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研
究
の
課
題

本
研
究
は
、「
異
化
の
詩
教
育
学
」
と
い
う
仮
説
的
な
理
論
の
継
続
研
究
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
前
稿
「
教
材
編
成
の
理
論
と
方
法
」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
34
巻
）

で
提
示
し
た
教
材
類
型
の
中
で
、
思
想
型
の
詩
を
教
材
化
し
た
と
き
の
授
業
モ
デ
ル

（
受
容
指
導
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
思
想
型
の
詩
と
は
、
読
者
・
学
習
者
に
対
し
て
、

詩
の
方
法
に
よ
っ
て
新
し
い
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
提
示
す
る
作
品
で
あ
る
。
全
く

新
し
い
見
方
・
考
え
方
と
い
う
の
で
な
く
て
も
、
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
慣
習
的
な

見
方
・
考
え
方
の
見
直
し
を
迫
る
よ
う
な
詩
も
、
こ
の
思
想
型
の
作
品
で
あ
る
。
子
ど

も
た
ち
の
慣
習
的
な
見
方
・
考
え
方
に
対
し
て
、
変
容
を
迫
る
よ
う
な
詩
は
、「
異
化
の

世
界
を
作
り
だ
す
詩
教
育
」
の
す
ぐ
れ
た
詩
教
材
で
あ
る
。
そ
し
て
、
思
想
型
の
詩
教

材
の
裾
野
を
広
く
す
る
た
め
に
は
、
思
想
の
概
念
を
で
き
る
だ
け
広
く
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

と
同
時
に
、
思
想
型
の
詩
教
材
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
話
者
型
、
存
在
型
の

詩
と
同
様
に
、
す
ぐ
れ
た
詩
の
方
法
（
と
ら
え
方
）
・
詩
の
技
法
（
あ
ら
わ
し
方
）
を

内
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
詩
の
世
界
に
、
思
想
だ
け
を
み
て
い
く
、
詩
教
育

に
お
け
る
テ
ー
マ
主
義
（
作
品
の
テ
ー
マ
だ
け
で
詩
教
材
の
価
値
を
決
め
よ
う
と
す
る

傾
向
）
を
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

本
研
究
で
取
り
上
げ
る
「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」（
草
野
心
平
）、「
は
じ
め
て
小
鳥

が
と
ん
だ
と
き
」（
原
田
直
友
）、「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
」「
ア
リ
」
な
ど
（
ま
ど
・
み
ち
お
）

の
詩
は
、
い
ず
れ
も
以
上
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
、
す
ぐ
れ
た
思
想
型
の
作
品
で
あ

る
。
そ
し
て
、
取
り
上
げ
る
授
業
例
は
、
詩
の
世
界
を
と
お
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
、
自
立
、
い
の
ち
、
な
ど
の
思
想
の
問
題
を
、
子
ど
も
た
ち
に
発
見
さ
せ
て
い
く
実

践
で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
事
例
は
文
芸
研
（
文
芸
教
育
研
究
協
議
会
）
の
実
践
で
あ
る
。

文
芸
研
は
人
間
観
・
世
界
観
を
育
て
る
文
芸
教
育
を
研
究
課
題
と
し
て
い
る
の
で
、
思

想
型
の
す
ぐ
れ
た
実
践
が
多
い
。

（
１
）
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１
　
「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」
の
授
業

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
と
は
、
心
理
学
の
用
語
で
「
自
分
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
の
自

覚
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
詩
の
世
界
に
は
、
こ
の
意
味
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
を

テ
ー
マ
と
す
る
作
品
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
一
編
、「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」

（
草
野
心
平
）
を
教
材
化
し
た
、
西
郷
竹
彦
の
授
業
（
小
学
校
五
年
）
を
取
り
上
げ
る
。

私
自
身
、
こ
の
授
業
に
共
同
研
究
者
と
し
た
立
ち
会
い
、
授
業
分
析
を
行
っ
た
実
践
研

究
で
あ
る
。

教
材
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
（『
草
野
心
平
詩
集
』
一
九
七
五
）。

魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
　
　
　
　
　
草
野
心
平

た
ら
ふ
く
エ
サ
を
や
れ
ば
い
い
と
い
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
。

二
日
も
三
日
も
エ
サ
を
や
ら
な
い
の
も
い
け
な
い
。

向
う
の
身
に
な
っ
て
。

向
う
の
食
欲
を
考
え
る
こ
と
。

た
ま
に
は
キ
ャ
ベ
ツ
や
コ
ン
フ
リ
ー
も
い
い
。

向
う
の
好
き
嫌
い
を
考
え
る
こ
と
。

魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
。

子
ど
も
た
ち
の
常
識
（
慣
習
的
な
見
方
・
考
え
方
）
を
大
き
く
ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
作

品
で
あ
る
。
話
者
は
「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」
と
断
定
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
た
ち

の
慣
習
的
な
考
え
方
で
は
、
む
ろ
ん
魚
は
人
間
で
は
あ
り
え
な
い
。
見
方
・
考
え
方
に

お
い
て
、
話
者
と
子
ど
も
た
ち
は
、
相
反
す
る
立
場
に
あ
る
。
し
か
も
、
話
者
は
、「
…

な
ん
だ
」
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
つ
よ
い
異
化
作
用
を
も
っ
た
思
想
型
の

作
品
と
い
え
る
。

話
者
は
、「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」
と
言
う
。
題
名
の
段
階
で
す
で
に
、
読
者
の
意

表
を
つ
く
発
想
で
あ
る
。
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
強
い
違
和
感
を
引
き
だ
す
題

名
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
読
み
す
す
め
て
い
く
う
ち
に
、
少
し
ず
つ
納
得
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
う
。「
向
う
の
身
に
な
っ
て
」「
向
う
の
食
欲
を
考
え
る
こ
と
」「
向
う
の
好
き
嫌
い
を

考
え
る
こ
と
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
、「
向
う
」
と
い
う
反
復
表
現
（
擬
人
化
）
に
よ
っ
て
、

話
者
は
魚
を
人
間
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
魚
だ
っ
て
人
間

な
ん
だ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
な
る
と
、
違
和
感
も
な
く
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
話
者
が
、

人
間
に
対
す
る
と
同
じ
よ
う
な
表
現
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
向
う
の
…
」
と
反

復
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
が
、
こ
の
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
詩
の
思
想
は
、
存
在
の
認
定
―
相
手
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
、
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
魚
と
し
て
の
存
在
の
意
味
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
、
人
間
と
全
く
同

じ
よ
う
に
存
在
と
し
て
認
定
し
て
い
く
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
を
、
子
ど

も
た
ち
に
、
ど
う
発
見
さ
せ
て
い
く
か
。
受
容
指
導
の
興
味
ぶ
か
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
授
業
は
、
導
入
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
た
。

（
導
入
―
展
開
法
）

Ｔ
　
先
生
が
こ
れ
か
ら
詩
を
書
き
ま
す
。

魚
だ
っ
て
（

）

た
ら
ふ
く
エ
サ
を
や
れ
ば
い
い
……

と
い
う
も
ん
じ
ゃ
な
い

（
２
）
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Ｃ
　
（
あ
れ
っ
、
と
い
っ
た
表
情
）

Ｔ
　
ど
う
し
て
か
な
。
エ
サ
と
い
う
の
は
、
う
ん
と
や
っ
た
方
が
い
い
の
じ
ゃ
な
い

か
な
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。

Ｃ
　
い
っ
ぱ
い
や
る
と
、
い
つ
も
、
た
く
さ
ん
く
れ
る
と
思
う
か
ら
。

Ｃ
　
や
り
す
ぎ
る
と
、
食
べ
す
ぎ
て
死
ん
で
し
ま
う
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
い
っ
ぱ
い
エ
サ
を
や
る
と
、
水
が
に
ご
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

Ｔ
　
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
ね
。
だ
か
ら
…
「
と
い
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
」。

二
日
も
三
日
も
エ
サ
を
や
ら
な
い
の
も
い
け
な
い
。

向
う
の
身
に
な
っ
て
。

向
う
の
食
欲
を
考
え
る
こ
と
。

た
ま
に
は
キ
ャ
ベ
ツ
や
コ
ン
フ
リ
ー
も
い
い
。

向
う
の
好
き
嫌
い
を
考
え
る
こ
と
。

Ｔ
　
「
向
う
」
っ
て
、
だ
れ
の
こ
と
？

Ｃ
　
魚
。

Ｔ
　
魚
だ
っ
た
ね
。

Ｔ
　
さ
て
、
も
う
一
行
で
終
わ
り
ま
す
。
そ
の
前
に
、
確
か
め
て
お
き
た
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。「
向
う
の
…
」
と
あ
り
ま
し
た
ね
。「
向
う
…
」
の
と
こ
ろ
に
、

「
魚
の
…
」
を
入
れ
た
ば
あ
い
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
が
ち
が
う
だ
ろ
う
な
。

そ
こ
を
考
え
て
み
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
か
。

Ｃ
　
（
話
し
合
い
、
三
分
。）

Ｃ
　
「
向
う
の
」
と
い
っ
た
ら
、
た
く
さ
ん
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
け
ど
、

「
魚
の
」
と
い
っ
た
ら
、
な
ん
か
魚
だ
け
と
い
っ
た
感
じ
に
な
り
ま
す
。

Ｃ
　
人
間
も
好
き
嫌
い
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
人
間
か
ら
み
て
魚
だ
っ
て
好
き
嫌
い

が
あ
る
は
ず
だ
っ
て
こ
と
。

Ｃ
　
「
向
う
の
」
と
い
う
の
は
、
自
分
も
魚
に
な
っ
て
考
え
て
る
よ
う
な
感
じ
だ

ど
、「
魚
の
」
っ
て
い
っ
た
ら
、
ぼ
く
た
ち
人
間
か
ら
み
た
魚
の
姿
だ
け
を
い

っ
て
る
み
た
い
で
す
。

Ｔ
　
な
る
ほ
ど
ね
。
な
か
な
か
い
い
意
見
を
い
っ
て
く
れ
た
ね
。「
向
う
の
」
と

い
っ
た
方
が
、
み
ん
な
が
い
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
、
何
と
な
く
お
も
し
ろ
い
ん

だ
ね
。
こ
の
と
こ
ろ
は
、
大
事
だ
か
ら
覚
え
て
お
こ
う
ね
。

こ
の
授
業
は
、
展
開
法
と
い
う
文
芸
研
の
方
法
で
進
め
ら
れ
た
。
私
の
指
導
過
程
論

で
い
う
と
、「
展
開
を
読
む
―
詩
と
出
会
い
な
が
ら
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
詩
の
世
界

を
、
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
し
て
い
く
授
業
法
で
あ
る
。
異
化
作
用
の
つ
よ
い
作
品
に
は

有
効
な
指
導
法
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

授
業
の
導
入
部
で
は
、
題
名
は
伏
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
最
後
の
一

行
で
も
う
一
度
出
て
く
る
。
そ
の
と
き
の
二
度
目
の
出
会
い
を
伏
線
と
し
て
組
み
入
れ

た
導
入
で
あ
っ
た
。
授
業
者
は
、
詩
の
方
法
と
し
て
の
反
復
（
リ
フ
レ
ー
ン
）
の
効
果

を
、
導
入
部
の
発
問
に
生
か
し
て
い
た
。

記
録
を
み
て
い
く
と
、
ま
ず
、
一
行
目
が
板
書
さ
れ
て
、「
ど
う
し
て
か
な
」
と
問
わ

れ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
常
識
（
慣
習
的
な
見
方
・
考
え
方
）
の
範
囲
で
答
え
て
い

る
。
そ
の
あ
と
、
最
後
の
一
行
を
の
ぞ
い
た
全
文
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
向
う
の
…
」

と
い
う
、
く
り
か
え
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
に
注
目
し
、「
魚
の
…
」
と
比
較
さ
せ
て
、「
自

分
も
魚
に
な
っ
て
考
え
て
い
る
よ
う
な
感
じ
」
を
引
き
だ
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、

詩
の
方
法
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
が
、「
大
事
だ
か
ら
覚
え
て
お
こ
う
ね
」
と
軽
く
お

さ
え
ら
れ
た
。
子
ど
も
の
発
言
に
寄
り
そ
っ
て
い
く
指
導
で
あ
る
。
こ
の
後
は
、
以
下



4

異
化
の
詩
教
育
学
（
足
立
）

の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
。

（
空
白
を
読
む
）

Ｔ
　
最
後
の
一
行
を
書
き
ま
す
よ
。
こ
れ
で
、
こ
の
詩
は
終
わ
り
で
す
。

魚
だ
っ
て
（

）

Ｔ
　
（

）
の
中
は
、
わ
ざ
と
書
か
な
い
で
お
き
ま
す
。
こ
こ
を
、
み
ん
な
に

考
え
て
も
ら
い
た
い
。
題
名
を
み
て
ご
ら
ん
。
ほ
ら
、
同
じ
で
し
ょ
う
。

Ｃ
　
（
ほ
ん
と
だ
、
同
じ
だ
、
の
声
。）

Ｔ
　
今
度
は
一
人
で
考
え
て
、
ノ
ー
ト
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

Ｃ
　
（
書
く
。
一
分
間
。）

Ｔ
　
書
け
た
？
　
自
分
の
を
発
表
し
た
い
人
？
　
Ｃ
　
（
挙
手
、
多
数
。）

Ｃ
　
魚
だ
っ
て
（
人
間
と
同
じ
だ
）

（
三
名
）

Ｃ
　
魚
だ
っ
て
（
生
き
も
の
だ
）

（
一
四
名
）

Ｃ
　
魚
だ
っ
て
（
生
き
て
い
る
ん
だ
）

（
九
名
）

Ｃ
　
魚
だ
っ
て
（
好
き
嫌
い
が
あ
る
ん
だ
）

（
一
名
）

Ｔ
　
も
う
な
い
で
す
か
。
今
度
は
班
で
話
し
合
っ
て
ご
ら
ん
。

Ｃ
　
（
話
し
合
い
。
二
分
）

Ｃ
　
魚
だ
っ
て
（
命
は
あ
る
ん
だ
）

Ｃ
　
魚
だ
っ
て
（
心
は
あ
る
ん
だ
）

Ｔ
　
こ
れ
で
、
ぜ
ん
ぶ
、
出
た
の
で
す
ね
。（
挙
手
、
な
し
。）
こ
の
詩
を
書
い

た
人
が
ど
う
書
い
て
い
る
か
、
知
り
た
い
？

Ｃ
　
は
い
。
は
い
。
は
い
。

Ｔ
　
作
者
の
草
野
心
平
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
る
の
で
す
よ
。

（
と
、
板
書
し
か
け
て
や
め
る
。）
何
だ
か
、
す
ぐ
教
え
る
の
、
も
っ
た
い
な

い
な
。（
笑
）

も
う
少
し
、
考
え
て
み
た
い
？

Ｃ
　
考
え
て
み
た
い
！

Ｔ
　
じ
ゃ
、
も
う
少
し
、
考
え
て
み
な
さ
い
。（
…
間
…
）
ち
ょ
っ
と
黒
板
を
み

て
…
。
こ
れ
、
魚
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
み
た
い
？

Ｃ
　
ち
が
う
。

Ｔ
　
魚
だ
け
じ
ゃ
な
い
よ
ね
。
こ
れ
、
誰
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
み
た
い
？

Ｃ
　
生
き
も
の
全
部
の
こ
と
。

Ｔ
　
君
は
、
生
き
も
の
か
な
？
　
Ｃ
　
生
き
も
の
。（
笑
）

Ｔ
　
生
き
て
い
る
？
　
　
Ｃ
　
生
き
て
い
ま
す
。（
笑
）

Ｔ
　
好
き
嫌
い
が
あ
る
？
　
Ｃ
　
は
い
。

Ｔ
　
生
命
が
あ
る
？
　
Ｃ
　
は
い
。

Ｔ
　
心
が
あ
る
？
　
Ｃ
　
は
い
。

Ｔ
　
そ
れ
で
は
君
は
、
魚
？
　
Ｃ
　
人
間
。（
参
観
者
、
爆
笑
）

Ｔ
　
は
い
、
そ
う
な
ん
で
す
。「
魚
だ
っ
て
人
間
…
」、
ど
う
続
く
だ
ろ
う
ね
。

Ｃ
　
人
間
…
、
と
お
ん
な
じ
だ
。
／
人
間
…
だ
。
／
人
間
な
ん
だ
。

Ｔ
　
そ
う
で
す
。（「
人
間
な
ん
だ
」
と
板
書
。）

Ｃ
　
（
ワ
ア
ッ
と
喚
声
を
あ
げ
る
。）

最
後
の
フ
レ
ー
ズ
の
「
空
白
を
読
む
」
と
い
う
場
面
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
興
味

を
引
き
つ
け
て
い
る
。「
魚
だ
っ
て
（

）」
の
空
欄
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
い
ろ

い
ろ
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
す
べ
て
、
人
間
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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「
人
間
と
同
じ
だ
」「
生
き
も
の
だ
」「
生
き
て
い
る
ん
だ
」「
好
き
嫌
い
が
あ
る
ん
だ
」

「
命
は
あ
る
ん
だ
」「
心
は
あ
る
ん
だ
」
な
ど
、
ど
の
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、「
人
間
と

同
じ
」
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
見
方
・
考
え
方
は
す
で
に
、
話
者
と
同
じ
に
な
っ
て

い
る
。
導
入
時
の
常
識
的
な
意
見
（
慣
習
的
な
見
方
・
考
え
方
）
と
は
大
き
く
変
容
し

て
い
た
。
た
だ
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ま
だ
そ
の
変
容
に
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
授
業
者
は
、
子
ど
も
た
ち
自
身
と
魚
を
比
較
さ
せ
た
。「
Ｔ
　
君
は
、
生
き

も
の
か
な
？
」
以
下
の
問
答
で
あ
る
。
そ
し
て
、
空
欄
に
「
人
間
な
ん
だ
」
が
入
る
と

大
き
な
喚
声
が
あ
が
っ
た
。
見
て
い
て
、
そ
れ
は
す
ご
い
喚
声
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た

ち
が
自
力
で
突
き
と
め
て
い
っ
た
言
葉
と
同
じ
言
葉
が
、
し
か
も
「
…
な
ん
だ
」
と
断

定
形
で
出
現
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

私
は
、
こ
の
授
業
場
面
を
、
次
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
た
。

空
欄
を
埋
め
る
の
に
、
西
郷
氏
は
実
に
慎
重
で
あ
っ
た
。
ひ
と
り
で
考
え
る
（
ノ

ー
ト
に
書
く
）
―
発
表
、
班
で
考
え
る
―
発
表
（
板
書
）
と
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
ペ

ー
ス
で
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
間
、
内
心
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
授
業
に
参
加

し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
の
様
子
が
、
手
に
と
る
よ
う
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
授
業
が
最

高
に
も
り
あ
が
り
を
み
せ
た
場
面
で
あ
る
。
見
わ
た
し
て
み
る
と
、
参
観
の
教
師
た

ち
も
、
首
を
ひ
ね
り
な
が
ら
空
欄
の
中
の
言
葉
を
探
し
て
い
た
。
私
た
ち
も
ま
た
、

子
ど
も
た
ち
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
学
習
者
で
あ
っ
た
。
一
人
の
子
ど
も
と
の
問
答
が
笑

い
を
誘
っ
た
。
笑
い
の
中
で
、
空
欄
の
「
人
間
な
ん
だ
」
が
埋
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」
と
い
う
強
い
断
定
の
言
い
方
は
、
子
ど
も
た
ち
の
驚
き
を

誘
う
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
の
刺
激
性
を
秘
め
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
の
ど
よ
め
き
は
、
そ

の
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
こ
の
授
業
場
面
は
、
後
の
「
典
型
読
み
」
へ
の
伏
線
に
も
な
っ
て
い
た
。

「
典
型
読
み
」
は
「
思
想
化
の
段
階
」
で
あ
り
、
文
芸
研
の
授
業
理
論
の
特
長
で
あ
る
。

授
業
は
、
次
の
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

（
典
型
読
み
）

Ｔ
　
草
野
心
平
さ
ん
は
、「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」
と
書
い
て
い
る
の
で
す
ね
。

君
た
ち
は
、
魚
を
人
間
だ
と
思
う
？

Ｃ
　
思
わ
な
い
。

Ｃ
　
思
い
ま
せ
ん
。

Ｔ
　
思
わ
な
い
よ
ね
。
草
野
心
平
さ
ん
は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

Ｃ
　
（
…
…
）

Ｔ
　
で
は
、
ま
た
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
み
よ
う
か
。

Ｃ
　
（
班
で
の
話
し
合
い
。
三
分
。）

Ｔ
　
も
う
い
い
か
な
。

Ｃ
　
（
ほ
と
ん
ど
の
児
童
、
挙
手
。）

Ｃ
　
「
人
間
な
ん
だ
」
と
い
う
わ
け
は
、
魚
だ
っ
て
生
き
も
の
だ
し
、
生
き
て
い

る
し
、
好
き
嫌
い
が
あ
る
し
、
命
だ
っ
て
あ
る
し
、
心
だ
っ
て
あ
る
ん
だ
か
ら
、

人
間
と
同
じ
な
ん
だ
な
あ
と
思
っ
た
か
ら
、「
人
間
な
ん
だ
」
と
言
っ
た
と
思

い
ま
す
。

Ｃ
　
草
野
心
平
さ
ん
は
、
た
ぶ
ん
自
分
で
魚
を
飼
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
魚
の
気
持

ち
が
わ
か
っ
て
き
て
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
み
え
て
き
て
、
そ
れ
で
「
人
間
と

同
じ
だ
」
と
言
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
み
ん
な
と
同
じ
な
ん
だ
け
ど
、
さ
っ
き
み
ん
な
が
発
表
し
た
意
見
は
、
ぜ
ん

ぶ
、
ど
こ
も
人
間
と
同
じ
な
ん
だ
か
ら
、「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」
と
言
っ

（
３
）
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た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

・

Ｔ
　
み
ん
な
魚
と
人
間
は
同
じ
な
ん
だ
と
言
っ
た
け
ど
、
人
間
と
魚
の
ち
が
う
と

こ
ろ
は
ど
こ
だ
ろ
う
。
ど
こ
が
ち
が
う
？

Ｃ
　
体
の
か
た
ち
が
ち
が
い
ま
す
。

Ｃ
　
大
き
さ
も
ち
が
う
。

Ｃ
　
色
も
ち
が
う
。

Ｔ
　
考
え
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
ね
。
み
ん
な
、
と
な
り

の
人
を
見
て
ご
ら
ん
。

Ｃ
　
（
顔
を
見
合
わ
せ
る
。）

Ｔ
　
自
分
と
、
形
、
体
の
大
き
さ
、
顔
色
、
み
な
同
じ
で
す
か
。
ち
が
う
ね
。
ち

が
う
点
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ね
。
で
も
、
何
が
同
じ
か
な
？

Ｃ
　
お
ん
な
じ
人
間
。

Ｔ
　
人
間
と
し
て
、
ど
こ
が
同
じ
な
の
。
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
で
、
何
が
同
じ

な
の
？
　

Ｃ
　
生
き
て
い
る
こ
と
。

Ｃ
　
好
き
嫌
い
が
あ
る
こ
と
。

Ｃ
　
命
が
あ
る
こ
と
。

Ｃ
　
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。

Ｔ
　
魚
だ
っ
て
、
形
や
大
き
さ
や
色
は
、
人
間
と
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
け
ど
、
草
野

心
平
さ
ん
は
、
あ
ー
、
魚
だ
っ
て
同
じ
な
ん
だ
、
人
間
な
ん
だ
、
と
思
っ
た
の

で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
詩
で
す
。・

Ｔ
　
み
な
さ
ん
は
、「
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

か
。

Ｃ
　
な
い
。

Ｃ
　
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｔ
　
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
私
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
作
者
の
草
野
さ
ん
は
、
で

も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
魚
を
見
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
ん
で

す
ね
。
終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
作
品
の
思
想
を
問
う
場
面
で
あ
る
。
思
想
的
に
み
る
と
、
こ
の
作
品
は
、「
魚
だ

っ
て
人
間
な
ん
だ
」
と
い
う
比
喩
的
思
考
に
よ
っ
て
、
生
き
物
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、

魚
が
魚
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
授
業
の
前
半
は
、
作
品
の
思
想

（
話
者
の
考
え
方
）
の
根
拠
を
類
推
す
る
場
面
、
後
半
は
、
作
品
の
思
想
を
典
型
化
す
る

場
面
で
あ
っ
た
。
典
型
化
と
は
、
作
品
の
思
想
の
受
容
に
と
ど
め
な
い
で
、
子
ど
も
た

ち
の
生
活
現
実
に
返
し
て
い
く
、
文
芸
研
に
独
自
の
教
育
論
で
あ
る
。
こ
の
指
導
に
よ

っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
作
品
の
思
想
内
容
を
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
受
容
し
て
い

っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
自
分
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
」
と
い
う
、
子
ど
も
た
ち
自

身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
）
に
つ
い
て
考
え
は
じ
め
て
い

た
。こ

の
授
業
は
、
作
品
の
思
想
を
、
子
ど
も
た
ち
自
身
で
と
ら
え
さ
せ
て
い
く
授
業
で

あ
っ
た
。
授
業
者
の
問
い
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
思
考
を
深
め
、
納
得
し
て
い
っ

た
。
典
型
化
の
指
導
に
お
い
て
は
、
対
比
・
類
比
と
い
う
方
法
が
使
わ
れ
た
。「
Ｔ
　
人

間
と
魚
の
ち
が
う
と
こ
ろ
は
ど
こ
だ
ろ
う
」
と
い
う
対
比
の
発
問
と
、「
Ｔ
　
で
も
、
何

が
同
じ
か
な
」
と
い
う
類
比
の
発
問
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
作
品
の
思
想
を
と
ら

え
や
す
く
な
っ
た
。
作
品
の
思
想
を
と
ら
え
る
効
果
的
な
発
問
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
実
験
授
業
は
、
広
島
市
の
同
和
教
育
研
究
大
会
の
公
開
授
業
で
あ
っ
た
。
授
業

者
の
西
郷
は
、
あ
と
の
講
演
に
お
い
て
、
同
和
教
育
と
文
学
教
育
と
い
う
ふ
う
に
二
元

的
に
考
え
る
の
で
な
く
、
詩
の
も
っ
て
い
る
す
ぐ
れ
た
教
育
性
、
教
育
的
な
力
を
引
き

だ
す
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
同
和
教
育
に
も
な
る
、
と
い
う
考
え
方
を
述
べ
て
い
る
。
こ

の
考
え
方
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
あ
っ
て
、
文
学
教
育
に
お
け
る
テ
ー
マ
主
批
判
、
徳

（
４
）

（
５
）
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目
主
義
批
判
を
と
お
し
て
生
成
さ
れ
た
、
西
郷
文
芸
学
の
基
本
的
な
教
育
思
想
で
あ
っ

た
。
作
品
に
内
在
す
る
固
有
の
思
想
を
重
視
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想

型
の
詩
を
扱
う
と
き
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

２
　
「
は
じ
め
て
小
鳥
が
飛
ん
だ
と
き
」
の
授
業

次
に
、
自
立
を
テ
ー
マ
と
し
た
、
思
想
型
の
詩
の
授
業
例
を
検
討
す
る
。
取
り
上
げ

る
授
業
例
は
、
次
の
作
品
（
少
年
詩
集
『
は
じ
め
て
小
鳥
が
飛
ん
だ
と
き
』
一
九
七
二
）

を
教
材
と
し
た
、
阿
部
治
悦
の
実
践
（
小
学
校
六
年
）
で
あ
る
。
阿
部
は
文
芸
研
の
代

表
的
な
実
践
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
て
小
鳥
が
飛
ん
だ
と
き
　
　
　
原
田
直
友

は
じ
め
て
小
鳥
が
飛
ん
だ
と
き

森
は
し
い
ん
と
し
ず
ま
っ
た

木
々
の
小
え
だ
が
手
を
さ
し
の
べ
た

う
れ
し
さ
と
不
安
で
小
鳥
の
小
さ
な
む
ね
は

ど
き
ん
ど
き
ん
大
き
く
鳴
っ
て
い
た

「
心
配
し
な
い
で
」
と
　
か
あ
さ
ん
鳥
が

や
さ
し
く
か
た
を
だ
い
て
や
っ
た

「
さ
あ
　
お
と
び
」
と
　
と
う
さ
ん
鳥
が

ぽ
ん
と
一
つ
か
た
を
た
た
い
た

は
じ
め
て
小
鳥
が
じ
ょ
う
ず
に
飛
ん
だ
と
き

森
は
　
は
く
手
か
っ
さ
い
し
た

私
の
教
材
分
類
で
い
う
と
、「
…
と
き
」
と
い
う
典
型
的
な
時
間
型
の
作
品
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
思
想
型
の
作
品
で
も
あ
る
。
題
名
に
あ
る
よ
う
に
、「
小
鳥
が
は
じ
め
て
飛

ん
だ
と
き
」
の
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
子
ど
も
の
自
立
と
は
何
か
、
ま

た
、
そ
の
と
き
の
父
親
、
母
親
は
ど
う
ふ
る
ま
う
か
。
そ
う
い
う
家
族
の
関
係
を
子
ど

も
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
、
す
ぐ
れ
て
思
想
的
な
作
品
と
い
え
る
。
鳥
の
世
界
を
擬
人
化

し
て
、
父
鳥
と
母
鳥
の
対
比
、
親
鳥
と
小
鳥
の
対
比
と
い
う
表
現
方
法
に
よ
っ
て
、
自

立
の
思
想
を
わ
か
り
や
す
く
描
い
て
い
る
。
静
の
世
界
か
ら
一
転
し
て
動
の
世
界
に
切

り
か
え
る
、
三
連
の
作
品
構
成
も
と
ら
え
や
す
い
。

授
業
者
の
阿
部
は
、
教
材
分
析
に
お
い
て
、
詩
の
題
名
と
、
表
現
の
反
復
と
対
比
、

一
連
と
三
連
の
対
比
の
構
成
に
注
目
し
て
い
る
。
題
名
は
「
…
と
き
」
と
い
う
、
作
品

の
テ
ー
マ
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
。
一
連
・
三
連
の
森
の
様
子
の
対
比
、
二
連
の
か
あ

さ
ん
鳥
と
と
う
さ
ん
鳥
の
様
子
の
対
比
か
ら
、
親
と
し
て
の
愛
の
あ
り
方
の
違
い
を
見

出
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
小
鳥
が
は
じ
め
て
飛
ぶ
こ
と
の
思
想
的
な
意
味
と
し
て
、「
飛
ぶ
こ
と
で
生

き
て
い
る
鳥
は
、
飛
べ
な
い
こ
と
に
は
生
き
て
い
け
な
い
。
食
物
を
手
に
入
れ
る
に
も

外
敵
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
も
飛
ぶ
こ
と
で
可
能
と
な
る
。
飛
ぶ
こ
と
は
、
鳥
に
と
っ

て
は
ま
さ
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、『
は
じ
め
て
』
し
か

も
『
じ
ょ
う
ず
に
』
飛
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
幼
い
小
鳥
が
鳥
に
な
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
、
述
べ
て
い
る
。

授
業
者
は
、
こ
の
作
品
に
子
ど
も
の
自
立
の
思
想
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

受
容
指
導
の
中
心
を
そ
こ
に
お
こ
う
と
す
る
。
こ
の
詩
の
方
法
を
と
お
し
て
、
こ
の
詩

（
６
）

（
７
）
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の
思
想
に
せ
ま
る
、
と
い
う
授
業
構
想
で
あ
っ
た
。

こ
の
授
業
は
、
ま
ず
「
題
名
よ
み
」
か
ら
導
入
さ
れ
た
。「
題
名
よ
み
」
と
「
は
じ
め

の
感
想
」
の
場
面
を
引
い
て
み
る
。

（
題
名
読
み
）

Ｔ
　
こ
の
題
の
つ
け
方
に
つ
い
て
、
ど
う
思
い
ま
す
か
。

Ｃ
　
「
と
き
」
っ
て
付
い
て
い
て
、
そ
の
下
に
ど
う
な
っ
た
か
な
、
っ
て
つ
な
が

っ
て
る
よ
う
で
、
次
が
知
り
た
く
な
り
ま
す
。
工
夫
し
て
い
る
題
の
つ
け
方
で

す
。

Ｃ
　
「
と
き
」
と
つ
く
と
、
そ
の
他
に
何
か
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
す
。

Ｔ
　
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

Ｃ
　
小
鳥
が
飛
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ま
わ
り
に
何
か
が
起
こ
っ
た
と
い
う

よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

Ｃ
　
わ
た
し
も
そ
う
で
、
飛
ん
だ
瞬
間
、
何
か
が
起
き
た
と
い
う
感
じ
が
し
て
、

先
が
読
み
た
く
な
り
ま
す
。

Ｃ
　
「
か
ぼ
ち
ゃ
の
つ
る
が
」
と
か
、「
こ
ん
こ
ん
こ
な
雪
ふ
る
朝
に
」
と
か
、

「
つ
ば
き
の
木
か
ら
」
と
か
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
次
に
ど
う
し
た
か
と
読

者
に
思
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｔ
　
き
の
う
書
い
た
み
ん
な
の
作
文
の
題
も
そ
う
で
し
た
よ
。「
本
当
に
姉
さ
ん

は
」「
ど
く
り
つ
の
た
め
に
」「
お
父
さ
ん
、
や
め
た
ら
」「
考
え
て
か
ら
」「
か

わ
い
い
け
ど
こ
ま
る
」
と
か
、
題
名
に
工
夫
の
あ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

Ｃ
　
「
と
き
」
と
つ
く
と
、
そ
の
瞬
間
だ
け
、
そ
の
場
面
が
と
ま
っ
た
感
じ
に
な

り
ま
す
。

Ｃ
　
小
鳥
が
飛
ぶ
の
を
ま
ち
か
ま
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

Ｃ
　
飛
ん
だ
と
き
は
短
く
て
も
、「
は
じ
め
て
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
長

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

Ｃ
　
「
は
じ
め
て
」
と
つ
く
と
、
や
っ
と
飛
ん
だ
と
き
だ
な
と
い
う
感
じ
が
し
て

き
ま
す
。

・

（
は
じ
め
の
感
想
）

Ｔ
　
感
想
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

Ｃ
　
「
は
じ
め
て
」
が
最
初
に
あ
る
の
で
、
一
生
け
ん
め
い
小
鳥
が
飛
ん
だ
と
思

い
ま
す
。

Ｃ
　
と
っ
て
も
あ
っ
た
か
く
、
や
さ
し
さ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
世
界
だ
と
思
い
ま
す
。

飛
べ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
小
鳥
に
、
よ
く
が
ん
ば
っ
た
ね
、
と
言
っ
て
や
り
た
く
な
り
ま
す
。
じ
ょ
う

ず
に
飛
べ
た
の
で
、
私
も
は
く
手
し
た
く
な
り
ま
し
た
。

Ｃ
　
小
鳥
の
た
め
に
、
森
も
木
も
み
ん
な
祈
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。

Ｃ
　
森
が
「
し
い
ん
と
し
ず
ま
っ
た
」
の
は
、
何
か
声
を
出
せ
ば
小
鳥
が
落
ち
て

し
ま
い
そ
う
で
、
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
、
声
が
出
せ
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
「
は
じ
め
て
」
っ
て
こ
と
で
、
不
安
や
う
れ
し
さ
が
大
き
い
か
ら
、
喜
び
も

大
き
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

Ｃ
　
か
あ
さ
ん
鳥
と
と
う
さ
ん
鳥
の
や
さ
し
さ
が
、
と
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
鳥
で
も
、
こ
ん
な
に
飛
ぶ
こ
と
を
練
習
す
る
の
か
と
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

前
半
は
「
題
名
よ
み
」、
後
半
は
「
は
じ
め
の
感
想
」
を
発
表
す
る
場
面
で
あ
る
。
前

半
の
場
面
か
ら
は
、
読
者
を
引
き
つ
け
る
題
名
で
あ
る
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
は
既
習
教

材
（
原
田
直
友
「
か
ぼ
ち
ゃ
の
つ
る
が
」、
三
好
達
治
「
こ
ん
こ
ん
こ
な
雪
ふ
る
朝
に
」
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な
ど
）
か
ら
、
す
で
に
、
こ
の
タ
イ
プ
の
題
名
の
効
果
を
学
習
し
て
い
た
。
し
か
も
、

作
文
の
題
名
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
芸
研
の
関
連
・
系
統
指
導
の
成
果

と
い
え
る
。
文
芸
・
説
明
文
・
作
文
を
、
別
々
に
指
導
す
る
の
で
な
く
、
関
連
的
に
系

統
的
に
指
導
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
文
芸
研
の
関
連
・
系
統
指
導
論
で
あ
っ
た
。

後
半
の
「
は
じ
め
の
感
想
」
で
は
、
小
鳥
に
対
す
る
共
感
と
、
森
、
か
あ
さ
ん
鳥
、

と
う
さ
ん
鳥
の
や
さ
し
さ
に
ふ
れ
て
い
る
。「
や
さ
し
さ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
世
界
」
と
い

う
、
子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
で
あ
る
。
た
だ
、
ま
だ
初
発
の
感
想
な
の
で
、
自
立
と

い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
思
想
の
受
容
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
の
後
の
「
た
し
か
め
よ
み
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
授
業
場
面

は
、
文
芸
研
に
独
自
の
、
対
比
・
類
比
・
仮
定
な
ど
の
認
識
方
法
を
使
っ
た
展
開
に
な

っ
た
。

Ｔ
　
二
連
を
い
っ
し
ょ
に
読
ん
で
み
よ
う
。

Ｃ
　
（
斉
読
。）

（
対
比
）

Ｔ
　
か
あ
さ
ん
鳥
と
と
う
さ
ん
鳥
の
し
た
こ
と
、
同
じ
で
す
か
、
違
い
ま
す
か
。

Ｃ
　
違
い
ま
す
。（
一
斉
に
言
う
。）

Ｃ
　
か
あ
さ
ん
鳥
は
、
や
さ
し
く
か
た
を
だ
い
た
け
ど
、
と
う
さ
ん
鳥
の
方
は
ぽ

ん
と
た
た
い
た
と
こ
ろ
が
、
反
対
で
す
。

Ｃ
　
「
心
配
し
な
い
で
」
と
い
う
か
あ
さ
ん
鳥
の
や
さ
し
い
の
と
、「
さ
あ
、
お

と
び
」
と
い
う
と
う
さ
ん
鳥
の
方
は
き
び
し
そ
う
で
、
対
比
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｔ
　
対
比
で
い
い
で
す
か
。

Ｃ
　
い
い
で
す
。

（
類
比
）

Ｔ
　
で
は
、
か
あ
さ
と
ん
鳥
と
と
う
さ
ん
鳥
と
、
同
じ
と
こ
ろ
は
な
い
で
す
か
。

Ｃ
　
と
う
さ
ん
鳥
も
か
あ
さ
ん
鳥
も
、
小
鳥
を
か
わ
い
が
り
元
気
づ
け
る
気
持
ち

は
同
じ
で
、
反
復
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
と
う
さ
ん
鳥
も
や
さ
し
い
心
か
ら
、
勇
気
づ
け
る
よ
う
に
は
げ
ま
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
同
じ
で
す
。

Ｔ
　
そ
う
す
る
と
、
反
復
で
も
あ
る
し
、
同
時
に
対
比
で
も
あ
る
の
ね
。
ど
う
し

て
こ
う
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

Ｃ
　
ど
っ
ち
も
子
ど
も
を
思
っ
て
、
か
わ
い
が
っ
て
い
る
心
が
、
お
か
あ
さ
ん
ら

し
い
の
と
お
と
う
さ
ん
ら
し
い
の
と
ち
が
っ
て
、
態
度
に
表
れ
て
き
て
る
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
（
う
ん
う
ん
。）

（
仮
定
）

Ｔ
　
と
こ
ろ
で
ね
、
こ
れ
が
も
し
、
同
じ
だ
っ
た
り
、
順
序
が
反
対
だ
っ
た
り
し

た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

Ｃ
　
と
う
さ
ん
鳥
も
か
あ
さ
ん
鳥
も
「
心
配
し
な
い
で
」
と
か
た
を
だ
い
て
や
っ

た
ら
、
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
先
に
と
う
さ
ん
鳥
が
「
さ
あ
、
お
飛
び
」
で
、
そ
の
次
に
か
あ
さ
ん
鳥
が
「
心

配
し
な
い
で
」
と
か
た
を
だ
く
と
、
小
鳥
が
飛
ぶ
の
を
じ
ゃ
ま
し
て
る
み
た
い

に
な
り
ま
す
。

Ｃ
　
小
鳥
の
小
さ
な
む
ね
が
ど
き
ん
ど
き
ん
大
き
く
鳴
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま

ず
、
か
あ
さ
ん
鳥
が
不
安
を
と
っ
て
や
っ
て
、
次
に
、
と
う
さ
ん
鳥
が
勇
気
を

つ
け
て
飛
ば
せ
る
と
い
う
順
序
が
ぴ
っ
た
り
し
ま
す
。

Ｔ
　
う
ん
。
両
方
が
か
あ
さ
ん
鳥
み
た
い
で
も
、
両
方
が
と
う
さ
ん
鳥
み
た
い
で

も
、
ま
ず
い
み
た
い
で
す
ね
。
や
さ
し
い
愛
し
方
と
き
び
し
い
愛
し
方
と
、
両

方
あ
る
の
が
い
い
み
た
い
で
す
ね
。
変
化
の
あ
る
反
復
が
、
同
時
に
対
比
に
も

な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

（
８
）
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Ｔ
　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
他
に
も
あ
る
ぞ
。

Ｃ
　
（「
え
え
っ
」
と
い
う
顔
を
し
て
作
品
を
に
ら
み
つ
け
る
と
、「
は
い
っ
、

は
い
っ
」
と
声
を
張
り
あ
げ
て
手
を
あ
げ
た
。）

Ｃ
　
一
連
の
森
は
「
し
い
ん
」
と
音
が
な
く
て
、
三
連
の
森
は
「
は
く
手
か
っ
さ

い
」
と
に
ぎ
や
か
に
な
っ
て
対
比
さ
れ
て
い
る
け
ど
、
ど
っ
ち
の
森
も
、
小
鳥

を
応
え
ん
し
て
飛
ば
せ
て
あ
げ
た
い
気
持
ち
と
し
て
は
同
じ
で
、
反
復
さ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
小
鳥
を
お
も
う
や
さ
し
い
心
は
反
復
さ
れ
て
る
け
ど
、
三
連
で
、「
じ
ょ
う

ず
に
」
飛
べ
た
と
き
の
森
は
、「
し
い
ん
と
」
が
「
は
く
手
か
っ
さ
い
」
と
対

比
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｔ
　
そ
う
で
す
ね
。
反
復
が
同
時
に
対
比
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
勉
強
は
、

初
め
て
で
す
ね
。

対
比
・
類
比
と
い
う
見
方
・
考
え
方
（
認
識
方
法
）
を
使
っ
た
、
文
芸
研
に
独
自
の

授
業
場
面
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
連
の
世
界
を
対
比
で
み
て
い
く
と
、
子
ど
も
た
ち
の
指

摘
す
る
よ
う
に
、
か
あ
さ
ん
鳥
と
と
う
さ
ん
鳥
の
し
ぐ
さ
（
行
動
）
は
対
照
的
で
あ
る
。

「
か
あ
さ
ん
鳥
の
や
さ
し
さ
」
と
「
と
う
さ
ん
鳥
の
き
び
し
さ
」
の
対
比
で
あ
る
。
次
に
、

二
連
の
世
界
を
類
比
で
み
て
い
く
と
、「
小
鳥
を
か
わ
い
が
り
元
気
づ
け
る
気
持
ち
」
で

は
同
じ
と
子
ど
も
た
ち
は
考
え
て
い
っ
た
。
対
比
・
類
比
に
よ
る
発
見
に
、
子
ど
も
た

ち
は
相
互
に
「
う
ん
う
ん
」
と
納
得
し
合
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
大
き
な
発
見
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
授
業
者
は
、
仮
定
と
い
う
見
方
・
考
え
方
（
認
識
方
法
）
を
使
っ
て
考
え
さ

せ
て
い
っ
た
。「
も
し
、
同
じ
だ
っ
た
り
、
順
序
が
反
対
だ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
」
と

い
う
発
問
で
あ
る
。
こ
の
発
問
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
か
あ
さ
ん
鳥
と
と
う
さ

ん
鳥
の
し
ぐ
さ
が
「
や
さ
し
い
愛
し
方
」
と
「
き
び
し
い
愛
し
方
」
で
あ
っ
た
こ
と
を

納
得
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
次
の
段
階
で
は
、
ふ
た
た
び
対
比
と
類
比
の
方

法
を
使
っ
て
、
森
の
様
子
と
思
い
を
読
み
と
ら
せ
て
い
る
。
森
の
し
ぐ
さ
は
対
比
で
あ

る
が
、
小
鳥
に
対
す
る
気
持
ち
は
類
比
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。
発
展

的
・
応
用
的
な
指
導
場
面
と
い
え
る
。
こ
の
授
業
は
、「
反
復
（
類
比
）
が
同
時
に
対
比

に
な
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
、
文
芸
研
理
論
の
は
じ
め
て
の
学
習
で
あ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

対
比
・
類
比
は
、
こ
の
詩
の
表
現
方
法
で
も
あ
る
が
、
仮
定
（
も
し
…
）
は
、
授
業

者
の
取
り
入
れ
た
も
の
の
見
方
・
考
え
方
で
あ
っ
た
。
詩
の
方
法
を
ふ
ま
え
て
、
仮
定

と
い
う
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の
指
導
を
同
時
に
行
う
場
面
で
あ
っ
た
。
こ
の
指
導
に

よ
っ
て
、
か
あ
さ
ん
鳥
、
と
う
さ
ん
鳥
、
森
な
ど
の
、
登
場
人
物
の
言
動
の
意
味
づ
け

が
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
、「
ま
と
め
よ
み
」
で
は
、
こ
の
詩
の
思
想
を
問
う
課
題
が
出
さ
れ

た
。
学
習
の
総
ま
と
め
の
段
階
で
、
は
じ
め
て
思
想
を
問
う
課
題
が
提
示
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

（
ま
と
め
読
み
）

Ｔ
　
小
鳥
を
、
一
人
だ
ち
で
き
る
よ
う
に
、「
じ
ょ
う
ず
に
」
飛
べ
る
よ
う
に
さ

せ
た
の
は
、
何
だ
ろ
う
。

Ｃ
　
か
あ
さ
ん
鳥
と
と
う
さ
ん
鳥
の
や
さ
し
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
み
ん
な
が
応
え
ん
し
た
か
ら
で
す
。

Ｃ
　
ぼ
く
は
、
小
鳥
自
身
が
が
ん
ば
っ
て
、
自
分
の
力
を
せ
い
い
っ
ぱ
い
出
し
た
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か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
小
鳥
が
ひ
と
り
だ
け
で
は
、
じ
ょ
う
ず
に
飛
べ
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

Ｃ
　
わ
た
し
も
、
そ
う
思
い
ま
す
。
と
う
さ
ん
鳥
や
か
あ
さ
ん
鳥
に
教
え
て
も
ら

っ
た
り
、
不
安
を
取
り
の
ぞ
い
て
も
ら
っ
た
り
、
木
々
が
さ
さ
え
て
く
れ
て
応

え
ん
し
て
く
れ
た
か
ら
こ
そ
、
小
鳥
も
が
ん
ば
る
気
持
ち
に
な
っ
た
ん
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

Ｃ
　
（
う
ん
、
う
ん
。）

Ｃ
　
わ
た
し
は
、
本
人
が
不
安
だ
け
で
な
く
、
飛
ぶ
こ
と
に
う
れ
し
さ
を
も
っ
て
、

や
る
気
を
お
こ
し
た
の
が
い
ち
ば
ん
大
き
な
力
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
う
ん
、
う
ん
。

Ｔ
　
両
方
に
「
う
ん
、
う
ん
」
で
す
か
（
笑
）

Ｃ
　
ど
っ
ち
に
も
賛
成
で
す
（
笑
）。
不
安
を
な
く
し
、
や
る
気
を
お
こ
さ
せ
た

の
は
、
ま
わ
り
で
す
。
ま
わ
り
が
、
小
鳥
の
が
ん
ば
る
力
、
飛
ぶ
力
を
ひ
き
だ

し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
本
人
が
が
ん
ば
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
人
前

に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
両
方
の
力
で
こ
う
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。

Ｃ
　
（
う
ん
、
う
ん
。）

Ｔ
　
う
ま
く
ま
と
め
ま
し
た
ね
（
笑
）。
み
ん
な
も
、
そ
う
思
っ
て
い
る
の
で
す

ね
。

Ｃ
　
は
い
。

Ｔ
　
こ
う
し
て
、
や
っ
と
飛
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
小
鳥
に
対
し
て
、
何
か
言
っ
て

や
り
た
く
な
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
小
鳥
に
対
し
て
、
ぜ
ひ
言
っ
て
や
り
た
い
こ

と
、
教
え
た
い
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
書
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

授
業
者
は
、「
小
鳥
を
、
一
人
だ
ち
で
き
る
よ
う
に
…
さ
せ
た
の
は
、
何
だ
ろ
う
」
と

い
う
発
問
で
、
自
立
の
思
想
の
問
題
を
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
。
子
ど
も
た

ち
は
、
か
あ
さ
ん
鳥
と
と
う
さ
ん
鳥
、
そ
し
て
森
の
役
割
が
、
小
鳥
を
飛
ば
せ
た
。
ま

た
、
小
鳥
自
身
の
の
が
ん
ば
る
力
も
あ
っ
た
、
と
答
え
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
小

鳥
の
自
立
を
可
能
に
し
た
条
件
を
、
的
確
に
と
ら
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。

最
後
に
、「
こ
の
小
鳥
に
対
し
て
、
ぜ
ひ
言
っ
て
や
り
た
い
こ
と
」
を
、「
お
わ
り
の

感
想
」
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
こ
の
詩
の
思
想
を
ど
う
受
け
と
め
た

か
、
以
下
の
感
想
文
に
よ
く
表
れ
て
い
た
。

（
お
わ
り
の
感
想
）

・
よ
く
や
っ
た
ね
。
も
う
一
人
で
生
き
ら
れ
る
ん
だ
よ
。
み
ん
な
ど
き
ど
き
し
て

見
守
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
き
み
を
見
て
、
ぼ
く
も
が
ん
ば
っ
て
勉
強
す
る
よ
う
に

な
る
よ
。
き
み
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
や
さ
し
く
て
い
い
ね
。
も
し
、
お
父

さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
同
じ
こ
と
を
し
て
た
ら
、
き
み
は
飛
べ
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
よ
。
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
を
好
き
に
な
ら
な
き
ゃ
だ
め
だ
よ
。
そ
れ
に
、

森
の
み
ん
な
も
や
さ
し
く
て
よ
か
っ
た
ね
。
森
中
が
家
族
み
た
い
だ
ね
。

・
小
鳥
さ
ん
が
飛
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
私
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
こ
れ

か
ら
は
、
自
分
で
え
さ
を
と
り
、
自
分
で
敵
か
ら
自
分
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す

ね
。
小
鳥
さ
ん
に
と
っ
て
、
自
分
の
力
で
飛
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大

事
な
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
い
い
お
父
さ
ん
、
い
い
お
母
さ
ん
、
森
た
ち
が
い
た
か

ら
、
小
鳥
さ
ん
の
や
る
気
と
力
を
引
き
出
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
小
鳥
さ
ん
も
そ

れ
を
考
え
ま
し
た
か
。
私
は
二
つ
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
つ
は
、

鳥
が
空
を
飛
ぶ
の
に
、
は
じ
め
て
だ
と
む
ね
が
は
れ
つ
し
そ
う
に
な
っ
て
、
い
っ

し
ょ
う
け
ん
め
い
飛
ぶ
練
習
を
す
る
の
で
す
ね
。
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
。
も
う
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一
つ
は
、
自
分
に
や
る
気
が
な
い
と
、
や
っ
ぱ
り
飛
べ
た
り
で
き
な
い
こ
と
で
す
。

・
こ
の
詩
を
読
ん
で
い
く
と
、
一
つ
の
物
語
の
よ
う
に
感
じ
た
。
小
鳥
た
ち
が
、

こ
ん
な
に
苦
労
し
て
飛
ぼ
う
と
し
て
い
る
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。

鳥
だ
か
ら
飛
ぶ
の
が
あ
た
り
ま
え
で
、
大
き
く
な
る
と
自
然
に
飛
ぶ
こ
と
が
で

き
る
と
思
っ
て
い
た
。
こ
の
小
鳥
に
あ
り
が
と
う
と
言
っ
て
や
り
た
い
気
持
ち
だ
。

小
鳥
に
と
っ
て
、
飛
ぶ
と
い
う
こ
と
は
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。
ぼ
く
の

父
や
母
も
同
じ
よ
う
な
役
を
し
て
い
る
の
だ
な
あ
と
思
っ
た
。

こ
の
受
容
反
応
を
み
る
と
、「
は
じ
め
の
感
想
」
と
比
較
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
内
面

で
の
考
え
方
の
変
容
と
成
長
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
め
の
頃
子
ど
も
た
ち
は
、「
か

あ
さ
ん
鳥
は
や
さ
し
い
」「
と
う
さ
ん
鳥
は
き
び
し
い
」
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、「
お
わ
り
の
感
想
」
に
な
る
と
、「
き
み
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
や
さ

し
く
て
い
い
ね
」「
い
い
お
父
さ
ん
、
い
い
お
母
さ
ん
」
の
よ
う
に
、「
や
さ
し
く
て
」

「
い
い
」
と
い
う
と
ら
え
方
に
変
容
し
て
い
る
。「
森
中
が
家
族
み
た
い
だ
ね
」
と
い
う

と
ら
え
方
も
あ
る
。
小
鳥
の
自
立
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
納
得
し
た
受
容
反

応
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
小
鳥
に
対
し
て
は
、「
自
分
の
力
で
飛
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
事
な

こ
と
な
ん
で
す
ね
」「
小
鳥
に
と
っ
て
、
飛
ぶ
と
い
う
こ
と
は
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と

だ
」
の
よ
う
に
、
自
分
で
飛
ぶ
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
な
り
の
答
え
を

見
出
だ
し
て
い
る
。
中
に
は
、「
ぼ
く
の
父
や
母
も
同
じ
よ
う
な
役
を
し
て
い
る
の
だ
な

あ
と
思
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
子
ど
も
自
身
の
問
題
と
し
て
典
型
化
し
た
受
容
反
応

も
み
ら
れ
る
。

こ
の
授
業
は
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
小
鳥
の
自
立
と
い
う
作
品
の
思
想
を
、
詩
の
方

法
と
文
芸
研
の
認
識
方
法
を
使
っ
て
指
導
し
た
実
践
例
で
あ
る
。
思
想
の
押
し
つ
け
に

な
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
自
身
で
思
想
を
見
出
だ
し
て
い
く
よ
う
に
組
織
さ
れ
た
、
す
ぐ

れ
た
実
践
例
で
あ
る
。

３
　
「
つ
づ
け
よ
み
」
の
方
法
―
ま
ど
・
み
ち
お
の
世
界

次
に
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
詩
の
「
つ
づ
け
よ
み
」
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
「
い

の
ち
の
思
想
」
を
学
ん
で
い
く
、
椿
原
正
道
の
実
践
（
小
学
校
四
年
）
を
検
討
す
る
。

椿
原
も
文
芸
研
の
代
表
的
な
実
践
家
で
あ
る
。

こ
の
実
践
の
特
徴
は
、「
つ
づ
け
よ
み
」
と
い
う
指
導
法
に
あ
る
。「
つ
づ
け
よ
み
」

は
、
文
芸
研
の
開
発
し
た
授
業
方
法
で
、「
一
つ
の
テ
ー
マ
、
一
つ
の
問
い
を
、
読
者
が

持
続
し
、
追
求
し
つ
づ
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。
詩
や
物
語
な
ど
の
文
学
教
材
の
指
導
法

と
し
て
開
発
さ
れ
た
。

授
業
者
の
椿
原
は
、「
つ
づ
け
よ
み
」
の
教
材
に
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
詩
の
世
界
を
選

ん
だ
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
詩
が
「
も
ろ
も
ろ
の
生
命
の
つ
な
が
り
の
中

で
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
」（
詩
集
『
ま
め
つ
ぶ
う
た
』）
こ
と
を
歌
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
テ
ー
マ
は
、
一
つ
や
二
つ
の
作
品
で
と
ら
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
一
連
の
作
品
を
「
つ
づ
け
よ
み
」
す
る
中
で
と
ら
え
さ
せ
た
い
、

と
考
え
た
の
だ
っ
た
。
た
し
か
に
、
椿
原
の
い
う
よ
う
に
、「
い
の
ち
の
思
想
」
の
よ
う

な
テ
ー
マ
に
な
る
と
、
単
独
の
作
品
で
は
扱
え
な
い
。
そ
こ
で
「
つ
づ
け
よ
み
」
の
方

法
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
授
業
者
の
選
ん
だ
詩
は
、
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
、
ア
リ
、
ス
イ
カ
の
た
ね
、
イ

ナ
ゴ
、
コ
オ
ロ
ギ
、
カ
、
カ
、
の
七
編
で
あ
っ
た
。
ど
ん
な
詩
が
選
ば
れ
た
か
、
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
順
序
性
に
も
授
業
者
の
意
図
が
あ
っ
た
。「
つ
づ
け
よ
み
」
で
は
、

ど
の
よ
う
な
詩
を
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
読
ん
で
い
く
か
、
と
い
う
順
序
性
は
重
要
で

（
９
）

（
10
）

（
11
）
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あ
る
。

ま
ど
・
み
ち
お
の
詩
の
魅
力
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
論
文
に

書
い
て
発
表
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
ま
ど
・
み
ち
お
が
存
在
型
、
思
想
型
の
代
表
的

な
詩
人
で
あ
り
、
そ
の
世
界
は
多
様
な
テ
ー
マ
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
。
ま
ど
・
み
ち
お
は
、
い
ろ
い
ろ
な
「
つ
づ
け
よ
み
」
を
構
想
で
き
る
、
豊
か

な
詩
の
世
界
を
も
っ
た
詩
人
で
あ
る
。

こ
の
実
践
は
、
実
践
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
「
い
の
ち
の
思
想
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
「
つ
づ
け
よ
み
」（
全
九
時
間
）
の
事
例
で
あ
っ
た
。

以

下
、
子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
デ
ー
タ
を
み
て
い
く
こ
と
で
、「
つ
づ
け
よ
み
」
の
メ
リ

ッ
ト
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
①
「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
」
②
「
ア
リ
」
の
受

容
反
応
か
ら
分
析
す
る
。

①
　
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
　
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
は
／
ね
む
る
　
と
き
／
は
ね
を
　
た
た
ん
で
　
ね
む
り
ま
す

だ
れ
の
　
じ
ゃ
ま
に
も
な
ら
な
い
／
あ
ん
な
に
　
小
さ
な
　
虫
な
の
に

そ
れ
が
　
ま
た
　
は
ん
ぶ
ん
に
　
な
っ
て
／
そ
っ
と
…

だ
れ
だ
っ
て
　
そ
れ
を
見
ま
す
と
／
せ
か
い
じ
ゅ
う
に

し
ー
っ
！
／
と
　
め
く
ば
せ
　
し
た
く
な
り
ま
す

ど
ん
な
に
　
か
す
か
な
　
も
の
音
で
も

チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
の
　
ね
む
り
を
／
や
ぶ
り
は
し
な
い
か
と
…

②
　
ア
リ
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

ア
リ
は
／
あ
ん
ま
り
　
小
さ
い
の
で
／
か
ら
だ
は
　
な
い
よ
う
に
見
え
る

い
の
ち
だ
け
が
　
は
だ
か
で
／
き
ら
き
ら
と

は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

ほ
ん
の
　
ち
ょ
っ
と
で
も
／
さ
わ
っ
た
ら
／
火
花
が
　
と
び
ち
り
そ
う
に
…

授
業
者
は
、
月
に
一
回
、「
子
ど
も
の
た
め
の
現
代
詩
」
と
い
う
プ
リ
ン
ト
（
詩
集
）

を
発
行
し
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
ま
ど
の
詩
が
好
き
で
親
し
み
を
も
っ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
の
詩
と
出
会
っ
て
、
と
ま
ど
い
が
み
ら
れ
た
、
と
い
う
。

「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
」
の
受
容
反
応
に
つ
い
て
は
、「
子
ど
も
た
ち
の
表
情
を
見
る
と
、

今
ま
で
読
ん
だ
詩
の
軽
妙
な
感
じ
と
趣
き
を
異
に
す
る
詩
に
接
し
て
、
や
や
と
ま
ど
い

気
味
。
で
も
、
Ｍ
や
Ａ
は
、
い
い
詩
だ
な
あ
と
い
う
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
。『
は
ん
ぶ

ん
に
な
っ
て
や
て
』
と
い
う
、
つ
ぶ
や
き
も
聞
こ
え
る
。
私
は
だ
ま
っ
た
ま
ま
、
詩
を

印
刷
し
た
紙
を
配
り
、
ま
ず
個
人
で
黙
読
さ
せ
た
。
次
に
、
み
ん
な
で
声
を
出
し
て
何

度
も
読
ん
だ
。
み
ん
な
の
声
が
、
だ
ん
だ
ん
ひ
そ
や
か
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
作
品
は

『
つ
づ
け
よ
み
』
の
第
一
作
品
な
の
で
、
感
想
を
問
う
こ
と
を
せ
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
読

ん
だ
」
と
あ
る
。

授
業
者
が
こ
れ
ま
で
の
授
業
で
取
り
あ
げ
て
き
た
、
ま
ど
の
「
軽
妙
な
感
じ
」
の
作

品
と
は
異
質
の
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
反
応
で
あ
る
。
と
く
に
、「
み
ん

（
12
）
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な
で
声
を
出
し
て
何
度
も
読
ん
だ
。
み
ん
な
の
声
が
、
だ
ん
だ
ん
ひ
そ
や
か
に
な
っ
て

く
る
」
と
い
っ
た
反
応
に
、
こ
の
作
品
の
特
質
が
表
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
音
読

が
「
ひ
そ
ら
か
に
」
な
っ
て
い
っ
た
反
応
に
、
す
で
に
「
小
さ
な
生
き
物
の
中
に
ひ
し

め
く
生
命
の
姿
」
を
感
じ
と
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
、「
つ
づ
け
よ
み
」

の
最
初
の
作
品
な
の
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
読
む
こ
と
に
集
中
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。つ

づ
く
第
二
教
材
は
、「
ア
リ
」
で
あ
っ
た
。「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
」
と
「
ア
リ
」
と
い

う
、「
小
さ
な
生
き
物
の
中
に
ひ
し
め
く
生
命
の
姿
」
と
い
う
共
通
点
か
ら
の
教
材
化
で

あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
、
二
つ
の
作
品
（「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
」「
ア
リ
」）
に
つ
い
て
、
感
想

文
（「
あ
い
だ
の
感
想
」）
が
書
か
れ
た
。
次
の
よ
う
な
感
想
で
あ
っ
た
。

・
は
た
ら
い
て
い
る
ア
リ
の
よ
う
す
が
、
す
ご
く
光
っ
て
い
て
、
と
て
も
ま
ぶ
し

い
み
た
い
だ
。
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
は
、
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
の
詩
と
同
じ
で
、
心
の

や
さ
し
い
人
だ
と
思
う
。

・
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
は
、
小
さ
い
生
き
物
を
よ
く
見
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
を
読

む
と
、
ア
リ
が
す
ご
く
大
き
く
感
じ
ら
れ
、
命
が
す
ば
ら
し
い
よ
う
に
思
い
ま
し

た
。

・
ア
リ
は
と
っ
て
も
小
さ
い
の
に
、
ま
ど
さ
ん
は
、
こ
ん
な
こ
ま
か
い
と
こ
ろ
ま

で
見
て
い
る
の
か
と
お
ど
ろ
い
た
。
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
と
同
じ
よ
う
に
、
や
さ
し
く

か
た
っ
て
い
る
。
ア
リ
が
は
た
ら
い
て
い
る
す
が
た
が
、
い
の
ち
を
か
け
て
や
っ

て
い
る
み
た
い
で
、
ア
リ
が
大
き
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

・
い
の
ち
だ
け
が
は
だ
か
で
き
ら
き
ら
し
て
い
る
な
ん
て
、
い
の
ち
が
見
え
て
る

み
た
い
だ
。
ぼ
く
に
は
見
え
な
い
が
、
ま
ど
さ
ん
の
目
に
は
な
ん
で
も
見
え
る
ん

だ
。

授
業
者
は
、
こ
の
段
階
の
感
想
文
に
つ
い
て
、「
感
想
の
大
部
分
は
、『
チ
ョ
ウ
チ
ョ

ウ
』
と
の
つ
な
が
り
に
ふ
れ
て
お
り
、
作
者
ま
ど
・
み
ち
お
の
人
と
な
り
に
目
を
む
け

た
も
の
も
多
い
。
授
業
は
大
ま
か
な
『
と
お
し
よ
み
』
し
か
し
て
お
ら
ず
、
ま
だ
二
作

目
な
の
に
、
こ
の
よ
う
な
反
応
が
で
て
き
た
こ
と
に
、『
つ
づ
け
よ
み
』
の
効
果
が
み
と

め
ら
れ
、
今
後
の
読
み
の
深
ま
り
に
大
き
な
期
待
を
も
っ
た
」
と
、
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
す
で
に
、「
つ
づ
け
よ
み
」
の
効
果
が
確
認
で
き
る
。「
心
の
や
さ
し
い
人
だ

と
思
う
」「
や
さ
し
く
か
た
っ
て
い
る
」「
ま
ど
さ
ん
の
目
に
は
な
ん
で
も
見
え
る
ん
だ
」

と
い
う
、
作
者
に
対
す
る
関
心
が
生
ま
れ
て
い
る
。
作
者
に
対
す
る
関
心
は
、「
つ
づ
け

よ
み
」
に
特
有
の
反
応
と
み
ら
れ
る
。
作
品
世
界
を
重
ね
る
こ
と
で
、
単
一
の
作
品
の

受
容
と
は
ち
が
っ
た
反
応
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
づ
く
第
三
教
材
は
、
小
さ
な
生
き
物
の
詩
で
は
な
か
っ
た
。「
ス
イ
カ
の
た
ね
」
と

い
う
作
品
で
あ
る
。「
つ
づ
け
よ
み
」
の
視
点
は
、
こ
こ
で
、
少
し
変
え
ら
れ
て
い
る
。

③
　
ス
イ
カ
の
　
た
ね
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

ひ
と
つ
ぶ
の
／
ス
イ
カ
の
　
た
ね

だ
れ
の
　
じ
ゃ
ま
に
も
　
な
ら
な
い
よ
う
に
／
う
ち
ゅ
う
を

こ
ん
な
に
　
小
さ
く
　
く
り
ぬ
い
て
／
こ
こ
に
　
お
ら
せ
て
　
も
ら
っ
て
い
る

あ
の
　
あ
ま
い
／
あ
の
　
ま
っ
か
な
／
あ
の
　
で
っ
か
い

あ
す
の
　
ス
イ
カ
た
ち
の
／
と
う
も
　
じ
ゅ
う
ご
も
　
二
じ
ゅ
う
も
の

う
ず
ま
く
　
い
の
ち
を
　
む
ね
に
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し
あ
わ
せ
そ
う
に
／
ひ
っ
そ
り
と

う
ら
が
え
せ
ば
／
た
だ
　
う
ら
が
え
さ
れ
た
ま
ま

授
業
者
は
、
こ
の
時
間
の
様
子
に
つ
い
て
、「
③
と
板
書
す
る
と
、『
こ
ん
ど
は
何
や

ろ
』『
虫
や
、
虫
や
』
な
ど
と
さ
わ
が
し
い
。
そ
こ
で
、『
ス
イ
カ
の
　
た
ね
』
と
板
書
。

子
ど
も
た
ち
は
、
ス
イ
カ
と
書
い
た
と
こ
ろ
で
、『
虫
と
ち
が
う
で
』『
何
で
虫
と
ち
が

う
ね
ん
』
…
と
さ
わ
ぎ
だ
す
。『
で
も
、
ち
っ
こ
い
で
』
と
い
う
声
も
す
る
。
さ
わ
ぎ
が

静
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、『
よ
み
き
か
せ
』
し
、
次
に
プ
リ
ン
ト
を
配
る
と
、
第
二
時
同
様
、

数
度
読
ん
だ
」
と
、
報
告
し
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
は
、
次
の
作
品
も
虫
の
詩
と
予
想
し
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
予
想
は
く

つ
が
え
っ
た
。
そ
し
て
、「
で
も
、
ち
っ
こ
い
で
」
と
「
小
さ
な
世
界
」
の
詩
で
あ
る
と

い
う
共
通
点
を
み
つ
け
て
い
る
。
詩
を
重
ね
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
反
応
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
受
容
反
応
で
あ
っ
た
。

・
ス
イ
カ
の
た
ね
は
、
あ
ん
な
に
小
さ
い
の
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
ん
な

に
大
き
な
ス
イ
カ
の
お
母
さ
ん
。
小
さ
い
小
さ
い
ス
イ
カ
の
た
ね
は
、
み
ん
な
の

気
が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
生
き
て
い
る
。

・
一
つ
ぶ
の
ス
イ
カ
の
た
ね
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
命
が
あ
ふ
れ
だ
し
て
、
そ
の
た

ね
が
命
を
か
か
え
こ
ん
で
、
だ
い
じ
に
そ
だ
て
て
い
る
よ
う
だ
。
私
は
、
い
ま
ま

で
そ
ん
な
考
え
を
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
あ
っ
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

・
ぼ
く
は
ス
イ
カ
の
た
ね
を
ペ
ッ
ペ
ッ
と
は
い
て
、
じ
ゃ
ま
だ
な
あ
と
思
っ
て
い

た
け
ど
、
こ
の
詩
を
読
ん
で
、
ほ
か
せ
な
く
な
っ
た
。
三
つ
の
詩
と
も
、
命
の
こ

と
を
書
い
て
あ
る
。
ま
た
次
も
、
命
の
こ
と
を
書
く
と
思
う
。

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、「
み
ん
な
の

気
が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
生
き
て
い
る
」「
命
を
か
か
え
こ
ん

で
、
だ
い
じ
に
そ
だ
て
て
い
る
」
な
ど
の
感
想
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
作
品
の
す
べ

て
に
言
え
る
。「
三
つ
の
詩
と
も
、
命
の
こ
と
を
書
い
て
あ
る
。
ま
た
次
も
、
命
の
こ
と

を
書
く
と
思
う
」
と
い
う
予
想
は
、
そ
の
こ
と
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
。「
つ
づ
け
よ

み
」
に
特
有
の
受
容
反
応
と
み
ら
れ
る
。
今
ま
で
の
作
品
と
の
関
連
を
読
み
、
次
の
作

品
を
予
想
す
る
、
と
い
う
反
応
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
第
四
教
材
は
、
次
の
よ
う
な
作
品

で
、
ま
た
一
変
す
る
。

④
　
イ
ナ
ゴ
　
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

は
っ
ぱ
に
と
ま
っ
た
／
イ
ナ
ゴ
の
目
に
／
一
て
ん
／
も
え
て
い
る
夕
や
け

で
も
　
イ
ナ
ゴ
は
／
ぼ
く
し
か
見
て
い
な
い
の
だ

エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
ま
ま
／
い
つ
で
も
に
げ
ら
れ
る
し
せ
い
で
…

あ
あ
　
強
い
生
き
も
の
と
／
よ
わ
い
生
き
も
の
の
あ
い
だ
を

川
の
よ
う
に
流
れ
る
／
イ
ネ
の
に
お
い
！

こ
の
詩
は
、
今
ま
で
の
作
品
よ
り
重
た
い
テ
ー
マ
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
。「
つ
づ
け

よ
み
」
で
ふ
た
た
び
、
虫
の
詩
に
か
え
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
作
品
を
、
こ
の
段
階
で

教
材
化
す
る
か
ど
う
か
、
授
業
者
に
は
迷
い
が
あ
っ
た
。
今
ま
で
の
詩
は
、「
小
さ
い
も

の
の
中
に
息
づ
く
生
命
」
を
う
た
っ
て
い
た
。
が
、「
イ
ナ
ゴ
」
は
、
イ
ナ
ゴ
と
人
間
と
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い
う
二
つ
の
生
命
が
「
引
き
裂
か
れ
て
い
る
悲
し
さ
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
重
た
い
テ
ー
マ
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
不
安
で
あ
っ
た
。「
い
ま
ま
で

の
詩
は
や
さ
し
く
て
、
よ
く
わ
か
っ
た
け
ど
、
こ
の
詩
は
す
ご
く
む
ず
か
し
か
っ
た
」

と
い
っ
た
感
想
や
、「
わ
た
し
が
ま
ほ
う
つ
か
い
だ
っ
た
ら
、
イ
ナ
ゴ
に
な
っ
て
、『
ま

ど
さ
ん
は
、
あ
な
た
を
つ
か
ま
え
た
り
し
な
い
よ
』
と
い
っ
て
あ
げ
た
い
」「
イ
ナ
ゴ
と

ぼ
く
の
あ
い
だ
に
、
は
し
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
い
」「
イ
ナ
ゴ
と
人
間
が
、
友

だ
ち
だ
っ
た
ら
い
い
の
に
。
や
さ
し
い
心
は
通
じ
な
い
と
い
や
だ
」「
③
ま
で
は
、
小
さ

い
い
の
ち
の
こ
と
だ
っ
た
け
ど
、
イ
ナ
ゴ
の
詩
は
、
イ
ナ
ゴ
と
人
間
が
て
き
（
敵
）
で

す
。
か
な
し
い
な
と
思
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
感
想
が
生
ま
れ
た
。「
引
き
裂
か
れ
て
い

る
悲
し
さ
」
を
、
子
ど
も
た
ち
な
り
に
受
け
入
れ
た
感
想
と
い
え
る
。

授
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
感
想
を
み
て
、「
や
は
り
十
分
に
は
読
み
き
れ
て
い
な
い
と
思

う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
私
は
、
こ
の
受
容
反
応
で
十
分
だ
と
思
う
。「
つ
づ
け
よ
み
」

は
、
単
独
の
詩
の
受
容
学
習
で
な
く
、
複
数
の
詩
を
重
ね
て
い
く
学
習
で
あ
る
。
重
ね

る
こ
と
で
生
ま
れ
る
関
連
的
な
受
容
に
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。「
③
ま
で
は
、
小
さ

い
い
の
ち
の
こ
と
だ
っ
た
け
ど
、
イ
ナ
ゴ
の
詩
は
、
イ
ナ
ゴ
と
人
間
が
て
き
（
敵
）
で

す
。
か
な
し
い
な
と
思
っ
た
」
と
い
う
感
想
を
み
る
と
、
こ
の
「
つ
づ
け
よ
み
」
に
お

い
て
、「
イ
ナ
ゴ
」
の
詩
の
位
置
づ
け
は
明
確
で
あ
る
。
小
さ
な
生
き
物
の
「
か
な
し
い

世
界
」
の
出
現
で
あ
る
。
授
業
者
に
は
、「
つ
づ
け
よ
み
」
の
教
材
化
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
新
し
い
世
界
を
出
現
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

意
図
ど
お
り
の
受
容
反
応
で
も
あ
っ
た
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

つ
づ
く
第
五
教
材
、
第
六
教
材
は
、
⑤
「
コ
オ
ロ
ギ
」
⑥
「
カ
」
と
い
う
詩
で
あ
っ

た
。⑤

　
コ
オ
ロ
ギ
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

く
さ
の
　
中
で
／
コ
オ
ロ
ギ
が
　
な
い
て
い
る

ひ
と
す
じ
に
　
わ
き
つ
づ
け
る
／
い
ず
み
の
よ
う
に

あ
あ
／
手
に
　
す
く
い
た
い

そ
の
ま
ま
　
手
に
／
た
た
え
て
　
い
た
い

小
さ
な
空
が
　
お
り
て
き
て
／
ほ
ほ
ず
り
す
る
の
を
　
ま
っ
て

そ
れ
か
ら
　
そ
っ
と
／
も
と
に
　
か
え
し
た
い

⑥
　
カ
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

あ
る
　
ひ
と
が
／
ふ
と
　
あ
る
ひ
／
手
に
し
た
　
ほ
ん
の

と
あ
る
　
ペ
ー
ジ
を
　
ひ
ら
く
と

あ
る
　
ぎ
ょ
う
の
／
と
あ
る
　
か
つ
じ
を
　
ひ
と
つ
／
う
え
き
ば
ち
に
　
し
て

カ
よ
／
お
ま
え
は
　
そ
こ
で
／
花
に
　
な
っ
て
／
さ
い
て
い
る

そ
ん
な
に
　
か
す
か
な
　
と
こ
ろ
で
／
し
ん
だ
　
じ
ぶ
ん
を

じ
ぶ
ん
で
　
と
む
ら
っ
て
…
…

い
ず
れ
も
小
さ
な
生
命
の
静
謐
な
世
界
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
⑤
「
コ
オ
ロ
ギ
」

は
、
聴
覚
的
な
コ
オ
ロ
ギ
の
声
を
「
ひ
と
す
じ
に
　
わ
き
つ
づ
け
る
／
い
ず
み
の
よ
う
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に
／
あ
あ
／
手
に
　
す
く
い
た
い
」」
と
、
視
覚
的
な
卓
抜
な
比
喩
で
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
法
は
、
①
〜
④
の
詩
に
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
⑥
「
カ
」
も
、
本
の

頁
の
中
で
死
ん
で
い
る
蚊
を
「
お
ま
え
は
　
そ
こ
で
／
花
に
　
な
っ
て
／
さ
い
て
い
る
」

と
、
比
喩
で
も
っ
て
と
ら
え
て
い
る
。
詩
の
技
法
の
面
で
、
①
〜
④
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
タ
イ
プ
の
作
品
で
あ
る
。「
つ
づ
け
よ
み
」
の
作
品
選
択
に
は
、
テ
ー
マ
の
一
貫
性

と
、
一
貫
性
の
中
で
の
変
化
と
発
展
が
必
要
で
あ
る
。
表
現
方
法
・
表
現
技
法
は
、
そ

の
有
力
な
観
点
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤
「
コ
オ
ロ
ギ
」
の
受
容
反
応
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・
空
は
大
き
い
け
ど
、
美
し
い
き
よ
ら
か
な
コ
オ
ロ
ギ
の
こ
え
に
は
か
な
わ
な
い
。

い
の
ち
が
あ
る
！
と
い
う
こ
と
を
、
み
ん
な
に
知
ら
せ
て
死
ん
で
い
く
。
そ
の
い

ず
み
の
よ
う
な
き
れ
い
な
声
は
、
私
た
ち
の
む
ね
に
し
み
と
お
る
。

・
コ
オ
ロ
ギ
は
、
い
ず
み
の
よ
う
に
や
さ
し
く
、
た
え
ず
わ
き
出
る
よ
う
に
な
い

て
い
る
。
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
は
、
ほ
ん
と
う
に
や
さ
し
い
人
だ
。
コ
オ
ロ
ギ
は

え
き
た
い
で
は
な
い
の
に
、
い
ず
み
の
よ
う
に
わ
き
つ
づ
け
る
と
書
い
て
い
て
、

え
き
た
い
の
よ
う
に
、
や
さ
し
く
あ
つ
か
い
た
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
コ
オ

ロ
ギ
が
え
き
た
い
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
よ
ほ
ど
や
さ
し
い
人
で
な
い
と
で
き

な
い
。

・
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
は
、
も
う
年
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
心
が
美
し
い
の
で

び
っ
く
り
し
た
。
①
〜
⑤
ま
で
、
ぜ
ん
ぶ
心
の
美
し
い
詩
ば
っ
か
り
な
の
で
感
心

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、
⑤
「
コ
オ
ロ
ギ
」
の
比
喩
表
現
に
素
直
に
反
応
し
て
い
る
。「
私
た

ち
の
む
ね
に
し
み
と
お
る
」「
い
ず
み
の
よ
う
に
や
さ
し
く
、
た
え
ず
わ
き
出
る
よ
う
に

な
い
て
い
る
」
と
い
っ
た
反
応
か
ら
で
あ
る
。

⑥
「
カ
」
に
つ
い
て
は
、「
花
に
な
っ
て
さ
く
な
ん
て
、
ゆ
め
の
よ
う
だ
」「
カ
は
い

や
な
や
つ
だ
と
思
っ
て
い
た
。
で
も
、
花
に
な
っ
て
さ
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
と
て

も
き
れ
い
だ
」「
ま
ど
さ
ん
は
、
小
さ
い
、
人
に
き
ら
わ
れ
た
り
、
人
に
あ
い
て
に
さ
れ

な
い
生
き
も
の
を
た
い
せ
つ
に
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
カ
を
き
ら
っ
て
い
る
。
私
た
ち

は
そ
れ
を
あ
た
り
ま
え
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
ま
ど
さ
ん
は
、
私
た
ち
の

気
持
ち
を
す
ぐ
か
え
る
。
ま
ど
さ
ん
に
は
、
ふ
し
ぎ
な
力
が
あ
る
み
た
い
だ
」
と
い
っ

た
感
想
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
感
想
も
ま
た
、
比
喩
の
力
に
よ
っ
て
引
き
出
さ

れ
た
受
容
反
応
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
段
階
に
な
る
と
、
授
業
者
は
、「
子
ど
も
た
ち
は
、
も
う
話
者
の
細
や
か
な
息
づ

か
い
に
ふ
れ
、
そ
の
世
界
に
浸
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
手
応
え
を
得
て
い
た
。「
つ
づ
け

よ
み
」
に
よ
っ
て
、
い
の
ち
の
世
界
を
重
ね
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
受
容
反

応
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
指
導
は
「
た
し
か
め
よ
み
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
「
ま
と
め
よ
み
」

の
段
階
と
な
っ
て
い
く
。
文
芸
研
の
授
業
は
、
大
き
く
「
た
し
か
め
よ
み
」「
ま
と
め
よ

み
」
の
二
段
階
で
展
開
さ
れ
る
。

「
ま
と
め
よ
み
」
に
お
い
て
は
、
①
〜
⑥
の
詩
の
世
界
に
「
共
通
の
題
を
つ
け
る
」

と
い
う
課
題
が
出
さ
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
共
通
の
題
を
つ

け
る
相
談
を
し
た
結
果
、「
小
さ
な
い
の
ち
」（
三
つ
の
班
）「
い
の
ち
」（
二
つ
の
班
）

「
小
さ
な
生
き
も
の
」（
二
つ
の
班
）「
小
さ
な
世
界
」（
一
の
班
）
の
四
つ
の
題
が
提
出

さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
な
ぜ
そ
う
い
う
題
に
し
た
か
」
と
い
う
理
由
の
発
表
が
行
わ
れ
、

子
ど
も
た
ち
の
意
見
は
、「
い
の
ち
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
て
、「
小
さ
な
い
の
ち
」「
い

の
ち
」
の
二
つ
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
っ
た
。
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そ
の
あ
と
の
授
業
場
面
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
議
論
し
て

い
く
う
ち
に
、「
美
し
い
い
の
ち
」「
い
だ
い
（
偉
大
）
な
い
の
ち
」「
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
い

の
ち
」
な
ど
の
意
見
も
出
て
、
最
終
的
に
は
、
す
べ
て
の
内
容
を
こ
め
て
と
い
う
こ
と

で
、「
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
い
の
ち
」
と
い
う
題
名
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
授
業
者
は
、
こ
の
題

名
に
つ
い
て
「
班
か
ら
出
さ
れ
た
『
小
さ
な
い
の
ち
』
や
『
い
の
ち
』
か
ら
、
う
ん
と

せ
り
あ
が
っ
た
も
の
に
な
っ
た
」
と
、
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

「
ま
と
め
よ
み
」
を
、
ど
の
よ
う
に
収
束
し
て
い
く
か
は
、「
つ
づ
け
よ
み
」
の
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
授
業
で
は
、「
共
通
の
題
を
つ
け
る
」
と
い
う
課
題
に
よ
っ

て
ま
と
め
て
い
る
。
一
つ
の
有
効
な
「
ま
と
め
よ
み
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
子
ど
も
た

ち
の
受
容
反
応
を
み
る
と
確
認
で
き
る
。

そ
の
あ
と
、
最
後
の
作
品
が
そ
っ
と
提
示
さ
れ
た
。
⑦
「
カ
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

夕
方
に
な
っ
て
、
蚊
が
僕
を
食
べ
に
来
る
。
そ
の
と
き
、「
ほ
う
ら
　
わ
た
し
が
／
ご
は

ん
を
　
た
べ
に
き
ま
し
た
よ
／
わ
た
し
に
　
た
べ
ら
れ
な
い
　
さ
き
に
／
わ
た
し
を

た
た
か
な
く
て
も
　
い
い
の
で
す
か
／
と
　
い
い
な
が
ら
」
と
い
う
よ
う
な
作
品
で
あ

る
。こ

の
詩
に
つ
い
て
は
、「
何
も
言
わ
な
い
で
、
板
書
し
て
い
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
心

の
中
に
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
徹
底
し
た
や
さ
し
さ
が
し
み
こ
ん
で
い
く
よ
う
に
教
室
は

静
か
だ
っ
た
。
詩
を
書
き
終
わ
っ
て
ふ
り
む
く
と
、
ホ
ッ
と
吐
息
の
よ
う
な
も
の
が
も

れ
る
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
私
は
、『
ま
め
つ
ぶ
う
た
』
の
作
者
自
身
の
言
葉
を

読
ん
で
、
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
に
つ
い
て
思
う
こ
と
、
こ
の
詩
の
勉
強
を
通
し
て
、
感

じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
書
き
な
さ
い
、
と
指
示
し
、「
つ
づ
け
よ
み
」
の
授
業
を
終

わ
る
こ
と
に
し
た
、
と
報
告
し
て
い
る
。

こ
の
「
つ
づ
け
よ
み
」
は
、
作
者
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
言
葉
で
終
わ
っ
て
い
る
。
作

者
へ
の
関
心
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、
こ
の
実
践
の
場
合
、
作
者
は
全
作
品
を

貫
く
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
つ
づ
け
よ
み
」
の
ま
と
め
は
、「
お

わ
り
の
感
想
」
を
書
い
て
し
め
く
く
ら
れ
た
。「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
」
の
静
か
な
世
界
で
は

じ
ま
り
、「
カ
」
の
静
か
な
世
界
で
し
め
く
く
ら
れ
る
。
よ
く
考
え
ら
れ
た
構
成
で
あ

る
。以

上
が
、
椿
原
の
「
つ
づ
け
よ
み
」
の
授
業
の
全
容
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
こ

の
「
つ
づ
け
よ
み
」
の
学
習
で
何
を
得
た
の
か
、「
お
わ
り
の
感
想
」
に
よ
く
表
れ
て
い

た
。・

み
ん
な
、
小
さ
く
て
も
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
り
、
小
さ
な
い

の
ち
で
も
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
美
し
い
と
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
い
の

ち
が
ど
れ
だ
け
大
切
か
、
語
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
は
、
心

か
ら
小
さ
い
も
の
の
い
の
ち
を
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
小
さ
い
も

の
を
人
間
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
し
、
よ
く
そ
れ
だ
け
思
い
や
り
が
あ
る
な
と

思
い
ま
し
た
。
カ
に
、
音
を
た
て
な
い
で
さ
し
に
こ
い
と
言
う
な
ん
て
、
本
当
に
び

っ
く
り
し
ま
し
た
。

・
ど
の
よ
う
な
小
さ
な
生
き
も
の
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
、
人
間
と
か
わ
り
の
な
い

い
の
ち
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
小
さ
い
小
さ
い

ア
リ
、
チ
ョ
ウ
、
イ
ナ
ゴ
、
カ
、
こ
お
ろ
ぎ
、
ス
イ
カ
の
た
ね
で
も
、
い
の
ち
を
と

ら
れ
た
ら
、
人
間
が
い
の
ち
を
と
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
は
、
と
て
も
や
さ
し
い
人
で
す
。
だ
れ
も
が
気
が
つ
か
な
い
小

さ
な
小
さ
な
と
こ
ろ
に
気
づ
い
て
、
い
の
ち
の
ね
う
ち
は
お
な
じ
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。

・
ア
ッ
と
思
う
詩
ば
か
り
で
し
た
。
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
が
は
ね
を
た
た
ん
で
ね
る
と
い

う
と
こ
ろ
や
、
ス
イ
カ
の
た
ね
が
、
あ
ん
な
に
小
さ
な
体
に
、
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
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の
い
の
ち
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
ほ
ん
と
う
に
ア
ッ
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
は
、
ふ
し
ぎ
が
る
こ
と
が
や
さ
し
さ
と
な
り
、
詩
を
作
っ

て
い
く
よ
う
で
す
。
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
が
子
ど
も
な
ら
、
私
た
ち
は
ま
だ
、
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
で
す
。

ど
の
子
ど
も
も
「
お
わ
り
の
感
想
」
で
は
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
「
い
の
ち
の
思
想
」

に
つ
い
て
に
書
い
て
い
た
。「
つ
づ
け
よ
み
」
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
い
の
ち
の
思
想
」

を
、
子
ど
も
た
ち
は
よ
く
と
ら
え
て
い
た
。「
お
わ
り
の
感
想
」
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、

「
つ
づ
け
よ
み
」
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
、
す
ぐ
れ
た
実
践
で
あ
る
。
四
年
生
に
と
っ

て
は
レ
ベ
ル
の
高
い
内
容
の
「
つ
づ
け
よ
み
」
学
習
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
子
ど

も
た
ち
の
受
容
能
力
を
十
分
引
き
だ
し
た
実
践
と
し
て
評
価
で
き
る
。「
い
の
ち
の
思
想
」

の
教
育
は
、
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
文
芸
研
の
取
り
く
む
、
も
っ
と
も
重
要
な
研
究
課

題
に
な
っ
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

研
究
の
ま
と
め

本
研
究
で
は
、
三
つ
の
実
践
を
と
お
し
て
、
思
想
型
の
作
品
の
受
容
指
導
に
つ
い
て

考
察
し
て
き
た
。
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ど
の
実
践
に
も
以
下
の
三
点
の

特
長
が
み
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
（
慣
習
的
な
考
え
方
）
の
変

容
が
み
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
、
自
立
、
い
の
ち
の
共
生
な
ど
、
い
ず

れ
の
思
想
も
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
価
値
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
受
容
指
導
の
あ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
の
価
値
観
（
慣
習
的
な
考
え
方
）
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
。
思
想
型
の

詩
を
教
材
化
し
た
と
き
の
受
容
指
導
の
特
長
で
あ
る
。

二
つ
に
は
、
新
し
い
も
の
の
見
方
・
考
え
方
（
思
想
）
を
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
た

ち
の
力
で
と
ら
え
て
い
く
実
践
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
型
の
詩
の
受

容
指
導
に
お
い
て
、
こ
の
タ
イ
プ
の
詩
教
材
は
、
教
師
の
側
か
ら
の
押
し
つ
け
に
な
り

や
い
、
と
い
う
問
題
点
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
取
り
あ
げ
た
実
践
は
そ
の
よ
う
な
課
題

を
克
服
し
て
い
る
。
授
業
者
の
授
業
観
が
、
子
ど
も
自
身
の
力
で
詩
の
世
界
を
と
ら
え

さ
せ
る
、
と
い
う
姿
勢
で
一
貫
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
思
想
型
の
受
容

指
導
に
お
い
て
、
と
く
に
留
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

三
つ
に
は
、
ど
の
実
践
も
詩
の
方
法
（
構
造
・
構
成
・
技
法
）
を
ふ
ま
え
た
指
導
で

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
型
の
詩
の
受
容
指
導
は
、
詩
の
方
法
を
ふ
ま
え

な
い
と
、
概
念
的
、
表
面
的
な
受
容
に
な
り
や
す
い
。
こ
の
点
も
思
想
型
の
詩
の
受
容

指
導
に
お
い
て
と
く
に
留
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
は
、
思
想
型
の
詩
の
受
容
指
導
に
お
い
て
は
、
基
本
的
な
課
題
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
が
、
す
ぐ
れ
た
詩
の
思
想
を
自
発
的
に
受
容
し
て
い
く
こ
と
、
同
時
に
、

す
ぐ
れ
た
詩
の
方
法
を
自
覚
さ
せ
て
い
く
こ
と
。
思
想
型
の
詩
で
は
、
こ
の
二
つ
の
要

素
を
と
く
に
重
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

思
想
型
の
詩
の
受
容
指
導
で
は
、
子
ど
も
た
ち
自
身
で
「
納
得
す
る
」
こ
と
が
、
重

要
で
あ
る
。
学
習
心
理
学
の
い
う
「
わ
か
り
直
し
」
で
あ
る
。
思
想
型
の
詩
の
受
容
指

導
は
、
詩
の
世
界
を
と
お
し
て
、
慣
習
的
な
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の
「
わ
か
り
直
し
」

で
あ
り
、
新
し
い
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
獲
得
し
て
い
く
文
芸
教
育
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
足
立
悦
男
「
国
語
科
で
人
間
観
・
世
界
観
を
ど
う
育
て
る
か
」『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』

明
治
図
書
　
一
九
九
三
。

（
２
）
足
立
悦
男
「
西
郷
竹
彦
授
業
実
践
シ
リ
ー
ズ
５
・
草
野
心
平
『
魚
だ
っ
て
人
間
な
ん
だ
』
の

（
13
）

（
14
）
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授
業
」『
文
芸
教
育
』
36
号
　
明
治
図
書
　
一
九
八
二
・
八
。『
西
郷
竹
彦
授
業
記
録
集
１
』

明
治
図
書
　
一
九
八
三
・
四
、
に
再
録
。
広
島
市
立
比
治
山
小
学
校
五
年
二
組
（
高
田
敏
子

学
級
）
で
、
一
九
八
一
年
一
〇
月
二
二
日
に
行
わ
れ
た
、
広
島
市
同
和
教
育
研
究
大
会
で
の

公
開
授
業
。

（
３
）
足
立
悦
男
　
同
上
。

（
４
）
足
立
悦
男
「
典
型
論
」『
西
郷
文
芸
学
の
研
究
』
恒
文
社
　
一
九
九
九
。

（
５
）
西
郷
は
、「
同
和
教
育
と
文
学
教
育
」
に
つ
い
て
、「
現
実
の
中
に
あ
る
否
定
的
状
況
を
突
き

う
ご
か
し
、
ゆ
さ
ぶ
り
、
変
え
て
い
く
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
同
和
教
育
と
名
づ
け
て
き

た
と
思
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
詩
の
授
業
で
あ
れ
ば
、
そ
の
詩
の
も
っ
て
い
る
す
ぐ
れ
た
教

育
性
、
教
育
的
な
力
を
、
教
師
の
力
量
を
も
っ
て
働
か
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
果
た

さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
同
和
教
育
の
授
業
だ
か
ら
ど
う
扱
う
か
、
国
語
の

授
業
だ
か
ら
ど
う
扱
う
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
二
元
的
に
分
断
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
の
で
す
。
詩
の
授
業
は
、
や
は
り
詩
の
授
業
で
あ
る
べ
き
で
、
詩
の
も
つ
い
の
ち
を
子

ど
も
た
ち
の
中
に
、
み
ご
と
に
花
さ
か
せ
て
や
る
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に

人
間
の
尊
厳
と
い
う
も
の
を
何
ほ
ど
か
認
識
さ
せ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
同
和
教

育
の
下
地
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。（
注
２

と
同
じ
。）

（
６
）
足
立
悦
男
「
西
郷
文
芸
学
の
思
想
」『
西
郷
文
芸
学
の
研
究
』
恒
文
社
　
一
九
九
九
。

（
７
）
阿
部
治
悦
「『
は
じ
め
て
小
鳥
が
飛
ん
だ
と
き
』
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
小
学

校
高
学
年
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
、
所
収
。
青
森
県
五
所
川
原
市
南
小
学
校
六
年
生
を
対

象
と
し
た
授
業
。

（
８
）
文
芸
研
の
系
統
指
導
に
つ
い
て
は
、
足
立
悦
男
「
関
連
・
系
統
指
導
を
め
ざ
す
文
芸
教
育
ー

文
芸
研
究
の
立
場
」『
国
語
科
教
育
学
研
究
』
９
号
　
明
治
図
書
　
一
九
八
五
、
同
「
国
語

科
の
関
連
・
系
統
指
導
を
追
及
す
る
」『
研
究
・
文
芸
研
の
授
業
』
明
治
図
書
　
一
九
九
三
、

を
参
照
。

（
９
）
椿
原
正
道
「
ま
ど
・
み
ち
お
の
愛
の
思
想
に
せ
ま
る
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
小
学

校
中
学
年
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
、
所
収
。
大
阪
府
吹
田
市
岸
辺
第
一
小
学
校
四
年
生
を

対
象
と
し
た
授
業
で
あ
る
。

（
10
）
西
郷
竹
彦
「
読
書
指
導
の
方
法
」『
国
語
教
育
事
典
』
明
治
図
書
　
一
九
八
九
。

（
11
）
各
作
品
の
出
典
を
調
べ
て
み
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
」
…

『
動
物
の
う
た
』
一
九
七
五
、
②
「
ア
リ
」
…
『
動
物
の
う
た
』
一
九
七
五
、
③
「
ス
イ
カ

の
た
ね
」
…
『
て
ん
ぷ
ら
ぴ
り
ぴ
り
』
一
九
六
八
、
④
「
イ
ナ
ゴ
」
…
『
て
ん
ぷ
ら
ぴ
り
ぴ

り
』
一
九
六
八
、
⑤
「
コ
オ
ロ
ギ
」
…
『
動
物
の
う
た
』
一
九
七
五
、
⑥
「
カ
」
…
『
ま
め

つ
ぶ
う
た
』
一
九
七
三
、
⑦
「
カ
」
…
『
動
物
の
う
た
』
一
九
七
五
。『
ま
ど
・
み
ち
お
全

詩
集
』（
一
九
九
四
）
で
は
、
改
稿
さ
れ
て
い
る
作
品
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
実
践
は
、

上
記
の
詩
集
か
ら
教
材
化
し
て
い
る
の
で
、
各
詩
集
の
作
品
を
使
用
し
た
。

（
12
）
足
立
悦
男
「
日
常
の
狩
人
ー
ま
ど
・
み
ち
お
論
」『
現
代
少
年
詩
論
』
明
治
図
書
　
一
九
八

七
、
同
「
ま
ど
・
み
ち
お
の
技
法
」『
島
大
国
文
』
18
号
　
島
根
大
学
国
文
学
会
　
一
九
八

九
、
ほ
か
。

（
13
）
文
芸
研
は
、『
国
語
の
手
帳
』
に
お
い
て
、
五
度
に
わ
っ
て
、「『
い
の
ち
』
を
教
え
る
」
を

特
集
し
て
い
る
（『
国
語
の
手
帳
』
23
号
〜
『
国
語
の
手
帳
』
28
号
　
明
治
図
書
、
一
九
八

九
〜
一
九
九
〇
）。

（
14
）
佐
伯
胖
「『
わ
か
る
』
こ
と
か
ら
『
な
っ
と
く
す
る
』
こ
と
へ
」『「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と

の
意
味
』
岩
波
書
店
　
一
九
八
三
。


