
い
、
カ
ェ
ル
が
　
ひ
と
っ
、

ら
ぼ
う
ず
、
河
童
の
お
皿
。

　
「
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
　
け
け
」
「
お
こ
う
こ
　
ひ
と
き
れ
」
。

　
え
1
、
そ
れ
な
ん
や
、
何
で
お
こ
う
こ
や
ろ
（
口
々
に
）
。

　
次
に
い
く
よ
、
「
ら
っ
ぱ
の
音
」
。

　
プ
プ
ー
、
パ
ー
ン
、
ピ
ー
ポ
ー
（
笑
い
）
、
ブ
ー
（
笑
い
）
、
ピ
ュ

い
た
ず

パ

　
授
業
者
に
よ
る
と
、
作
晶
の
途
中
で
立
ち
ど
ま
り
、
先
を
予
想
さ
せ
て
い
る
の
は
、

「
作
晶
に
主
体
的
に
出
会
わ
せ
た
い
」
、
と
い
う
ね
ら
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

子
ど
も
た
ち
の
予
想
は
、
こ
と
ご
と
く
、
「
え
え
っ
！
」
と
い
う
驚
き
の
受
容
反
応

に
な
っ
て
い
る
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
先
を
予
想
す
る
。
し
か
し
、
予
想
と
全
く
違
う
こ
と
に
驚
い
た
。

「
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
」
と
「
け
け
」
、
そ
し
て
「
お
こ
う
こ
　
ひ
と
き
れ
」
と
い
う
対

応
（
フ
レ
ー
ズ
）
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
予
想
も
っ
か
な
い
組
み
合
わ
せ
で
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あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
、
話
者
の
「
音
」
の
感
覚
は
、
読
者
で
あ
る
子

ど
も
た
ち
と
は
食
い
違
っ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
全
く
新
し
い
「
音
」

の
世
界
が
出
現
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
話
者
と
読
者
の
関
係
は
、

「
異
－
異
」
型
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
か
な

り
異
化
作
用
の
つ
よ
い
作
晶
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　
こ
の
後
、
授
業
は
、
各
連
ご
と
に
「
音
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
読
み
に
入
っ
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
さ
き
の
「
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
・
け
け
／
お
こ
う
こ
　
ひ
と
き
れ
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
を
、
子
ど
も
た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
。

T
　
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
が
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
か
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
次

　
の
行
の
「
も
の
」
に
、
ど
の
よ
う
に
っ
な
が
る
か
、
考
え
て
み
ま
す
。
ノ
ー
ト

　
に
書
き
な
さ
い
。

C
　
「
け
け
」
と
い
う
音
は
、
は
ぎ
し
り
の
よ
う
で
、
お
こ
う
こ
を
か
み
き
れ
な

　
く
て
、
「
け
け
」
と
い
う
音
を
た
て
て
い
る
感
じ
で
つ
な
が
り
ま
す
。

C
　
私
は
違
い
ま
す
。
「
け
け
」
と
い
う
の
は
、
な
ん
だ
か
、
お
金
持
ち
の
人
が

　
ま
ず
し
い
人
を
バ
カ
に
し
て
い
る
よ
う
な
笑
い
方
で
、
お
さ
ら
に
の
っ
た
「
お

　
こ
う
こ
ひ
と
き
れ
」
を
笑
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

C
　
そ
れ
に
対
し
て
、
お
こ
う
こ
を
食
べ
る
の
は
、
び
ん
ぼ
う
人
と
は
か
ぎ
り
ま

　
せ
ん
。

C
　
答
え
ま
す
。
「
お
こ
う
こ
ひ
と
き
れ
」
と
い
う
の
が
さ
み
し
い
感
じ
だ
か
ら
、

　
そ
こ
か
ら
ま
ず
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
で
て
き
た
ん
で
す
。

C
　
　
「
け
け
」
と
い
う
音
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
お
こ
う
こ
」
に
っ
な
が
る
か
ど
う
か

　
だ
か
ら
、
そ
れ
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。

C
　
そ
れ
に
、
詩
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
び
ん
ぼ
う
人
を
バ
カ
に
し
た
よ
う
な
イ

　
メ
ー
ジ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

C
　
「
け
け
」
が
笑
い
声
み
た
い
と
い
う
の
に
は
賛
成
で
す
が
、
「
カ
ス
タ
ネ
ッ

　
ト
　
け
け
」
だ
か
ら
、
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
が
笑
っ
た
よ
う
な
音
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
音
の
感
じ
が
、
お
こ
う
こ
を
カ
リ
カ
リ
と
か
む
音
に
っ
な
が
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
の
あ
い
だ
に
、
と
き
な
ら
ぬ
「
け
け
」
論
争
が
お
こ
っ
て
い
る
。

「
音
の
イ
メ
ー
ジ
」
だ
か
ら
、
正
解
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
読
む
と
お

も
し
ろ
い
か
、
と
い
う
関
心
で
あ
る
。
各
連
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
論
議
が

か
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
子
ど
も
た
ち
は
、
論
議
そ
の
も
の
を
楽
し
ん
で
い
る
。
子
ど

も
た
ち
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
多
義
性
（
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
）
と
い
う
現
象
を
楽
し
ん
で
い

る
わ
け
で
あ
る
。

　
作
者
の
ま
ど
は
、
松
川
利
広
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
て
、
「
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト

け
け
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
の
場
合
、
カ
チ
カ
チ
と
か
い
ろ
ん
な
擬
音
あ
り
ま
す
よ
。
だ
け

ど
、
普
通
に
使
う
擬
音
だ
と
、
何
か
あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
新
鮮
に
感
じ

が
し
な
い
の
で
す
け
ど
、
私
に
と
っ
て
、
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
ケ
ケ
な
ん
て
擬

音
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
自
分
勝
手
に
作
っ
て
も
、
そ
ん
な
に
お
か
し
く

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
こ
う
こ
だ
っ

た
ら
、
カ
リ
カ
リ
と
か
ポ
リ
ポ
リ
と
か
は
ま
だ
い
い
か
も
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ス
タ
ネ
ッ
ト
に
は
、
カ
リ
カ
リ
、
ポ
リ
ポ
リ
は
合
わ
な
い
し
ね
。

こ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
作
者
自
身
、
慣
習
的
な
「
擬
音
」
に
対
し
て
、

何
と
か
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「
新
鮮
な
感
じ
」
の
「
擬
音
」
を
作
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
者
自

身
に
、
異
化
の
現
象
を
作
り
だ
す
と
い
う
、
明
確
な
意
図
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
椿
原
は
、
こ
の
授
業
の
し
め
く
く
り
と
し
て
、
七
連
の
「
う
そ
っ
こ
う
た
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
七
連
ま
で
の
『
う
そ
っ
こ
う
た
』
が
、

は
ち
み
つ
の
よ
う
に
『
た
ら
り
ー
』
と
流
れ
出
て
、
に
じ
の
橋
が
ひ
と
つ
で
き
ま
し

た
、
と
授
業
を
ま
と
め
た
と
き
、
『
あ
っ
、
そ
う
か
』
『
ふ
1
ん
』
『
う
ま
い
わ
あ
』

『
ぴ
っ
た
り
や
』
と
い
う
よ
う
な
声
が
起
こ
り
、
本
当
に
楽
し
い
授
業
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
話
者
は
、
終
連
で
、
こ
の
作
晶
を
「
う
そ
っ
こ
う
た
」

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
着
目
し
た
、
授
業
の
ま
と
め
で
あ
る
。

　
こ
の
作
晶
の
各
連
は
、
巧
妙
な
比
楡
で
で
き
て
い
る
。
私
は
そ
の
比
楡
法
を
、

「
音
を
耳
と
目
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
詩
、
と
い
う
よ
り
、
目
に
見
え
な
い
音
を
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

に
よ
っ
て
見
よ
う
と
し
た
詩
」
と
批
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
視
覚
的
な
も
の
と
聴
覚

的
な
も
の
を
、
比
楡
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
、
新
し
い
タ
ィ
プ
の
比
楡
法
と
し
て
教
材
化
す
1
る
こ

と
の
で
き
る
作
晶
で
あ
る
。
比
楡
に
よ
っ
て
、
異
化
の
現
象
を
作
り
だ
す
、
と
い
う

観
点
か
ら
の
教
材
化
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
で
、
私
は
、
「
話
者
」
と
「
読
者
」
の
関
係
を
、
「
立
場
⑧
条
件
」
と

「
モ
ノ
⑧
コ
ト
の
見
方
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
類
型
化
し
て
い
く
こ
と
を
試
み

て
き
た
。
取
り
上
げ
た
作
晶
は
、
低
⑧
中
⑧
高
学
年
の
教
材
と
中
学
校
の
教
材
を
中

心
に
、
各
タ
ィ
プ
と
も
三
編
ず
っ
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
の
作
晶
は
、
こ
の
類
型
化

よ
っ
て
、
ど
れ
か
の
タ
ィ
プ
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
の
世
界
を
分
類
す
る
、

有
力
な
方
法
と
し
て
考
察
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
「
話
者
－
読
者
」
の
類
型
化
の
研
究
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、

以
下
の
点
で
あ
る
。

　
一
つ
は
、
「
作
者
」
中
心
の
詩
論
か
ら
の
解
放
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
詩
教
材
の

位
置
づ
け
を
、
「
作
者
の
作
晶
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
「
話
者
の
作
晶
」
と
い
う
考

え
方
に
、
そ
し
て
「
話
者
－
読
者
」
と
い
う
考
え
方
に
転
換
し
て
い
く
試
み
で
あ
る
。

従
来
の
て
詩
と
は
、
作
者
の
直
接
表
現
の
世
界
で
あ
る
」
と
い
う
詩
論
に
対
し
て
、

「
詩
と
は
、
話
者
に
よ
る
、
ゆ
る
や
か
な
自
己
表
現
の
世
界
で
は
な
い
か
」
と
い
う

詩
観
を
提
示
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　
二
つ
に
は
、
「
話
者
」
の
類
型
化
に
よ
っ
て
、
詩
教
材
を
編
成
し
て
い
く
視
点
が

明
確
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
作
者
」
と
い
う
考
え
方
だ
け
で
は
、
「
作

者
」
の
数
だ
け
の
詩
の
世
界
が
あ
る
。
一
つ
の
作
晶
を
学
習
し
、
そ
の
後
、
発
展
的

に
同
じ
作
者
の
作
晶
を
教
材
化
す
る
、
と
い
う
発
想
し
か
出
て
こ
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
「
話
者
－
読
者
」
の
類
型
化
に
よ
っ
て
、
「
作
者
」
と
い
う
制
約
か
ら
自
由

に
な
り
、
教
材
編
成
の
方
法
が
明
確
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
三
つ
に
は
、
「
話
者
－
読
者
」
の
類
型
化
に
よ
っ
て
、
「
作
晶
と
読
者
」
を
結
び
つ

け
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読
者
の
位
相
を
、
作
晶
の
構
造
と
の

関
係
に
お
い
て
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
八
○
年
代
に
、
新
し
い
国
語
教

育
論
と
し
て
注
目
さ
れ
た
「
読
者
論
」
は
、
読
者
の
立
場
を
重
視
す
る
主
張
と
し
て

の
意
義
は
あ
っ
た
が
、
作
晶
と
読
者
の
受
容
関
係
を
構
造
的
に
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ

　
　
　
　
　
（
2
6
）

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
話
者
－
読
者
」
に
よ
る
類
型
化
は
、
そ
の
点
を

具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
試
み
で
あ
っ
た
。

　
四
つ
に
は
、
詩
の
受
容
指
導
に
お
い
て
、
「
話
者
－
読
者
」
の
類
型
化
に
注
目
す

る
と
、
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
し
ぼ
り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ど
の
類
型
で
あ
る
か
を
み
て
い
く
こ
と
で
、
読
者
（
学
習
者
）
の
受
容
反
応
の
見
通
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し
を
も
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
五
つ
に
は
、
詩
の
創
作
指
導
と
の
関
連
性
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
話
者
－

読
者
」
の
類
型
化
は
、
そ
の
ま
ま
、
創
作
指
導
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
話
者
を
設

定
す
る
か
、
と
い
う
指
導
を
可
能
に
す
る
。
「
作
者
」
と
い
う
考
え
方
で
は
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
で
き
な
か
っ
た
、
「
話
者
」
論
の
ひ
ら
く
新
し
い
詩
の
世
界
で
あ
る
。

　
本
研
究
に
よ
っ
て
、
詩
教
材
の
体
系
化
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
以
上
の
よ
う
な

成
果
と
展
望
を
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

（
1
）
　
足
立
悦
男
「
連
載
箇
異
化
論
と
詩
教
育
1
∫
6
」
『
月
刊
画
国
語
教
育
研

究
』
日
本
国
語
教
育
学
会
　
一
九
九
一
、
同
「
異
化
論
と
児
童
詩
教
育
」
『
国
語
科

教
育
　
3
8
』
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
　
一
九
九
一
、
同
「
異
化
論
と
詩
教
育
」

『
島
大
国
文
　
2
1
』
島
根
大
学
国
文
学
会
　
一
九
九
三
、
同
「
異
化
と
い
う
現
象
」

『
月
刊
国
語
教
育
』
東
京
法
令
　
一
九
九
三
、
同
「
異
化
論
と
児
童
詩
教
育
」
『
国
語

教
育
論
叢
　
4
』
島
根
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会
　
一
九
九
四
、
ほ
か
。

（
2
）
　
西
郷
文
芸
学
で
は
、
視
点
論
に
お
い
て
「
話
者
」
の
概
念
が
出
て
く
る
。

「
視
点
を
設
定
さ
れ
た
人
物
」
を
「
視
点
人
物
」
と
名
づ
け
て
、
　
一
人
称
の
視
点
に

あ
っ
て
は
「
私
」
が
視
点
人
物
で
あ
り
、
物
語
に
あ
っ
て
は
「
話
者
」
が
視
点
人
物

と
な
る
（
「
視
点
論
」
『
文
芸
学
辞
典
』
明
治
図
書
　
一
九
八
九
　
三
二
頁
）
。
と
く

に
、
物
語
文
学
に
お
い
て
、
「
語
り
手
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
法
則
化
⑧
国
語
は
、
分
析
批
評
の
理
論
に
も
と
づ
い
て
、
「
話
者
」
を
定

義
し
て
い
る
。
西
尾
一
は
、
「
分
析
批
評
は
『
作
者
』
と
『
話
者
』
を
区
別
す
る
こ

と
か
ら
始
ま
る
。
『
作
者
』
と
『
話
者
』
を
分
け
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
作

晶
は
読
者
か
ら
独
立
し
た
も
の
に
な
る
」
（
「
用
語
指
導
の
方
法
」
佐
々
木
俊
幸
⑧
西

尾
一
『
分
析
批
評
に
よ
る
「
や
ま
な
し
」
へ
の
遺
』
明
治
図
書
　
一
九
八
六
　
二
二

八
頁
）
と
、
述
べ
て
い
る
。

（
4
）
　
分
析
批
評
で
は
、
「
話
主
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
。
井
関
義
久
は
、

「
送
り
手
と
し
て
の
作
者
と
は
別
に
、
書
き
手
の
段
階
で
作
者
が
設
定
し
て
作
晶
を

語
ら
せ
て
い
る
人
物
」
を
、
「
語
主
」
と
呼
ん
で
い
る
（
「
話
主
」
『
国
語
教
育
の
記

号
論
』
明
治
図
書
　
一
九
八
四
　
五
七
頁
）
。

（
5
）
ユ
足
立
悦
男
「
童
謡
詩
の
現
代
－
阪
田
寛
夫
論
」
『
現
代
少
年
詩
論
』
明
治

図
書
　
一
九
八
七
、
を
参
照
。

（
6
）
　
教
科
書
教
材
の
ほ
か
に
、
文
芸
研
編
『
ぷ
ん
げ
い
』
明
治
図
書
、
部
落
研

編
『
は
ぐ
る
ま
』
部
落
問
題
研
究
所
、
な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
成
田
徹
夫
「
『
か
た
つ
む
り
』
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
小
学
校

低
学
年
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
、
所
収
。

（
8
）
　
第
7
回
日
本
教
育
技
術
学
会
⑧
研
究
的
立
ち
会
い
授
業
　
島
根
大
学
教
育

学
部
附
属
小
学
校
　
一
九
九
三
年
一
一
月
二
〇
日
。

（
9
）
　
田
辺
聖
子
に
、
大
阪
弁
は
「
暖
昧
模
糊
た
る
コ
ト
バ
が
多
い
」
と
い
う
指

摘
が
あ
る
（
『
大
阪
弁
お
も
し
ろ
草
子
』
講
談
社
　
一
九
八
五
、
『
大
阪
弁
ち
ゃ
ら
ん

ぽ
ら
ん
』
筑
摩
書
房
　
一
九
七
八
、
を
参
照
）
。

（
1
0
）
　
香
坂
正
子
「
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
の
授
業
」
『
国
語
の
手
帳
　
2
6
』
明
治
図
書

一
九
八
九
。

（
u
）
　
原
田
達
夫
「
『
村
の
人
口
』
の
授
業
」
『
文
芸
教
育
　
6
5
』
明
治
図
書
　
一

九
九
三
。

（
1
2
）
　
西
郷
竹
彦
「
事
前
授
業
⑧
原
田
直
友
『
村
の
人
口
』
」
『
文
芸
教
育
　
6
4
』

明
治
図
書
　
一
九
九
三
　
五
〇
∫
五
一
頁
。

（
1
3
）
　
市
川
和
久
は
、
「
全
地
球
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
身
近
な
隣
人
と
の
心
の
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つ
な
が
り
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
広
く
人
類
相
互
の
心
の
つ
な
が
り
に
生
徒
の
目
は

開
か
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
生
徒
の
自
我
を
、
自
分
本
位
の
も
の
か
ら
大
き
く
拡
大

さ
せ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
（
「
谷
川
俊
太
郎
『
朝
の
リ
レ
ー
』
」

『
中
学
校
国
語
科
教
育
の
理
論
と
実
践
　
5
』
有
精
堂
　
一
九
八
一
　
七
四
頁
）
。

（
1
4
）
　
神
大
二
「
『
朝
の
リ
レ
ー
』
の
教
材
研
究
と
授
業
」
『
中
学
国
語
　
4
』
明

治
図
書
．
一
九
八
四
。

（
1
5
）
小
沢
倭
文
夫
「
『
お
さ
る
が
ふ
ね
を
か
き
ま
し
た
』
の
授
業
」
文
芸
研
編

『
詩
の
授
業
　
小
学
校
　
低
学
年
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
。

（
1
6
）
　
児
玉
弘
「
『
春
』
の
授
業
」
原
田
章
之
進
編
『
詩
の
読
み
方
指
導
」
明
治

図
書
　
一
九
七
九
。

（
1
7
）
　
大
森
修
「
『
春
』
（
坂
本
遼
）
の
授
業
」
『
国
語
科
発
問
の
定
石
化
』
明
治

図
書
　
一
九
八
五
。

（
1
8
）
　
別
府
義
廣
「
『
木
琴
』
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
中
学
校
』
明

治
図
書
　
一
九
八
一
。
麻
生
信
子
「
自
已
及
び
状
況
を
典
型
化
し
て
」
『
国
語
の
手

帳
2
0
』
明
治
図
書
一
九
八
九
、
を
参
照
。
麻
生
も
こ
の
「
擬
人
化
」
に
注
目
し

て
、
典
型
化
の
た
め
の
重
要
な
表
現
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
四
四
頁
）
。

（
1
9
）
　
金
井
直
「
言
葉
を
求
め
て
」
『
金
井
直
詩
集
』
（
思
潮
社
　
一
九
七
〇
）
に

よ
る
と
、
作
者
に
妹
は
い
な
い
。
妹
の
モ
デ
ル
は
五
才
年
上
の
ツ
ネ
と
い
う
女
性
で

あ
っ
た
、
と
い
う
。
「
三
月
十
日
、
本
所
千
歳
町
で
、
ツ
ネ
戦
災
死
」
「
死
体
の
る
い

る
い
た
る
焼
跡
を
探
し
ま
わ
っ
た
が
、
つ
い
に
ツ
ネ
の
死
体
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
体
験
は
『
白
い
花
』
『
木
琴
」
『
あ
じ
さ
い
』
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
と
な
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
作
晶
『
木
琴
』
は
、
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
々
へ
の
挽
歌
で

あ
り
、
平
和
へ
の
希
望
で
す
」
（
『
国
語
教
室
相
談
室
』
一
七
一
号
　
光
村
図
書
　
一

九
七
四
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
「
木
琴
」
の
話
者
は
、
虚
構

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
2
0
）
　
宇
田
川
芳
子
「
せ
か
い
じ
ゅ
う
の
　
海
が
」
小
海
永
二
編
『
小
学
校
　
詩

の
鑑
賞
指
導
』
教
育
出
版
　
一
九
八
三
。

（
2
1
）
　
石
川
正
司
「
詩
の
授
業
　
小
学
校
3
年
　
な
わ
一
本
」
『
実
践
国
語
研
究

　
別
冊
」
明
治
図
書
　
一
九
九
二
。

（
2
2
）
　
西
郷
竹
彦
「
小
学
校
3
年
　
な
わ
一
本
」
『
小
学
校
の
詩
教
材
』
明
治
図

書
　
一
九
九
二
。
「
人
に
よ
っ
て
、
『
な
わ
』
の
意
味
と
伍
直
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
、

価
直
観
に
視
点
を
お
く
教
材
論
で
あ
る
。

（
2
3
）
　
椿
原
正
道
「
ま
ど
⑧
み
ち
お
『
音
』
」
『
文
芸
教
育
　
1
7
』
明
治
図
書

一
九
七
五
　
二
三
頁
。

（
2
4
）
　
松
川
利
広
「
ま
ど
⑧
み
ち
お
の
表
現
研
究
■
」
あ
い
の
会
『
国
語
試
論

4
』
一
九
九
〇
　
八
二
頁
。

（
2
5
）
　
足
立
悦
男
「
日
常
の
狩
人
ー
ま
ど
画
み
ち
お
論
」
『
現
代
少
年
詩
論
』
明

治
図
書
　
一
九
八
七
　
三
九
頁
。
私
の
批
評
を
ふ
ま
え
た
「
音
」
の
教
材
論
に
、
吉

田
隆
光
「
『
音
』
1
類
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
つ
け
て
」
『
文
芸
教
育
　
6
4
』
明

治
図
書
　
一
九
九
三
、
が
あ
る
。

（
2
6
）
　
田
近
淘
一
は
、
読
者
論
の
成
果
を
、
「
読
み
手
の
読
み
」
を
明
確
に
し
た

こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
問
題
点
と
し
て
、
「
読
み
手
と
こ
と
ば
と
の
か
か
わ
り
を
あ
い

ま
い
に
し
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
ま
え
が
き
」
『
読
み
手
を
育
て

る
－
読
者
論
か
ら
読
書
行
為
論
へ
』
明
治
図
書
　
一
九
九
三
　
二
頁
）
。

（
2
7
）
　
足
立
悦
男
「
話
者
論
の
ひ
ら
く
詩
の
教
室
」
田
近
淘
一
編
『
国
語
教
育
研

究
の
現
在
か
ら
未
来
へ
』
教
育
出
版
　
一
九
九
六
、
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
）


