
「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
（
「
文
学
界
」
六
八
・
血
○
、
 
 

以
F
「
父
よ
」
と
略
記
）
・
「
わ
れ
ら
の
狂
気
を
生
き
延
び
る
迫
を
教
え
よ
」
 
 
 

（
「
新
潮
」
六
九
二
一
、
以
下
「
わ
れ
ら
の
」
と
略
記
）
 
で
大
江
は
、
戦
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

争
中
土
蔵
に
こ
も
っ
て
い
た
 
「
父
」
・
「
あ
の
人
」
 
の
記
憶
を
「
再
現
」
し
 
 

よ
う
と
し
な
が
ら
果
た
せ
な
い
男
の
物
語
を
描
き
出
し
た
。
続
く
「
み
ず
 
 

か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」
 
（
「
群
像
」
七
山
・
血
○
、
以
下
「
み
 
 

ず
か
ら
」
と
略
記
）
 
は
、
「
自
称
癌
患
者
の
男
」
 
（
＝
「
か
れ
」
）
 
が
、
敗
 
 

戦
時
／
少
年
時
に
 
「
あ
の
人
」
 
（
父
と
天
皇
と
を
意
味
す
る
語
）
 
と
馨
し
 
 

た
「
ハ
ピ
イ
・
デ
イ
ズ
」
の
記
憶
を
「
口
述
筆
記
」
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
 
 

や
は
り
果
た
せ
な
い
ま
ま
終
わ
る
物
語
で
あ
る
。
 
 
 

「
み
ず
か
ら
」
 
と
い
う
小
説
は
、
如
上
、
「
父
」
・
「
天
皇
」
 
の
幻
想
が
 
 

自
壊
し
て
い
く
物
語
の
反
復
と
み
な
し
え
る
こ
と
か
ら
、
前
年
に
生
起
し
 
 

た
三
島
由
紀
夫
の
割
腹
自
殺
事
件
を
契
機
と
し
て
、
天
皇
制
（
へ
の
自
己
）
 
 

批
判
の
試
み
が
三
度
繰
り
か
え
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
 

た
と
え
ば
渡
辺
広
土
は
、
「
セ
ヴ
ン
テ
ィ
ー
ン
」
 
（
「
文
学
界
」
六
一
 
こ
 
 

以
来
の
大
江
の
天
皇
小
説
の
系
譜
に
「
み
ず
か
ら
」
を
位
置
づ
け
、
「
三
 
 

島
由
紀
夫
と
同
じ
よ
う
に
 
（
空
を
か
け
て
ゆ
く
）
夢
の
中
の
天
皇
に
呪
縛
 
 

さ
れ
た
経
験
」
と
「
記
憶
」
を
持
つ
大
江
に
よ
る
「
自
己
治
療
」
 
の
試
み
 
 

「
あ
の
人
」
 
を
問
う
こ
と
 
 

一
 
大
江
健
三
郎
 
「
み
ず
か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」
 
 

と
論
じ
た
。
複
雑
な
「
み
ず
か
ら
」
 
の
語
り
の
構
造
そ
れ
自
休
に
、
大
江
 
 

自
身
の
内
部
に
存
す
る
「
天
皇
」
 
へ
の
 
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
見
出
す
 
 

上J 

ソ
ニ
 
 

も
の
で
あ
る
。
対
し
て
黒
古
一
夫
は
、
「
み
ず
か
ら
」
を
「
反
天
皇
小
説
」
 
 

の
系
譜
に
位
置
づ
け
、
抽
象
的
で
 
「
具
体
性
を
欠
」
 
い
た
 
「
失
敗
作
」
と
 
 

評
し
て
い
る
。
両
氏
の
結
論
は
逆
で
あ
る
が
、
天
皇
制
批
判
の
モ
チ
ー
フ
 
 

の
基
底
に
大
江
そ
の
人
の
戦
争
時
の
原
体
験
を
想
定
す
る
点
、
同
一
の
見
 
 

地
に
慮
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
読
み
方
が
な
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
大
江
に
よ
る
自
注
 
 
 

－
 
「
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
を
縛
る
棚
［
＊
天
皇
制
］
を
、
か
え
っ
て
自
 
 

分
の
辛
が
か
り
に
ひ
き
つ
け
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
い
ち
ど
は
自
分
自
身
 
 

を
、
頭
か
ら
足
先
ま
で
、
そ
の
柵
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛
り
つ
け
よ
う
と
 
 

し
た
」
－
－
1
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。
一
箱
の
背
後
に
三
島
へ
の
批
評
意
 
 

了
工
 
 

識
が
強
く
存
す
る
こ
と
も
、
同
時
期
の
エ
ッ
セ
イ
や
文
庫
版
の
著
者
解
説
 
 

に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
解
釈
は
、
か
か
る
自
注
の
枠
組
み
 
 

と
合
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。
た
し
か
に
「
父
よ
」
や
「
わ
れ
ら
の
」
と
 
 

の
主
席
的
な
連
続
性
は
明
白
で
あ
る
。
原
体
験
に
起
因
し
て
い
る
か
は
と
 
 

も
か
く
、
大
江
の
自
注
を
看
過
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
、
「
み
ず
 
 

か
ら
」
と
い
う
小
説
は
、
三
島
／
天
皇
制
批
判
の
書
と
し
て
し
か
読
め
な
 
 

服
 
部
 
訓
 
和
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い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
小
説
を
読
み
解
く
作
業
の
な
か
で
二
簡
に
断
た
 
 

な
相
貌
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
一
篇
を
同
時
代
的
に
意
味
づ
け
 
 

て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
で
の
課
題
と
な
る
。
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
 
 

け
ば
、
「
父
よ
」
や
「
わ
れ
ら
の
」
執
筆
の
後
、
「
あ
の
人
」
 
の
記
憶
に
縛
 
 

ら
れ
た
男
の
物
語
が
、
屈
折
し
た
語
り
に
よ
っ
て
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

ア
ン
チ
・
ロ
∵
ン
 
 

な
か
っ
た
所
以
は
、
「
世
界
的
に
反
－
小
説
が
流
行
っ
て
い
た
こ
と
」
や
 
 

「
（
天
皇
と
死
）
 
の
問
題
が
日
本
人
の
 
（
意
識
の
暗
い
と
こ
ろ
）
 
に
根
ざ
 
 

（
E
J
）
 
 

し
て
い
る
」
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
 
 

は
、
一
九
七
〇
年
前
後
の
戦
後
日
本
の
問
題
機
制
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
 
 

意
味
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
一
節
 
批
評
性
の
問
題
 
 

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
み
ず
か
ら
」
 
の
批
評
性
の
要
諦
は
、
複
雑
な
 
 

語
り
の
構
造
に
見
出
さ
れ
て
き
た
。
渡
辺
広
士
は
、
一
篇
の
語
り
の
構
造
 
 

を
、
①
地
の
文
の
審
級
と
、
②
そ
の
あ
い
ま
に
二
重
括
弧
で
括
ら
れ
た
か
 
 

た
ち
で
挿
入
さ
れ
る
文
の
審
級
と
に
腑
分
け
す
る
。
①
で
は
、
病
床
に
お
 
 

け
る
「
か
れ
」
 
が
、
「
ハ
ピ
イ
∵
デ
イ
ズ
」
 
と
そ
の
前
後
の
記
憶
を
 
 

一
九
七
〇
牛
の
時
点
か
ら
回
顧
し
、
「
過
言
代
執
行
人
」
 
（
妻
）
 
に
「
口
述
 
 

筆
記
」
さ
せ
た
内
容
が
、
「
時
代
順
不
同
の
、
「
同
時
代
史
」
稲
」
と
し
て
 
 

提
示
さ
れ
る
。
②
で
は
、
「
口
述
筆
記
」
を
行
う
現
場
で
の
出
来
事
が
語
 
 

ら
れ
る
。
も
っ
て
氏
は
、
①
の
語
り
に
属
す
る
「
か
れ
」
 
の
 
「
あ
の
人
」
 
 

へ
の
幻
想
に
対
し
、
①
に
属
す
る
妻
や
母
親
の
吉
葉
が
、
「
か
れ
」
 
の
幻
 
 

‥
〓
■
 
 

想
を
「
裏
か
ら
透
視
し
て
意
味
剥
奪
」
す
る
点
に
一
篇
の
批
評
性
が
あ
る
 
 

の
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
の
人
」
 
へ
同
一
化
せ
ん
と
す
る
「
か
れ
」
 
 

に
い
っ
た
ん
は
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
母
親
の
眼
差
し
が
そ
れ
を
換
骨
奪
 
 

胎
す
る
構
図
に
、
三
島
／
天
皇
制
へ
の
 
（
自
己
反
省
的
な
）
 
批
評
性
が
見
 
 

山
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
よ
う
に
概
括
さ
れ
る
批
評
性
が
 
「
み
 
 

ず
か
ら
」
 
に
存
す
る
こ
と
に
異
義
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
そ
 
 

の
上
で
あ
ら
た
め
て
再
考
し
た
い
の
は
「
あ
の
人
」
に
固
執
す
る
「
か
れ
」
 
 

の
企
図
で
あ
る
。
 
 

【
7
一
 
 
 

三
篇
の
批
評
性
の
根
拠
と
な
る
①
と
①
の
語
り
に
つ
い
て
、
乗
原
丈
和
 
 

■
－
り
■
■
一
 
 

が
「
口
述
筆
記
の
内
側
の
言
葉
を
虚
構
と
し
、
外
側
の
（
「
過
言
代
執
行
 
 

人
」
）
 
や
母
親
の
言
葉
を
事
実
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
」
と
 
 

指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
者
の
境
界
が
必
ず
し
も
明
瞭
な
も
の
で
は
な
い
こ
 
 

と
に
ま
ず
は
留
意
し
た
い
。
「
2
」
の
冒
頭
場
面
、
①
①
の
接
点
を
な
す
 
 

箇
所
を
引
く
。
 
 

か
れ
の
ベ
ッ
ド
の
周
囲
に
い
る
も
の
た
ち
の
も
う
ひ
と
り
も
、
 
 

（
（
こ
こ
か
ら
は
看
護
婦
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
［
＊
中
略
］
そ
こ
で
 
 

限
定
さ
れ
た
 
「
有
識
婦
」
と
い
う
名
詞
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
 
 

と
こ
ろ
の
）
）
 
 

看
護
婦
も
い
っ
て
い
た
。
 
 

こ
こ
で
「
か
れ
」
は
、
輿
な
る
語
り
を
二
つ
な
が
ら
把
握
し
う
る
視
点
 
 

に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
物
語
が
進
む
に
つ
れ
、
両
者
の
内
容
上
の
連
綿
性
 
 

は
次
第
に
強
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
①
③
の
差
異
は
相
対
的
な
も
 
 

の
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
視
点
に
立
つ
と
「
か
れ
」
 
の
語
ろ
う
と
す
る
 
 

「
同
時
代
史
」
は
、
必
ず
し
も
「
〓
述
筆
記
」
 
の
内
容
（
①
）
 
の
み
を
指
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す
も
の
で
は
な
く
、
「
い
ま
」
 
（
②
）
 
を
も
含
み
こ
ん
だ
も
の
と
し
て
見
え
 
 

て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
の
幻
想
を
③
の
言
葉
が
打
ち
脱
し
て
い
く
点
 
 

に
見
出
さ
れ
る
二
一
島
・
天
皇
制
へ
の
批
評
性
も
あ
ら
か
じ
め
保
証
さ
れ
て
 
 

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
対
化
さ
れ
ぎ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
「
か
れ
」
 
 

は
批
判
者
（
母
親
）
の
存
在
を
十
分
に
意
識
し
て
、
自
身
の
「
同
時
代
史
」
 
 

に
導
人
し
て
い
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
 
 
 

同
様
の
事
柄
は
、
物
語
内
容
、
と
く
に
母
親
に
即
し
て
も
言
え
る
い
 
そ
 
 

も
そ
も
「
あ
の
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
母
親
が
長
兄
の
遺
骨
を
も
っ
て
僻
 
 

村
し
た
日
か
ら
、
母
親
が
父
親
に
対
し
て
用
い
た
呼
び
方
で
あ
っ
た
ぺ
か
 
 

れ
」
 
の
 
「
同
時
代
史
」
と
い
う
迂
遠
な
試
み
も
、
「
唯
ひ
と
り
お
れ
の
税
 
 

嚢
の
ハ
ピ
イ
・
デ
イ
ズ
を
傍
観
し
て
い
た
母
親
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
森
の
 
 

奥
の
谷
間
に
こ
も
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
憎
悪
の
高
周
波
の
み
を
、
お
れ
の
内
 
 

臓
ア
ン
テ
ナ
に
お
く
っ
て
く
る
の
だ
、
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
お
 
 

れ
は
噛
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
れ
な
ら
ば
お
れ
は
、
自
分
の
 
 

ハ
ピ
イ
∵
テ
ィ
ズ
を
ひ
と
り
暮
す
ベ
ッ
ド
の
生
活
の
う
ち
に
十
全
に
記
録
 
 

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
母
親
を
 
 

想
定
し
な
け
れ
ば
「
同
時
代
史
」
 
は
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
。
「
か
れ
」
 
 

の
企
図
は
、
単
に
三
島
に
擬
さ
れ
る
べ
き
「
あ
の
人
」
 
へ
の
単
純
な
同
山
 
 

化
と
は
ま
た
別
の
地
点
に
、
つ
ま
り
母
親
の
批
評
的
な
眼
差
し
を
前
提
と
 
 

し
た
地
点
に
こ
そ
見
定
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
 
 
 

「
〓
述
筆
記
」
と
い
う
方
法
を
用
い
る
「
か
れ
」
 
は
、
三
五
歳
の
 
「
小
 
 

説
家
」
で
も
あ
る
。
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
に
執
拗
に
こ
だ
わ
る
「
か
れ
」
 
 

の
行
為
に
、
い
か
な
る
意
味
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
。
次
節
 
 

で
は
、
「
か
れ
」
に
と
っ
て
の
母
親
の
「
眼
」
の
意
味
づ
け
を
再
考
し
、
「
か
 
 

れ
」
 
の
企
図
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
。
 
 
 

第
二
節
 
母
親
の
 
「
恐
し
い
眼
」
 
 

「
同
時
代
史
」
を
「
〓
述
」
す
る
に
際
し
、
「
か
れ
」
は
、
「
過
去
の
 
 

紳
緋
の
あ
る
．
点
を
、
は
っ
き
り
と
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
た
め
に
必
要
な
 
 

ら
、
現
奨
の
〓
分
を
ど
の
よ
う
に
も
窓
意
的
に
改
変
す
る
つ
も
り
」
と
宣
 
 

1
．
・
‖
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
か
れ
」
の
「
〓
述
筆
恵
」
の
現
場
が
「
噛
 
 

柄
棟
」
で
あ
る
の
か
 
「
神
経
科
」
 
の
 
「
病
棟
」
で
あ
る
の
か
、
鼻
薬
は
判
 
 

然
と
し
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
か
れ
」
が
 
「
過
去
」
を
い
 
 

か
に
語
る
か
を
見
る
こ
と
で
、
「
い
ま
」
 
の
 
「
か
れ
」
 
の
企
図
を
照
射
し
 
 

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

そ
こ
で
尉
意
し
た
い
の
は
、
「
か
れ
」
 
が
 
「
同
時
代
史
」
 
の
記
憶
の
基
 
 

底
に
、
「
三
蔵
の
こ
ろ
の
狂
気
に
近
づ
い
た
思
い
出
」
を
据
え
て
い
る
こ
 
 

と
で
あ
る
。
 
 

幼
時
の
か
れ
は
、
い
ま
自
分
の
拳
が
命
怪
で
よ
そ
よ
そ
し
く
、
お
そ
 
 

ろ
し
い
「
も
の
」
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
そ
の
異
様
な
「
も
の
」
 
 

を
ふ
り
す
て
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
身
動
き
ひ
と
つ
で
き
な
く
な
っ
 
 

た
と
こ
ろ
な
の
だ
。
か
れ
は
幼
時
の
や
わ
ら
か
さ
の
ま
ま
た
ち
ま
ち
 
 

斎
ぎ
め
、
み
る
み
る
窪
ん
で
く
る
眼
裔
の
皮
膚
か
ら
微
細
な
ミ
ル
ク
 
 

の
よ
う
な
汗
を
発
し
、
白
眼
を
む
い
て
い
る
。
 
 

「
も
の
」
や
「
狂
気
」
と
は
唆
味
な
よ
う
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
次
の
 
 

引
周
と
対
照
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
、
 
 

一
八
一
 
 

糊
神
病
理
学
に
基
づ
く
文
明
批
評
を
展
開
し
て
い
た
宮
本
忠
雄
が
、
「
分
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れ
る
も
の
）
と
の
自
然
な
結
び
つ
き
を
失
っ
て
し
ま
う
。
［
＊
中
略
］
 
 
 

彼
ら
 
［
＊
 
「
分
裂
病
」
者
］
 
は
（
意
味
す
る
も
の
）
 
の
肉
滞
に
は
倒
 
 

さ
れ
、
も
し
く
は
 
（
意
味
さ
れ
る
も
の
）
 
の
包
囲
に
身
を
さ
ら
す
し
 
 

か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
観
点
に
従
う
限
り
、
「
か
れ
」
の
「
発
狂
」
体
験
は
、
幼
い
こ
ろ
「
か
 
 

れ
」
が
「
自
然
」
な
「
言
葉
」
を
喪
失
し
た
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
 
 

こ
の
記
憶
は
、
「
い
ま
」
 
の
「
か
れ
」
 
の
企
図
を
測
定
し
て
い
く
上
で
重
 
 

要
で
あ
る
。
以
下
見
る
よ
う
に
、
「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
小
説
は
、
「
言
葉
」
 
 

を
喪
失
し
た
者
が
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
柴
」
を
探
求
す
る
過
稽
を
 
 

描
き
出
し
た
小
説
と
読
み
う
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
精
神
病
理
学
と
の
直
接
的
な
影
響
関
係
を
想
定
し
 
 

よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
言
葉
」
と
「
狂
気
」
を
 
 

結
び
つ
け
る
観
点
は
当
時
必
ず
し
も
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
 
 

こ
で
記
号
論
的
な
原
理
を
追
求
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
た
だ
し
、
「
か
れ
」
 
 

の
 
「
い
ま
」
 
の
企
て
が
、
「
言
葉
」
 
の
喪
失
体
験
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
 
 

て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
作
品
内
か
ら
言
え
る
よ
う
だ
。
二
儲
に
お
 
 

裂
病
」
 
の
症
状
を
「
言
語
危
機
と
し
て
の
 
（
も
の
）
体
験
」
と
し
て
説
明
 
 

し
た
一
文
を
引
く
。
そ
れ
は
 
「
か
れ
」
 
の
症
状
と
端
的
に
似
て
い
る
。
 
 

も
と
も
と
世
界
の
事
物
は
（
意
味
す
る
も
の
）
と
（
意
味
さ
れ
る
も
の
）
 
 

／
1
二
J
 
 
 

と
が
一
体
と
な
っ
て
初
め
て
一
つ
の
意
味
記
号
（
s
i
習
e
）
を
構
成
 
 

し
、
自
然
の
安
定
性
を
そ
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
（
も
の
）
 
 
 

体
験
で
は
、
世
界
の
事
物
は
そ
の
非
対
象
的
相
貌
惟
が
増
強
す
る
結
 
 

栄
と
し
て
、
（
意
味
す
る
も
の
）
が
は
げ
し
く
窯
出
し
て
、
（
意
味
さ
 
 

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
母
親
の
「
恐
し
い
眼
」
も
、
「
言
葉
」
 
の
窓
 
 

意
性
に
対
し
て
意
識
的
な
「
眼
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

母
親
の
批
評
的
な
「
眼
」
 
の
本
質
は
、
「
さ
る
高
貴
の
方
か
ら
い
た
だ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

い
た
な
つ
め
が
あ
る
」
 
と
い
う
自
慢
話
に
対
し
て
、
「
そ
れ
は
柿
の
種
で
 
 

し
ょ
う
が
」
、
「
サ
ル
公
キ
イ
の
方
か
ら
い
た
だ
く
の
な
ら
」
と
、
「
語
呂
 
 

合
わ
せ
」
で
返
し
た
と
い
う
挿
話
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
「
言
葉
」
 
 

の
首
の
叫
致
か
ら
、
意
味
を
す
り
か
え
る
「
語
呂
合
わ
せ
」
の
名
手
た
る
 
 

母
親
の
「
眼
」
は
、
す
な
わ
ち
「
言
葉
」
 
の
悪
意
性
に
意
識
的
な
「
眼
」
 
 

な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
重
要
な
の
は
、
「
か
れ
」
の
「
発
狂
」
の
記
憶
が
、
 
 

「
か
れ
が
実
は
三
歳
の
時
に
発
狂
し
て
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
な
の
で
あ
り
、
 
 

あ
の
人
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
狂
気
が
昂
進
し
た
の
み
だ
、
大
切
な
こ
と
は
 
 

か
れ
が
幼
児
の
ぶ
ん
ぎ
い
で
と
っ
く
に
発
狂
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
な
 
 

の
だ
」
と
い
う
母
親
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
か
た
ち
で
「
か
れ
」
 
の
記
 
 

憶
に
植
え
付
け
ら
れ
た
も
の
と
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
か
れ
」
 
 

の
 
「
同
時
代
史
」
は
、
「
言
葉
」
 
の
喪
失
を
出
発
点
と
し
て
お
り
、
ま
た
 
 

母
親
の
 
「
眼
」
を
前
授
と
す
る
か
た
ち
で
成
立
し
て
い
る
点
が
確
認
さ
れ
 
 

る
▲
〕
 
 
 

さ
て
、
か
か
る
母
親
の
 
「
眼
」
が
威
力
を
発
揮
し
て
い
く
の
は
、
高
校
 
 

在
学
時
、
自
殺
未
遂
を
発
見
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
「
遺
書
」
を
見
つ
け
 
 

た
母
親
は
、
「
自
殺
し
よ
う
と
す
る
高
校
生
の
意
識
が
ど
れ
く
ら
い
甘
っ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

た
る
く
嫌
味
で
」
、
「
い
か
に
稚
拙
な
誤
字
あ
て
字
を
書
く
も
の
か
を
容
赦
 
 

な
く
強
調
し
て
示
す
」
た
め
に
 
「
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
原
文
ノ
マ
マ
」
と
 
 

つ
け
く
わ
え
」
て
配
っ
た
の
だ
と
言
う
。
こ
の
体
験
を
契
機
と
し
て
、
「
か
 
 

ヽ
ヽ
 
 

れ
」
 
は
自
身
の
自
殺
未
遂
が
、
「
に
せ
の
自
殺
」
 
に
過
ぎ
な
い
と
痛
感
す
 
 

る
に
至
り
、
「
あ
の
人
」
 
へ
の
安
易
な
幻
想
や
陶
酔
を
伴
う
同
鵬
化
を
周
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別
に
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
母
親
の
 
「
限
」
は
、
「
ほ
ん
と
う
」
を
求
め
 
 

る
「
か
れ
」
の
安
易
な
同
一
化
、
す
な
わ
ち
安
易
な
「
肉
体
」
の
放
密
を
 
 

暴
き
た
て
る
。
そ
れ
は
、
「
肉
体
」
を
殺
し
て
済
む
よ
う
な
「
自
殺
」
 
な
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ど
「
甘
っ
た
る
く
嫌
味
」
な
「
に
せ
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
絶
え
ず
暴
威
 
 

す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
従
来
見
出
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
母
親
の
「
眼
」
 
 

の
批
評
性
は
こ
こ
に
端
を
発
す
る
。
 
 
 

た
だ
し
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
母
親
の
「
恐
し
い
眼
」
が
あ
く
ま
で
「
か
 
 

ヽ
ヽ
 
 

れ
」
 
の
 
「
に
せ
の
自
殺
」
を
こ
そ
禁
じ
る
「
眼
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
 
 

．
 

点
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
「
か
れ
」
を
乾
め
る
た
め
で
は
な
く
、
「
空
虚
」
 
 

を
抱
え
た
ま
ま
自
殺
騒
ぎ
を
起
し
て
し
ま
う
「
か
れ
」
を
「
生
」
 
に
つ
な
 
 

ぎ
と
め
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

「
か
れ
」
が
母
親
の
「
恐
し
い
眼
」
の
意
味
を
明
瞭
に
理
解
し
た
の
は
、
 
 

・
I
く
 
 

大
学
在
学
中
、
次
の
よ
う
な
「
英
語
の
詩
」
に
あ
ら
わ
れ
る
「
眼
」
と
母
 
 

親
の
 
「
眼
」
と
の
重
合
に
気
づ
い
た
時
で
あ
っ
た
。
 
 

E
y
e
s
l
d
a
r
e
n
O
t
m
e
e
t
i
n
d
r
e
a
m
s
 
 

－
n
d
e
a
t
h
、
s
d
r
e
巴
ゴ
E
n
g
d
O
m
 
 

繰
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
も
そ
の
眼
は
、
子
供
む
き
の
 
 

物
語
や
絵
に
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
じ
つ
と
動
か
ず
悼
み
わ
た
っ
 
 

て
凝
然
と
し
て
い
る
眼
、
底
深
い
暗
闇
を
た
た
え
た
眼
と
い
う
た
ぐ
 
 

い
の
 
「
恐
し
い
眼
」
と
は
ち
が
っ
て
、
ま
っ
た
く
猿
の
よ
う
に
も
ヤ
 
 

こ
色
の
桟
い
光
を
や
ど
し
、
チ
ラ
チ
ラ
と
こ
ち
ら
を
う
か
が
う
、
輿
 
 

の
 
「
恐
し
い
眼
」
な
の
だ
っ
た
。
 
 

な
ぜ
 
「
チ
ラ
チ
ラ
見
る
眼
」
こ
そ
が
、
「
底
深
い
暗
闇
を
た
た
え
た
眼
」
 
 

よ
り
も
「
恐
し
い
」
の
か
。
こ
の
詩
句
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
（
一
九
二
五
）
「
う
 
 

つ
ろ
な
る
人
々
」
 
の
第
二
連
冒
頭
の
詩
句
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
 
 

二
り
∴
 
 

大
江
の
愛
読
す
る
深
瀬
基
冤
 
『
鑑
賞
世
界
名
詩
選
 
エ
リ
オ
ッ
ト
』
 
 

（
五
四
・
一
〇
筑
摩
爵
屑
）
 
は
、
当
該
箇
所
を
「
死
の
夢
幻
の
王
国
に
あ
 
 

り
て
／
夢
に
わ
れ
そ
の
凝
視
を
恐
る
ゝ
眼
」
と
訳
し
、
次
の
細
く
解
説
す
 
 

る
い
 
 次

に
戎
e
a
賛
s
O
臣
e
r
芦
l
g
d
O
m
；
と
い
ふ
の
は
第
二
節
の
鎖
 
 

d
e
a
草
s
d
r
e
a
m
E
n
g
d
O
m
；
つ
ま
り
生
き
な
が
ら
の
死
の
世
界
か
ら
 
 

大
文
字
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
絶
対
の
死
の
世
界
で
あ
る
。
 
 

母
親
の
 
「
眼
」
は
、
「
絶
対
の
死
の
世
界
」
と
対
比
さ
れ
る
「
生
き
な
 
 

が
ら
の
死
の
世
界
」
 
か
ら
の
 
「
眼
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
よ
 
 

り
「
か
れ
」
を
「
生
」
に
つ
な
ぎ
と
め
る
「
眼
」
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
「
恐
 
 

し
い
」
 
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
、
三
歳
の
時
の
 
「
発
狂
」
 
の
記
憶
を
「
か
れ
」
 
に
与
え
た
の
 
 

は
母
親
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
か
れ
」
 
の
行
動
を
「
言
葉
」
 
に
帰
 
 

結
さ
せ
た
の
は
む
し
ろ
母
親
で
あ
る
。
母
親
は
、
「
か
れ
」
を
「
あ
の
人
」
 
 

の
呪
縛
か
ら
救
う
べ
く
、
ま
た
そ
の
苦
し
み
が
自
殺
に
至
ら
ぬ
よ
う
、
三
 
 

蔵
の
時
に
既
に
 
「
発
狂
」
 
し
て
い
た
の
だ
と
の
記
憶
を
与
え
て
、
た
え
ず
 
 

「
あ
の
人
」
 
の
記
憶
を
相
対
化
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
母
親
は
、
い
っ
 
 

た
ん
は
「
狂
気
」
 
の
枠
組
み
を
「
か
れ
」
に
与
え
る
こ
と
で
、
「
小
説
家
」
 
 

と
し
て
「
言
葉
」
を
探
求
す
る
生
活
の
な
か
で
、
病
を
寛
解
さ
せ
る
こ
と
 
 

を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
か
れ
」
を
「
小
説
家
」
 
に
仕
 
 

立
て
た
の
は
母
親
な
の
で
あ
る
。
母
親
の
「
眼
」
は
、
単
に
「
あ
の
人
」
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の
幻
想
を
打
ち
崩
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
「
い
ま
」
 
 

の
「
か
れ
」
を
強
く
規
定
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
 
 

二
覇
の
新
た
な
相
貌
を
見
出
し
て
い
く
た
め
の
契
機
が
あ
ろ
う
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

以
上
の
事
柄
は
、
「
い
ま
」
 
の
 
「
か
れ
」
が
、
「
に
せ
の
自
殺
」
 
に
よ
っ
 
 

て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
の
力
、
「
痛
の
生
命
力
」
を
肯
定
す
る
こ
と
で
 
 

「
あ
の
人
」
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
証
拠
立
て
ら
れ
る
。
 
 

「
3
」
 
の
末
尾
、
「
な
ぜ
父
親
と
い
う
言
葉
に
置
き
か
え
て
は
い
け
な
い
 
 

の
？
 
あ
の
人
と
い
う
と
神
話
か
歴
史
の
な
か
の
、
架
空
に
ち
か
い
人
物
 
 

の
よ
う
に
響
く
わ
」
と
い
う
妻
の
問
い
に
答
え
た
、
「
か
れ
」
の
一
連
の
 
 

台
詞
か
ら
三
箇
所
続
け
て
引
く
。
 
 

①
お
れ
の
母
親
が
、
あ
る
特
別
の
日
か
ら
あ
の
人
と
い
う
呼
び
方
に
 
 

固
執
し
は
じ
め
た
の
は
、
あ
の
人
を
架
空
の
人
物
に
お
と
し
め
て
し
 
 

ま
い
た
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
ね
。
 
 
 

②
そ
れ
で
お
れ
は
時
ど
き
自
分
が
、
母
親
の
い
っ
た
と
お
り
三
歳
の
 
 
 

暗
か
ら
発
狂
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
つ
か
正
気
に
戻
れ
ば
、
自
 
 
 

分
を
悩
ま
す
あ
の
人
の
お
化
け
も
消
え
さ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
 
 

て
み
た
ほ
ど
だ
。
し
か
し
い
ま
、
あ
ら
た
め
て
お
れ
は
、
よ
し
、
そ
 
 
 

れ
で
は
一
生
、
気
狂
い
の
ま
ま
で
い
て
あ
の
人
の
お
化
け
と
共
同
生
 
 

活
を
い
と
な
み
つ
づ
け
よ
う
、
と
決
心
し
て
い
る
ん
だ
、
h
a
、
h
 
 

①
と
こ
ろ
で
架
空
の
人
物
め
い
て
聞
え
る
、
と
い
う
の
は
、
お
と
し
 
 

a
－
h
＝
a
－
－
・
 
 

め
る
意
味
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
つ
の
偶
像
の
よ
う
に
た
か
 
 
 

め
る
意
味
も
持
つ
の
じ
ゃ
な
い
か
？
 
［
＊
①
～
③
引
用
者
］
 
 
 

①
で
は
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
一
語
を
用
い
た
母
親
の
企
図
が
、
固
有
 
 

名
を
剥
奪
し
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
多
義
的
な
意
味
を
内
包
し
う
る
呼
称
 
 

を
採
用
す
る
こ
と
で
、
父
親
の
存
在
の
具
体
性
を
「
架
空
」
 
の
も
の
と
す
 
 

る
「
言
葉
」
に
意
識
的
な
戦
略
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
②
 
 

か
ら
は
二
つ
の
事
柄
が
読
み
取
れ
る
。
ま
ず
「
狂
気
」
 
の
枠
組
み
を
与
え
 
 

る
母
親
の
教
育
方
針
が
、
「
あ
の
人
」
 
の
幻
想
を
「
言
葉
」
を
喪
失
し
た
 
 

者
が
見
る
「
も
の
」
に
帰
結
さ
せ
、
「
あ
の
人
」
の
幻
想
を
も
ま
た
消
滅
 
 

さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
定
程
度
功
を
奏
し
て
い
た
 
 

と
（
「
か
れ
」
に
よ
っ
て
）
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
か
れ
」
は
、
「
あ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

の
人
」
 
へ
の
安
易
な
同
一
化
が
「
に
せ
」
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
た
「
小
 
 

説
家
」
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

だ
が
「
か
れ
」
は
、
「
発
狂
」
の
記
憶
を
積
極
的
に
引
き
受
け
、
「
い
っ
 
 

ぱ
い
く
わ
せ
る
こ
と
を
切
望
」
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
が
②
か
ら
 
 

看
取
さ
れ
る
も
う
一
点
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
「
い
っ
ぱ
い
く
わ
せ
る
」
と
は
、
 
 

母
親
の
「
眼
」
を
振
り
切
っ
て
「
あ
の
人
」
 
へ
の
同
一
化
を
図
る
こ
と
で
 
 

は
な
い
。
「
か
れ
」
は
「
小
説
家
」
と
し
て
、
母
親
の
与
え
た
枠
組
み
に
 
 

基
づ
き
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
「
同
 
 

時
代
史
」
 
の
記
憶
に
、
「
吉
葉
」
 
の
喪
失
体
験
が
据
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
の
は
、
「
同
時
代
史
」
が
、
「
言
葉
」
の
探
求
者
の
物
語
で
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
③
で
は
、
か
か
る
「
か
れ
」
の
戦
術
が
ほ
の
 
 

め
か
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
母
親
は
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
に
よ
っ
 
 

て
父
親
の
存
在
を
「
架
空
」
の
も
の
と
し
た
。
以
下
見
る
よ
う
に
、
「
か
れ
」
 
 

は
「
い
ま
」
、
母
親
の
「
眼
」
を
逆
手
に
と
っ
て
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
 
 

葉
」
に
、
新
た
な
、
特
権
的
な
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
 
 

「
八
月
に
入
っ
た
あ
と
「
か
れ
」
は
恒
常
的
に
昂
督
し
て
い
る
」
。
「
口
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述
華
麗
」
 
は
停
滞
し
始
め
、
「
か
れ
」
 
は
母
親
が
 
「
こ
の
蜜
の
熟
さ
を
乗
 
 

り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
」
ば
か
り
を
気
に
し
て
い
る
。
そ
れ
 
 

は
「
か
れ
」
 
の
 
「
U
述
筆
記
」
が
何
よ
り
母
親
の
 
「
眼
」
を
必
要
と
し
て
 
 

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
か
れ
」
 
の
前
に
、
母
椀
が
突
如
あ
ら
 
 

わ
れ
た
こ
と
は
む
し
ろ
傾
仲
で
あ
っ
た
。
母
親
の
助
力
に
よ
っ
て
、
「
か
 
 

れ
」
 
の
 
「
〓
述
筆
記
」
は
初
め
て
「
あ
の
夏
の
H
」
 
の
出
来
事
に
向
か
う
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

母
親
は
「
か
れ
」
の
記
憶
の
細
部
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
否
定
し
て
い
く
。
「
か
 
 

れ
」
 
に
よ
れ
ば
、
「
あ
の
人
」
を
「
軍
人
」
が
迎
え
に
来
た
の
は
「
八
目
 
 

卜
丘
臼
以
前
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
「
八
月
十
五
日
以
前
」
 
 

で
な
け
れ
ば
、
玉
音
放
送
を
聞
い
た
「
ほ
ん
と
う
の
」
軍
人
が
「
あ
の
人
」
 
 

を
迎
え
に
き
て
、
皇
居
を
爆
撃
す
る
た
め
に
「
掘
起
」
し
た
の
だ
と
い
う
 
 
 

「
か
れ
」
 
の
解
釈
の
農
実
性
に
敵
船
を
き
た
し
か
ね
な
い
。
し
か
し
母
親
 
 

は
、
「
軍
人
が
来
た
の
は
八
月
十
五
日
」
 
で
あ
り
、
「
八
月
十
六
日
朝
に
出
 
 

か
け
」
た
の
だ
と
言
う
。
「
軍
人
」
 
の
姿
も
、
「
か
れ
」
 
の
思
い
描
く
も
の
 
 

と
は
輿
な
り
、
「
誰
ひ
と
り
軍
服
を
着
て
は
い
な
か
っ
た
」
 
こ
と
が
、
吋
 
 

親
の
教
え
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
「
か
れ
」
 
の
抱
く
「
あ
の
人
」
 
の
 
 

幻
想
は
、
次
第
に
根
拠
を
奪
わ
れ
て
い
く
。
 
 
 

た
だ
し
、
か
か
る
母
親
の
「
眼
」
 
こ
そ
が
、
「
か
れ
」
 
の
求
め
て
い
た
 
 

も
の
で
あ
っ
た
。
「
か
れ
」
 
が
 
「
あ
の
人
」
 
の
記
憶
に
肉
薄
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
た
の
は
、
「
あ
の
脾
起
の
日
が
じ
つ
は
八
月
十
六
日
だ
っ
た
こ
と
を
 
 

あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
」
 
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
最
終
車
に
お
い
て
、
 
 
 

「
ほ
か
な
ら
ぬ
癌
の
破
壊
的
援
助
に
よ
っ
て
、
「
か
れ
」
 
は
こ
の
二
十
五
 
 

年
間
に
、
良
の
 
「
か
れ
」
 
の
肉
体
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
た
余
分
な
肉
を
と
 
 

り
さ
り
、
一
九
四
五
年
八
月
十
六
日
午
後
三
時
の
 
「
か
れ
」
 
の
肉
体
に
ま
 
 で

、
す
で
に
縮
小
し
て
い
る
は
ず
」
だ
と
予
感
し
た
際
の
日
付
も
、
「
八
 
 

日
∵
十
六
‖
」
 
で
あ
る
。
「
か
れ
」
 
は
あ
く
ま
で
母
親
の
解
釈
を
利
用
し
、
 
 

自
身
の
記
憶
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
み
ず
か
 
 

ら
の
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
九
四
丘
午
八
月
十
h
‖
、
天
皇
は
人
間
の
声
で
か
た
る
と
こ
ろ
の
 
 

も
の
た
る
べ
く
地
上
へ
忍
降
卜
し
た
。
そ
の
天
皇
が
八
月
十
六
日
、
 
 

あ
ら
た
め
て
急
旋
回
、
急
上
昇
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
 
 

い
っ
た
ん
は
爆
死
せ
ぎ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
団
体
そ
の
も
の
と
 
 

し
て
、
爵
に
よ
み
が
え
り
、
か
つ
て
よ
り
な
お
確
実
に
、
な
お
神
的
 
 

に
、
普
遍
の
菊
と
し
て
日
本
の
す
べ
て
の
国
土
、
す
べ
て
の
国
民
を
 
 

穫
う
。
 
 

「
八
月
十
五
日
」
の
「
急
降
下
」
と
、
「
八
月
十
L
ハ
日
」
の
「
急
上
昇
」
。
 
 

こ
の
解
釈
は
、
母
親
の
 
「
眼
」
 
の
枠
組
み
を
借
り
、
「
あ
の
人
」
を
「
ひ
 
 

と
つ
の
偶
像
の
よ
う
に
た
か
め
」
よ
う
と
す
る
「
か
れ
」
 
の
屈
折
し
た
企
 
 

図
に
正
確
に
呼
応
す
る
。
繰
り
か
え
せ
ば
、
「
か
れ
」
は
「
あ
の
人
」
 
や
 
 

「
「
ほ
ん
と
う
の
」
軍
人
」
の
幻
想
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
休
に
よ
っ
 
 

て
可
能
と
な
る
「
言
葉
」
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
か
か
る
「
か
れ
」
 
 

の
企
図
を
単
純
に
三
島
に
擬
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 

第
三
節
 
〓
九
七
〇
年
」
の
官
許
実
験
 
 

で
は
、
物
語
の
現
在
、
病
床
に
あ
っ
て
「
口
述
筆
記
」
に
励
む
「
か
れ
」
 
 

は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
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卜
見
る
よ
う
に
、
「
い
ま
」
の
「
か
れ
」
の
描
写
も
、
一
賞
し
て
、
「
狂
気
」
 
 

の
言
語
体
験
を
形
象
化
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

「
過
言
代
執
行
人
」
た
る
要
は
、
「
か
れ
」
が
「
療
病
棟
に
で
は
な
く
、
 
 

神
経
科
の
病
棟
に
い
る
」
こ
と
を
述
べ
る
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
彼
女
は
、
 
 

「
か
れ
」
が
固
有
名
詞
を
使
わ
な
い
こ
と
に
対
し
、
「
一
般
的
な
普
通
名
 
 

詞
、
た
と
え
ば
看
讃
婦
な
ら
看
讃
婦
と
い
う
名
詞
を
採
用
す
る
よ
う
に
つ
 
 

と
め
て
く
だ
さ
い
」
、
「
そ
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
つ
い
に
は
あ
な
た
の
 
 

発
す
る
言
葉
か
ら
、
す
べ
て
の
普
通
名
詞
が
消
滅
し
て
し
ま
う
の
じ
ゃ
な
 
 

い
か
と
心
配
な
の
」
と
の
危
惧
を
表
明
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
「
狂
気
」
 
 

を
「
言
葉
」
と
接
続
す
る
知
見
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
「
か
れ
」
 
 

ア
ナ
ケ
つ
ム
 
 

自
身
も
、
「
躁
鬱
的
な
精
神
病
老
に
は
、
言
葉
の
語
呂
あ
わ
せ
や
字
謎
に
 
 

熱
中
す
る
の
が
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
妻
が
、
「
か
れ
」
が
梢
神
を
病
 
 

ん
で
い
る
こ
と
を
疑
い
、
医
師
と
相
談
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
病
の
根
源
 
 

を
記
録
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
作
中
の
記
述
か
ら
窺
え
る
。
も
ち
ろ
 
 

ん
、
「
か
れ
」
 
の
「
肉
体
」
 
の
無
数
の
 
「
傷
痕
」
に
「
自
殺
癖
」
を
疑
う
 
 

医
師
の
観
点
は
、
「
肉
体
」
に
帰
結
す
る
「
か
れ
」
 
の
苦
し
み
の
言
語
表
 
 

現
を
見
る
観
点
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

病
床
に
お
け
る
 
「
い
ま
」
 
の
 
「
か
れ
」
が
行
お
う
と
す
る
行
為
は
、
や
 
 

は
り
「
三
蔵
」
 
の
時
の
「
発
狂
」
体
験
に
端
を
発
す
る
言
語
体
鹸
と
し
て
 
 

描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
発
狂
」
体
験
を
基
底
に
据
え
る
 
 

「
か
れ
」
 
の
 
「
口
述
」
作
業
は
そ
の
ま
ま
、
「
言
葉
」
 
そ
の
も
の
を
狙
上
 
 

に
載
せ
て
い
く
。
そ
の
限
り
で
言
え
ば
、
妻
も
ま
た
「
過
言
代
執
行
人
」
 
 

と
し
て
「
か
れ
」
 
の
企
て
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
妻
は
一
箱
の
 
 

開
始
早
々
、
「
筆
記
」
と
い
う
作
業
に
つ
い
て
、
「
言
葉
」
を
裏
切
る
が
如
 
 

き
困
難
を
感
じ
て
い
た
。
 
 

い
る
指
を
押
し
あ
げ
る
よ
う
な
気
が
す
る
わ
、
と
「
過
言
代
執
行
人
」
 
 

は
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
 
 

妻
の
「
筆
記
」
す
る
「
文
字
」
と
、
「
か
れ
」
の
「
口
述
」
す
る
「
音
」
 
 

「
声
」
と
の
共
犯
関
係
に
お
い
て
、
「
か
れ
」
 
の
「
肉
体
＝
魂
の
エ
ネ
ル
 
 

ギ
ー
」
を
賭
け
た
「
口
述
筆
記
」
は
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
を
 
 

中
核
に
据
え
た
一
簡
の
言
語
薬
療
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
と
き
重
要
と
な
る
の
が
、
「
か
れ
」
が
自
身
の
「
狂
気
」
 
の
可
能
 
 

（
川
】
 
 

性
を
決
し
て
否
定
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
先
の
宮
本
忠
雄
は
、
「
音
声
と
 
 

意
味
の
蔀
離
」
現
象
は
そ
れ
を
統
御
す
る
主
体
に
お
け
る
「
人
称
性
の
解
 
 

体
」
を
も
た
ら
し
、
「
分
裂
病
」
に
帰
結
す
る
と
述
べ
て
い
た
。
「
か
れ
」
 
 

と
い
う
三
人
称
を
用
い
て
自
身
を
語
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「
か
れ
」
が
「
人
 
 

称
性
の
解
体
」
 
の
危
機
の
淵
に
意
識
的
に
身
を
置
く
存
在
で
あ
る
こ
と
は
 
 

明
ら
か
な
の
だ
。
無
数
の
 
「
傷
痕
」
を
め
ぐ
り
、
「
自
殺
癖
」
を
疑
わ
れ
 
 

た
 
「
か
れ
」
は
、
妻
の
 
「
こ
れ
ま
で
も
本
当
に
は
自
殺
し
よ
う
と
し
た
こ
 
 

と
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
な
の
？
」
と
の
問
い
に
対
し
、
「
h
a
、
h
 
 

a
、
 

h
a
！
」
と
い
う
笑
い
を
洩
ら
し
つ
つ
、
「
い
や
、
そ
の
よ
う
に
単
 
 

純
化
し
な
い
で
く
れ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
奇
妙
な
笑
い
声
は
、
「
蟻
 
 

の
よ
う
に
も
小
さ
い
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
活
字
が
尊
か
ら
、
h
a
、
h
a
 
 

も
の
が
事
案
と
し
て
逆
に
紙
の
上
に
起
き
だ
し
て
、
書
き
し
る
し
て
 
 

あ
な
た
は
ど
う
し
て
、
自
分
が
癌
の
た
め
に
回
復
不
可
能
で
あ
り
、
 
 

い
ま
に
も
死
に
い
た
る
昏
睡
状
態
が
始
ま
る
の
だ
と
、
実
際
の
病
 
 

状
と
ま
っ
た
く
矛
盾
す
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
よ
う
な
口
述
を
す
る
 
 

の
？
 
い
ち
い
ち
そ
れ
を
文
字
に
置
き
か
え
て
い
る
と
、
書
か
れ
た
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ト
a
－
・
と
尾
を
ひ
い
て
も
れ
る
よ
う
な
か
す
か
な
音
を
ひ
び
か
せ
て
い
 
 

る
」
笑
い
方
だ
と
さ
れ
る
。
「
言
染
」
 
そ
の
も
の
が
解
休
し
か
け
て
、
そ
 
 

の
寸
前
に
か
ろ
う
じ
て
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
活
字
」
を
保
っ
て
い
る
笑
い
 
 

声
は
、
「
狂
気
」
と
「
正
気
」
の
中
間
に
位
置
す
る
者
に
ふ
さ
わ
し
い
。
「
か
 
 

れ
」
は
、
「
狂
気
」
の
可
能
惟
を
除
外
せ
ず
、
「
言
葉
」
と
「
も
の
」
の
結
 
 

び
つ
き
が
は
ず
れ
る
瞬
間
に
身
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
か
 
 

れ
」
 
の
戦
術
の
要
諦
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
瞬
間
と
は
、
「
狂
気
」
と
「
正
気
」
と
い
う
対
立
物
が
、
「
肉
体
」
 
 

に
お
い
て
均
衡
す
る
瞬
間
の
調
い
で
あ
る
。
病
床
に
お
け
る
「
か
れ
」
 
の
 
 

企
て
は
、
「
母
親
」
の
「
憎
悪
の
高
周
波
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
噛
」
 
 

が
自
身
の
「
肉
体
」
の
総
量
の
半
分
に
達
す
る
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
 
 

の
瞬
間
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
瞬
間
は
、
「
バ
タ
イ
ユ
 
 

の
本
か
ら
切
り
抜
い
た
、
麻
薬
に
よ
っ
て
恍
惚
と
し
つ
つ
切
り
裂
き
の
刑
 
 

を
う
け
る
中
国
人
の
写
真
」
 
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ジ
ョ
ル
 
 

（
‖
）
 
 

ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
に
あ
た
っ
て
み
れ
ば
、
バ
タ
イ
ユ
は
、
「
中
国
人
」
 
の
 
 

「
條
の
激
し
さ
の
な
か
に
、
無
限
の
倒
立
的
な
価
値
」
を
見
出
し
た
と
吉
 
 

－
つ
。
 
 

突
如
と
し
て
私
に
見
え
て
き
て
、
私
を
苦
悶
の
中
に
閉
じ
込
め
て
し
 
 

ま
っ
た
も
の
 
－
 
し
か
し
、
同
時
に
、
私
を
そ
こ
か
ら
解
放
し
て
く
 
 

れ
た
も
の
 
－
 
そ
れ
は
、
神
的
な
恍
惚
と
極
度
の
戦
慄
的
嫌
悪
感
を
 
 

対
置
す
る
完
全
な
対
立
物
の
一
致
で
あ
っ
た
。
 
 

こ
の
よ
う
な
、
「
肉
体
」
 
に
お
い
て
対
立
物
が
同
一
性
を
も
っ
て
現
前
 
 

す
る
瞬
間
に
、
「
か
れ
」
 
は
「
狂
気
」
 
と
「
正
気
」
 
と
を
招
来
し
よ
う
と
 
 

し
て
い
た
。
確
認
す
れ
ば
、
「
か
れ
」
 
に
と
っ
て
「
狂
気
」
 
と
は
、
「
吉
 
 

葉
」
 
の
恋
意
性
が
蕗
星
し
て
、
「
も
の
」
そ
の
も
の
に
静
か
さ
れ
る
体
験
 
 

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
病
床
で
の
「
か
れ
」
 
の
企
て
は
、
以
下
の
二
点
に
概
 
 

括
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
盈
二
に
、
柑
親
の
 
「
眼
」
 
の
力
を
借
り
て
「
言
 
 

姫
」
と
慮
昧
の
結
び
つ
き
を
は
ず
す
こ
と
。
第
二
に
、
「
言
葉
」
と
意
味
 
 

と
が
席
離
す
る
瞬
間
を
み
ず
か
ら
の
「
肉
体
」
に
と
ど
め
る
こ
と
。
「
か
れ
」
 
 

は
こ
の
二
つ
を
同
時
に
行
い
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
と
、
従
前
 
 

の
意
味
と
の
む
す
び
つ
き
を
解
休
し
、
そ
の
瞬
間
に
、
自
身
が
望
む
意
味
 
 

を
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
 
 

ら
れ
る
。
で
は
、
か
か
る
 
「
か
れ
」
 
の
言
語
嚢
験
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
 
 

け
れ
ば
よ
い
か
。
 
 
 

「
み
ず
か
ら
」
の
物
語
内
の
時
間
は
、
「
島
夏
の
〓
H
」
か
ら
「
二
十
五
 
 

年
」
後
、
「
一
九
七
〇
年
七
月
一
日
午
前
二
時
」
か
ら
と
強
調
さ
れ
て
い
た
。
 
 

こ
の
 
「
一
九
七
〇
年
」
と
い
う
時
期
が
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
、
戦
後
民
 
 

主
主
義
へ
の
疑
義
と
と
も
に
、
「
言
葉
」
 
の
襲
退
現
象
と
そ
の
回
復
の
必
 
 

要
が
語
ら
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
点
に
着
目
し
た
い
。
 
 
 

山
九
七
〇
牛
新
年
号
の
 
「
中
央
公
論
」
 
の
特
集
は
、
「
言
語
 
－
 
根
源
 
 

的
な
も
の
へ
の
問
い
」
 
で
あ
っ
た
。
構
造
主
義
言
語
学
の
流
人
を
背
景
と
 
 

し
た
「
言
葉
」
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
示
す
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
 
 

へ
ほ
）
 
 

こ
こ
で
は
、
や
は
り
宮
本
忠
雄
の
発
言
を
参
照
し
て
お
こ
う
。
氏
は
、
 
 

一
九
七
〇
年
前
後
の
戦
後
日
本
に
つ
い
て
、
「
こ
の
数
年
来
、
日
本
で
も
 
 

こ
と
ば
の
問
題
が
広
く
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
ー
な
関
心
を
あ
つ
め
 
 

て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
そ
こ
に
「
こ
と
ば
が
 
（
も
の
）
 
の
意
味
を
十
全
 
 

に
つ
た
え
る
記
号
で
あ
る
以
上
、
（
も
の
）
が
こ
ん
に
ち
の
よ
う
に
激
し
 
 

く
変
化
す
れ
ば
、
こ
と
ば
と
 
（
も
の
）
と
の
間
に
は
多
少
と
も
亀
裂
が
生
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じ
て
、
こ
と
ば
の
道
具
的
有
効
惟
が
へ
っ
て
し
ま
う
」
事
態
を
見
出
し
て
 
 

い
た
。
こ
こ
で
は
、
時
代
の
急
激
な
変
化
を
受
け
て
、
「
こ
と
ば
」
が
対
 
 

応
し
き
れ
て
い
な
い
「
日
本
な
り
の
言
語
危
機
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 

「
言
葉
」
を
問
う
こ
と
は
、
一
九
七
〇
年
前
後
、
き
わ
め
て
同
時
代
的
な
 
 

開
襟
機
制
で
あ
っ
た
。
「
あ
の
人
」
を
問
い
、
そ
し
て
既
成
の
「
言
葉
」
 
 

が
解
体
す
る
瞬
間
に
、
「
肉
体
」
的
な
意
味
の
充
実
し
た
新
た
な
「
言
葉
」
 
 

を
見
出
す
こ
と
。
か
か
る
言
語
実
巌
の
試
み
は
、
同
時
代
に
お
い
て
は
、
 
 

戦
後
日
本
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
牛
 
 

き
る
か
と
い
う
問
題
と
直
結
す
る
切
実
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
 
 

れ
る
の
だ
。
 
 
 

さ
ら
に
氏
は
、
「
全
共
闘
が
運
動
の
挫
折
と
と
も
に
沈
黙
の
淵
に
し
ず
 
 

ん
だ
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
衰
退
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
 
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
喪
失
」
に
陥
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
 
 

る
。
こ
こ
で
は
、
戦
後
民
主
主
義
へ
異
議
を
申
し
立
て
た
学
生
運
動
と
そ
 
 

の
襲
退
が
そ
れ
ぞ
れ
、
旧
来
の
価
値
を
体
現
す
る
「
言
葉
」
 
へ
の
退
却
の
 
 

表
明
と
、
自
身
の
求
め
る
「
言
葉
」
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
応
さ
 
 

せ
ら
れ
て
い
る
。
「
言
葉
」
 
の
衰
退
現
象
を
論
じ
る
に
際
し
、
学
生
運
動
 
 

が
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
戦
後
日
本
に
お
い
て
 
 

噴
出
し
た
諸
弊
害
 
－
 
沖
縄
問
題
・
差
別
・
天
皇
制
 
－
 
を
制
度
の
問
題
 
 

と
み
な
し
、
そ
こ
に
「
言
葉
」
を
結
び
つ
け
る
観
点
は
山
九
六
八
年
頃
か
 
 

ら
看
取
さ
れ
、
殊
に
学
生
運
動
家
た
ち
に
引
き
付
け
る
か
た
ち
で
意
味
づ
 
 

〓
∵
 
 

け
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
早
く
中
村
雄
二
郎
は
、
パ
リ
五
月
革
命
と
日
 
 

本
の
学
生
運
動
の
双
方
に
際
会
し
た
体
験
を
軸
に
、
パ
リ
で
は
「
学
生
た
 
 

ノ
う
ツ
「
ン
 
 

ち
の
不
満
の
爆
発
、
情
念
の
噴
出
が
、
石
の
壁
の
上
の
断
車
風
の
落
番
」
 
 

と
な
っ
て
溢
れ
、
「
情
念
」
 
が
 
「
吉
葉
」
を
否
定
し
っ
つ
も
「
言
姫
」
 
に
 
 

立
ち
戻
っ
て
い
た
こ
と
、
他
方
で
、
日
本
で
は
「
ヤ
ク
ザ
調
の
東
大
駒
場
 
 

祭
の
ポ
ス
タ
ー
」
を
除
き
「
壁
の
上
の
言
葉
」
は
見
ら
れ
ず
、
「
「
言
葉
な
 
 

き
」
状
態
に
お
い
て
力
と
力
で
ぶ
つ
か
り
合
う
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
 
 

る
」
 
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
も
っ
て
「
「
言
葉
」
 
の
回
復
が
望
ま
れ
」
る
 
 

と
言
う
の
で
あ
る
。
一
方
で
既
成
の
「
言
葉
」
を
解
体
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

だ
が
そ
れ
は
「
言
葉
」
に
回
帰
し
て
、
「
言
葉
」
そ
の
も
の
を
「
回
復
」
 
 

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
七
〇
年
前
後
、
か
か
る
言
語
実
験
 
 

の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

山
九
七
〇
年
前
後
は
、
公
賓
へ
の
関
心
が
急
速
に
高
ま
り
を
見
せ
て
い
 
 

た
時
期
で
も
あ
る
。
公
害
へ
の
関
心
は
、
狭
義
の
科
学
的
関
心
に
と
ど
ま
 
 

る
も
の
で
は
な
く
、
高
度
経
済
成
長
、
ひ
い
て
は
戦
後
日
本
の
近
代
化
の
 
 

帰
結
と
し
て
も
認
知
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
大
江
も
公
害
や
終
末
論
 
 

の
流
行
す
る
同
時
代
社
会
へ
の
強
い
危
惧
を
述
べ
る
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
 
 

て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
焦
点
と
な
る
の
も
、
戦
後
が
速
く
隔
た
っ
た
こ
 
 

と
に
由
来
す
る
「
言
葉
」
 
の
衰
退
現
象
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
「
死
滅
 
 

す
る
鮨
と
と
も
に
－
わ
が
7
0
年
」
（
「
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」
七
〇
・
一
二
／
 
 

二
〇
）
で
大
江
は
、
「
言
語
」
の
衰
退
現
象
の
象
徴
に
窓
法
第
一
条
の
「
象
 
 

徴
」
と
い
う
吉
葉
を
掲
げ
て
い
る
。
「
戦
後
二
十
五
年
間
」
 
の
あ
い
だ
に
、
 
 

「
象
徴
」
と
い
う
「
吉
葉
」
は
意
味
の
内
実
を
欠
い
て
し
ま
い
、
い
か
よ
 
 

う
に
も
操
作
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
現
状
 
 

を
「
言
葉
」
が
実
質
的
意
味
を
欠
い
て
き
た
こ
と
に
よ
る
人
間
疎
外
の
状
 
 

況
と
と
ら
え
る
以
上
、
課
題
は
、
い
か
に
「
言
葉
」
に
意
味
を
取
り
戻
す
 
 

∵
∵
ン
・
 
 

か
と
い
う
問
題
と
表
裏
を
な
す
。
「
主
体
を
問
わ
れ
る
時
代
」
（
「
朝
日
新
 
 

聞
夕
川
」
六
九
・
一
／
八
）
 
で
は
、
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
い
う
草
月
流
華
道
 
 

が
広
め
た
新
し
い
「
日
本
語
」
が
、
現
代
が
生
み
出
し
た
新
た
な
怪
物
「
原
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子
力
潜
水
艦
」
を
形
零
す
る
上
で
適
切
な
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
 
 

て
そ
う
し
た
「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
オ
ブ
ジ
ェ
」
に
対
抗
し
う
る
「
シ
ュ
ジ
ュ
」
 
 

を
作
り
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
 
 

こ
で
は
 
「
シ
ュ
ジ
ユ
」
と
い
う
「
言
葉
」
を
創
出
す
る
こ
と
と
、
時
代
に
 
 

見
合
っ
た
 
「
主
体
」
を
立
て
る
こ
と
が
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
捉
え
ら
れ
て
い
 
 

る
い
 
「
戦
後
二
十
五
年
」
を
軽
た
“
九
七
〇
年
前
後
に
、
旧
弊
な
「
言
葉
」
 
 

を
解
体
し
つ
つ
、
新
た
な
、
内
実
の
あ
る
意
味
を
も
っ
た
 
「
言
葉
」
を
創
 
 

出
す
る
た
め
の
言
語
実
験
。
「
み
ず
か
ら
」
一
篇
は
、
か
か
る
言
語
実
験
 
 

を
行
う
行
為
そ
れ
自
体
の
形
象
化
を
試
み
、
戦
後
民
主
主
義
批
判
以
後
の
 
 

民
主
主
義
 
（
＝
「
言
葉
」
）
 
の
可
能
性
を
探
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
「
み
ず
か
ら
」
 
の
屈
折
し
た
語
り
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
 
 

も
う
少
し
、
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
問
題
機
制
と
の
か
か
わ
り
を
 
 

確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
言
葉
」
 
の
創
出
を
願
う
大
汀
 
 

と
、
「
言
葉
な
き
」
 
学
生
運
動
家
と
の
避
遁
を
問
題
に
し
て
お
き
た
い
。
 
 

戦
後
日
本
と
「
言
葉
」
 
の
衰
退
と
を
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
重
ね
る
大
江
の
眼
 
 

姜
し
は
、
「
言
葉
」
を
拒
否
す
る
学
生
運
動
家
た
ち
の
出
会
い
に
よ
っ
て
 
 

屈
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

“
九
六
九
年
八
月
山
五
日
、
大
江
は
九
段
会
館
の
壇
上
に
あ
っ
た
。
 
 

八
・
一
五
記
念
国
民
集
会
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
 
「
私
と
戦
後
民
 
 

墓
室
義
」
 
に
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
参
加
す
る
た
め
で
あ
る
。
会
場
で
は
、
 
 

九
ヒ
○
牛
安
保
闘
争
が
盛
り
L
が
り
を
見
せ
た
時
勢
を
反
映
し
て
、
 
 

「
平
和
憲
法
の
ワ
ク
外
に
い
た
沖
縄
」
、
「
天
皇
制
は
部
落
差
別
と
一
体
で
 
 

あ
る
」
 
と
い
っ
た
議
論
が
飛
び
交
い
、
「
大
江
健
三
郎
、
答
え
ろ
！
」
 
と
 
 

の
野
次
が
飛
ん
だ
。
森
崎
和
江
が
紹
介
し
た
炭
鉱
労
務
者
の
言
嚢
、
「
一
言
 
 

〓  

葉
を
し
ゃ
ぺ
る
お
前
ら
は
死
ね
ー
」
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
司
会
者
 
 

に
促
さ
れ
て
の
大
江
の
返
答
は
 
「
小
説
家
と
し
て
は
、
や
は
り
自
分
の
言
 
 

葉
は
ど
う
い
う
機
能
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
は
本
当
に
無
意
味
か
と
い
う
こ
 
 

と
を
何
度
も
考
え
る
ほ
か
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
、
「
民
主
主
義
の
機
能
 
 

に
即
し
て
い
え
ば
、
言
論
の
自
由
に
か
か
わ
っ
て
」
、
「
天
皇
制
の
問
題
」
 
 

を
考
え
て
い
き
た
い
と
言
う
の
み
で
あ
っ
た
。
「
父
よ
」
と
 
「
わ
れ
ら
の
」
 
 

の
執
筆
の
後
、
み
ず
か
ら
の
語
っ
て
き
た
 
「
言
葉
」
 
に
つ
い
て
再
審
を
迫
 
 

ら
れ
る
事
態
に
達
者
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
沖
縄
」
問
題
を
戦
後
民
主
主
義
の
欠
陥
と
認
知
し
、
自
身
の
枢
要
な
 
 

課
題
に
位
置
づ
け
て
い
た
大
江
は
、
「
言
葉
」
を
拒
否
す
る
労
務
者
・
学
 
 

生
運
動
家
の
 
「
沈
黙
」
す
る
「
肉
体
」
 
の
方
が
、
自
身
の
 
「
欠
落
」
し
た
 
 

ほ
ー
 
 

「
言
葉
」
よ
り
も
雄
弁
な
「
言
魔
」
 
で
あ
っ
た
の
だ
と
受
け
と
め
る
。
そ
 
 

し
て
、
か
か
る
「
言
葉
」
観
に
基
づ
き
、
「
小
説
家
と
し
て
は
、
や
は
り
 
 

自
分
の
言
葉
は
ど
う
い
う
機
能
を
も
つ
の
か
」
、
「
天
皇
制
の
問
題
」
を
問
 
 

う
と
述
べ
た
大
江
の
創
作
へ
の
決
意
は
以
下
の
よ
う
に
帰
結
す
る
。
 
 

［
＊
八
∴
五
集
会
で
の
声
に
対
し
て
］
ぽ
く
は
あ
ら
た
め
て
、
別
封
 
 

つ
つ
、
自
分
の
仕
事
を
し
て
ゆ
く
、
と
答
え
る
ほ
か
に
、
ぽ
く
自
身
 
 
 

に
そ
の
な
か
み
が
琉
実
し
て
い
る
と
い
う
手
ご
た
え
の
あ
る
言
葉
を
 
 

ー
〓
－
 
 

も
た
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

‥
方
で
、
「
ぷ
ざ
ま
な
自
分
の
全
体
を
提
示
」
 
す
る
こ
と
。
ま
た
も
う
 
 

一
方
で
は
、
「
自
分
」
 
の
 
「
欠
落
し
て
い
る
部
分
を
埋
め
」
 
て
い
く
こ
と
。
 
 
 

後
民
主
主
義
」
 
の
欠
落
し
て
い
る
部
分
を
埋
め
る
こ
と
を
日
々
考
え
 
 

ま
な
自
分
の
全
体
を
授
示
し
っ
つ
、
い
や
自
分
は
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
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後
者
は
換
言
す
れ
ば
、
「
小
説
家
」
と
し
て
「
言
葉
」
 
に
「
肉
体
」
的
な
 
 

意
味
を
与
え
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
二
つ
の
対
立
す
る
眼
差
し
 
 

が
結
節
す
る
の
が
「
み
ず
か
ら
」
に
お
け
る
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
 
 

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

折
し
も
一
九
七
〇
牛
三
月
に
は
よ
ど
号
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
が
起
こ
 
 

り
、
学
生
運
動
は
退
潮
期
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
大
江
は
 
 

学
生
達
勅
（
の
衆
道
し
て
い
く
側
面
）
と
三
島
事
件
と
を
並
列
的
に
捉
え
、
 
 

両
者
を
、
「
言
葉
」
の
衰
退
現
象
に
起
因
す
る
「
肉
体
」
的
な
行
動
へ
の
 
 

ド
一
 
 

短
縮
化
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
思
し
い
。
そ
こ
に
大
江
の
批
評
意
識
が
 
 

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
お
そ
ら
く
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
吉
葉
」
 
 

の
 
「
欠
落
」
を
照
ら
し
だ
す
側
面
を
重
視
し
過
ぎ
る
べ
き
で
は
な
い
。
大
 
 

江
が
、
一
面
に
お
い
て
、
学
生
運
動
家
た
ち
に
む
し
ろ
共
感
の
視
線
を
授
 
 

げ
か
け
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
 
 

葉
」
が
解
体
さ
れ
尽
く
そ
う
と
す
る
瞬
間
に
、
新
た
な
「
言
葉
」
を
見
出
 
 

し
て
い
こ
う
と
す
る
「
か
れ
」
 
の
眼
差
し
に
は
、
「
ぶ
ぎ
ま
な
自
分
の
全
 
 

体
を
捏
示
」
し
尽
く
す
行
為
に
よ
っ
て
、
「
吉
葉
」
の
「
欠
落
」
を
「
埋
め
」
 
 

よ
う
と
す
る
眼
差
し
が
た
し
か
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
。
 
 

第
四
節
 
「
あ
の
人
」
を
問
う
こ
と
の
両
義
性
 
 

「
か
れ
」
が
最
終
的
に
垣
間
見
る
「
あ
の
人
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
形
 
 

象
化
さ
れ
て
い
た
。
 
 

す
べ
て
の
血
が
流
れ
お
ち
て
い
ま
は
暗
い
空
隙
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
れ
 
 

の
漁
に
、
石
段
の
上
で
待
ち
う
け
る
も
の
は
す
で
に
あ
の
人
か
ど
う
 
 

ヽ  か
さ
だ
か
で
な
い
が
、
さ
あ
、
も
う
一
米
、
銃
弾
に
く
だ
か
れ
た
両
 
 
 

翠
を
熱
い
地
面
に
こ
す
り
つ
け
て
退
い
ず
れ
ば
、
か
れ
は
そ
れ
が
誰
 
 
 

で
あ
れ
、
か
れ
を
確
か
に
待
つ
者
の
膝
も
と
に
た
ど
り
つ
い
て
、
血
 
 

を
、
そ
し
て
涙
を
ぬ
ぐ
い
と
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。
 
 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
あ
の
人
」
の
形
象
が
、
「
あ
の
人
か
ど
う
 
 

か
さ
だ
か
で
な
い
」
も
の
と
表
現
さ
れ
、
も
は
や
「
あ
の
人
」
と
い
う
言
 
 

葉
で
呼
ぶ
べ
き
で
す
ら
な
い
何
も
の
か
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
 
 

ろ
う
。
「
か
れ
」
は
こ
こ
で
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
吉
葉
」
が
解
体
さ
れ
 
 

た
瞬
間
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
 
 
 

で
は
こ
の
、
「
か
れ
」
を
「
石
段
の
上
で
待
ち
う
け
る
も
の
」
、
「
あ
の
 
 

人
か
ど
う
か
さ
だ
か
で
な
い
」
も
の
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
か
。
そ
れ
は
「
か
れ
」
 
の
眼
差
し
と
同
様
に
、
対
立
す
る
二
つ
の
 
 

意
味
を
帯
び
て
い
る
。
最
後
に
、
「
か
れ
」
が
見
出
ぞ
っ
と
し
た
「
あ
の
人
」
 
 

の
形
象
の
な
か
に
、
「
欠
落
」
を
提
示
す
る
行
為
と
「
埋
め
る
」
行
為
と
 
 

に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
よ
う
な
、
両
轟
的
な
意
味
を
読
み
取
っ
て
本
稿
を
 
 

閉
じ
た
い
。
 
 
 

第
一
に
、
そ
こ
に
は
原
子
爆
弾
の
影
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
 
 

先
に
参
照
し
た
深
瀬
基
寵
『
鑑
賞
世
界
名
詩
選
 
エ
リ
オ
ッ
ト
』
 
か
ら
、
 
 

や
は
り
「
う
つ
ろ
な
る
人
々
」
を
解
説
し
た
文
車
の
一
節
を
引
く
。
 
 

次
の
二
行
は
抽
象
的
な
二
つ
の
言
葉
の
結
び
つ
き
を
四
つ
に
重
ね
て
 
 

ヽ
ヽ
 
 

右
の
数
行
を
要
約
し
た
形
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
抽
象
語
の
結
び
 
 

方
が
哲
学
者
の
そ
れ
と
ど
れ
だ
け
異
な
る
も
の
か
を
試
験
し
よ
う
と
 
 

思
ふ
読
者
は
、
こ
の
二
行
を
読
む
前
に
、
あ
の
広
島
の
或
る
銀
行
の
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ひ
浮
べ
て
み
る
が
い
い
。
 
 

「
次
の
二
行
」
と
は
、
第
一
連
に
あ
っ
て
「
相
貌
な
き
形
 
色
な
き
陰
 
 

／
麻
痺
せ
し
力
 
動
き
な
き
身
振
」
と
訳
さ
れ
る
一
節
で
あ
る
じ
 
こ
の
一
 
 

節
は
、
深
瀬
諭
に
お
い
て
、
対
立
す
る
譜
を
重
ね
る
こ
と
で
の
み
現
前
さ
 
 

れ
う
る
空
虚
を
表
現
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
解
脱
 
 

と
し
て
接
続
さ
れ
る
の
が
、
原
子
爆
弾
の
閃
光
に
よ
っ
て
壁
面
に
焼
き
付
 
 

け
ら
ゎ
た
 
「
人
影
」
 
の
空
虚
で
あ
っ
た
。
「
あ
の
人
」
が
射
被
さ
れ
た
の
 
 

も
「
銀
行
」
 
の
前
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
石
段
の
上
で
待
ち
う
け
る
も
の
」
 
 

と
は
、
「
絶
対
の
死
の
世
界
」
と
言
う
べ
き
空
虚
を
表
現
し
た
も
の
と
考
 
 

え
ら
れ
る
。
母
親
や
妻
を
巻
き
込
ん
で
、
「
あ
の
人
」
 
の
記
憶
を
「
高
め
」
 
 

よ
う
と
す
る
「
か
れ
」
 
の
企
て
が
か
か
る
空
虚
に
逢
着
せ
ぎ
る
を
え
な
い
 
 

の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
従
来
論
よ
り
も
さ
ら
に
直
接
的
な
三
島
・
天
 
 

皇
制
へ
の
批
評
性
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
ほ
ん
と
 
 

う
」
 
の
 
「
あ
の
人
」
を
求
め
る
運
動
は
、
最
終
的
に
原
子
爆
弾
の
陰
を
招
 
 

来
せ
ぎ
る
を
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
か
れ
」
 
は
、
敗
 
 

戦
以
来
の
自
分
自
身
の
 
「
欠
落
」
を
徹
底
的
に
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
 
 

る
ー
し
 
 
 

だ
が
第
二
に
、
「
み
ず
か
ら
」
 
が
深
瀬
基
鷺
『
鑑
常
世
界
名
詩
選
 
エ
 
 

リ
オ
ッ
ト
』
 
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
み
な
す
限
り
で
、
「
あ
の
人
 
 

か
ど
う
か
さ
だ
か
で
な
い
」
も
の
に
は
、
「
あ
の
人
」
を
問
う
行
為
の
機
 
 

極
的
な
可
能
性
も
ま
た
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

深
瀬
諭
は
、
「
う
つ
ろ
な
る
人
々
」
を
評
し
て
、
「
こ
の
詩
に
あ
ら
は
れ
 
 

た
救
ひ
が
た
い
と
見
え
る
絶
望
感
は
表
面
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
表
現
と
考
へ
ら
 
 

石
段
の
上
に
最
近
ま
で
残
っ
て
ゐ
た
と
い
は
れ
る
原
爆
の
人
影
を
想
 
 

れ
」
も
し
た
が
、
「
葵
は
 
『
荒
地
』
 
に
お
い
て
示
さ
れ
た
絶
対
否
定
の
立
 
 

場
が
こ
こ
に
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
い
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
、
 
 

そ
れ
は
ま
た
や
が
て
酋
産
へ
の
転
回
を
約
束
す
る
も
の
な
の
」
だ
と
し
て
 
 

●
一
一
ノ
 
 

い
る
。
そ
し
て
、
母
親
の
「
眼
」
 
の
典
拠
と
言
う
べ
き
「
眼
」
 
の
表
現
に
 
 

つ
い
て
同
番
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
 
 

次
に
占
e
a
賛
s
O
臣
e
r
日
ロ
g
d
O
m
｝
｝
と
い
ふ
の
は
第
二
節
の
。
i
n
 
 
 

d
e
a
昏
．
s
d
r
e
P
m
E
n
g
d
O
m
3
つ
ま
り
生
き
な
が
ら
の
死
の
世
界
か
ら
 
 

大
文
字
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
絶
対
の
死
の
世
界
で
あ
る
。
「
ひ
た
 
 

む
き
に
張
ら
れ
た
眼
」
は
「
か
つ
と
見
開
か
れ
た
」
ク
ル
ツ
の
眼
か
 
 
 

ら
連
想
さ
れ
る
s
p
賢
ど
a
－
詠
i
O
n
で
あ
ら
う
。
こ
の
「
眼
」
は
第
二
 
 

節
以
後
様
々
な
含
み
を
も
っ
て
し
ば
し
ば
現
は
れ
、
最
後
に
ベ
ア
ト
 
 

リ
ー
チ
ェ
の
眼
に
象
徴
さ
れ
る
「
至
福
直
観
」
≦
．
S
i
O
b
e
a
｛
註
c
a
の
 
 

眼
へ
と
発
展
す
る
。
 
 

「
う
つ
ろ
な
る
人
々
」
 
の
な
か
の
 
「
恐
ろ
し
き
眼
」
 
は
、
第
叫
に
、
 
 

死
後
に
地
獄
が
待
っ
て
い
る
よ
う
な
生
易
し
い
 
「
死
」
 
で
は
な
く
、
空
 
 

虚
そ
の
も
の
し
か
待
ち
構
え
て
い
な
い
よ
う
な
「
絶
対
の
死
の
世
界
」
 
 
 

（
「
式
e
a
考
s
O
t
訂
r
日
n
乳
O
m
J
）
 
か
ら
の
「
眼
」
と
し
て
現
れ
る
。
そ
 
 

し
て
そ
の
 
「
眼
」
は
、
母
親
の
 
「
眼
」
に
重
ね
う
る
「
生
き
な
が
ら
の
死
 
 

の
世
界
」
か
ら
の
 
「
眼
」
を
経
て
、
や
が
て
「
至
福
直
観
」
 
の
 
「
眼
」
 
へ
 
 

と
至
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
 
 
 

と
す
れ
ば
、
「
か
れ
」
 
に
「
生
」
を
強
い
た
母
親
の
「
眼
」
を
介
し
て
 
 

「
あ
の
人
」
を
問
う
「
か
れ
」
 
の
行
為
も
ま
た
、
「
あ
の
人
」
 
の
記
憶
を
 
 

安
易
な
幻
想
に
帰
着
さ
せ
な
い
「
小
説
家
」
の
営
為
で
あ
る
限
り
で
、
「
肯
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定
へ
の
転
回
を
約
束
」
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

少
な
く
と
も
、
「
あ
の
人
」
 
が
顕
現
す
る
で
あ
ろ
う
 
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
 
 

転
回
」
の
瞬
間
は
、
同
時
に
「
あ
の
人
」
の
記
憶
が
解
体
さ
れ
尽
く
し
て
、
 
 

新
た
な
「
言
葉
」
 
の
顕
現
す
る
「
逆
転
」
 
の
瞬
間
で
も
あ
り
う
る
は
ず
な
 
 

の
だ
。
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
 
が
解
体
さ
れ
尽
く
し
た
後
に
、
い
 
 

か
な
る
意
味
を
与
え
る
か
は
「
か
れ
」
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
あ
 
 

の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
を
問
う
「
か
れ
」
に
仮
託
さ
れ
た
両
売
的
な
眼
 
 

差
し
、
自
身
の
「
欠
落
」
を
、
「
ぷ
ぎ
ま
」
な
ま
ま
捷
示
す
る
行
為
に
お
 
 

い
て
こ
そ
「
埋
め
」
よ
う
と
す
る
眼
差
し
を
看
取
で
き
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
「
み
ず
か
ら
」
の
物
語
は
、
「
か
れ
」
の
夢
想
の
場
面
か
ら
、
 
 

二
重
括
弧
つ
き
の
、
現
実
の
場
面
に
振
り
戻
さ
れ
て
終
わ
る
。
物
語
の
末
 
 

尾
で
は
、
医
師
が
「
か
れ
」
に
実
際
の
「
病
状
」
を
告
げ
よ
う
と
す
る
の
 
 

だ
が
、
「
か
れ
」
は
も
は
や
誰
の
声
に
も
耳
を
か
さ
な
い
。
「
か
れ
」
 
の
企
 
 

図
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
壊
せ
ぎ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

「
か
れ
」
が
「
あ
の
人
か
ど
う
か
さ
だ
か
で
な
い
」
「
言
葉
」
を
創
出
す
 
 

る
に
は
「
あ
と
一
米
」
足
り
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
「
鵬
米
」
足
り
な
い
 
 

こ
と
こ
そ
が
、
三
島
に
擬
さ
れ
る
ぺ
き
安
易
な
「
あ
の
人
」
 
へ
の
同
一
化
 
 

と
、
「
か
れ
」
の
困
難
な
「
口
述
筆
記
」
の
試
み
と
を
分
か
つ
と
も
言
え
る
。
 
 

特
権
的
瞬
間
を
招
来
す
る
た
め
に
「
か
れ
」
は
幾
度
も
冒
頭
場
面
に
立
ち
 
 

戻
り
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
「
言
葉
」
を
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
「
至
福
直
観
」
 
の
 
「
眼
」
に
至
る
可
能
性
 
 

が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

＊
 
 
 

「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
小
説
は
、
一
箇
の
「
言
葉
」
を
問
う
こ
と
で
 
 

戦
後
日
本
に
生
き
る
自
身
の
主
体
を
再
審
し
た
小
説
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
 
 注

 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

問
い
自
体
を
形
象
化
し
た
小
説
で
あ
る
。
同
時
代
の
現
実
が
刻
々
と
変
化
 
 

し
て
い
く
な
か
で
い
か
な
る
「
言
葉
」
を
用
い
る
か
。
そ
の
間
い
は
大
江
 
 

に
と
っ
て
き
わ
め
て
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
し
い
が
、
そ
れ
は
大
江
 
 

一
人
の
も
の
で
は
な
く
、
「
言
葉
」
を
「
拒
否
」
 
し
た
学
生
運
動
家
た
ち
 
 

を
は
じ
め
、
一
九
七
〇
年
前
後
の
現
実
に
違
和
を
感
じ
た
者
た
ち
の
問
 
 

い
と
重
な
り
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
、
三
島
・
天
皇
制
批
判
と
し
 
 

て
読
ま
れ
て
き
た
「
み
ず
か
ら
」
 
で
あ
る
が
、
か
か
る
批
評
性
も
ま
た
、
 
 

一
九
七
〇
年
前
後
の
 
「
吉
葉
」
を
め
ぐ
る
問
題
機
別
の
枠
組
み
の
な
か
で
 
 

精
彩
を
放
つ
。
 
 

渡
辺
広
士
「
父
を
復
元
す
る
想
像
力
」
 
（
「
群
像
」
七
三
・
三
）
。
 
 

崩
古
∵
天
「
天
皇
制
－
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
大
江
健
三
郎
の
決
意
」
 
（
「
社
会
文
学
」
 
 

三
、
八
九
・
七
「
 
 

大
江
健
三
郎
「
二
つ
の
中
簾
を
む
す
ぶ
作
家
の
ノ
ー
ト
」
 
（
『
み
ず
か
ら
我
が
涙
 
 

を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
』
七
二
・
一
〇
講
談
社
）
。
 
 

大
江
健
三
郎
「
著
者
か
ら
読
者
へ
 
少
年
の
魂
に
刻
印
さ
れ
た
…
…
」
 
（
「
み
ず
 
 

か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
』
九
一
二
一
講
談
社
文
芸
文
庫
）
。
 
 

渡
辺
広
士
「
（
天
皇
〉
神
話
の
多
義
性
」
 
（
『
み
ず
か
ら
我
が
派
を
ぬ
ぐ
い
た
亭
つ
 
 

日
ふ
九
一
二
二
筋
談
社
文
芸
文
庫
）
U
 
 

前
掲
⊥
注
五
）
、
渡
辺
広
土
「
へ
天
皇
）
神
話
の
多
鶉
性
」
。
 
 

廉
原
丈
和
「
（
私
）
を
歯
く
こ
と
－
（
戦
後
派
文
学
）
の
継
承
－
」
（
『
大
江
健
三
 
 

郎
論
』
九
七
・
四
 
三
一
番
席
）
∪
 
 

宮
本
忠
堆
「
雷
諒
と
妄
想
－
精
神
分
裂
病
の
音
譜
諭
的
理
解
」
壬
居
健
邸
編
『
分
 
 

裂
病
の
精
神
病
理
1
」
 
七
二
・
山
一
東
京
大
学
出
版
会
）
。
 
 

連
合
赤
軍
事
件
の
元
兵
士
の
救
済
を
主
題
と
す
る
大
江
の
連
作
短
篇
集
『
河
馬
 
 

に
噛
ま
れ
る
」
 
（
八
五
二
二
丈
歯
春
秋
）
 
で
は
、
深
瀬
訳
『
鑑
常
世
罪
名
詩
選
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エ
リ
オ
ッ
ト
b
 
が
、
元
兵
士
に
貸
し
与
え
ら
れ
、
救
済
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

連
合
赤
軍
事
件
と
エ
リ
オ
ッ
ト
を
関
連
さ
せ
る
観
点
は
、
後
述
す
る
「
み
ず
か
 
 

ら
」
 
の
同
時
代
性
に
照
ら
し
て
重
要
で
あ
る
 

（
1
0
）
 
宮
本
忠
雄
「
日
本
語
と
言
語
危
機
」
 
（
「
思
想
の
科
学
」
七
三
・
鮒
一
∵
 
 

（
1
1
）
 
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
二
九
六
こ
、
森
本
和
夫
訳
『
エ
ロ
ス
の
操
』
 
 

（
六
四
・
七
現
代
思
潮
社
）
。
 
 

（
1
2
）
前
掲
（
注
一
〇
）
、
宮
本
忠
雄
「
日
本
語
と
言
語
危
機
」
。
 
 

（
1
3
）
中
村
雄
二
邸
「
言
葉
が
失
わ
れ
た
と
き
一
大
学
紛
争
に
お
け
る
「
暴
力
」
 
の
意
 
 

味
と
無
意
味
」
 
（
「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
六
八
二
二
／
二
二
）
 

へ
は
）
 
「
八
・
一
五
記
念
パ
ネ
ル
討
論
「
私
と
民
主
主
義
」
」
 
（
「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
 
 

六
九
・
八
／
三
こ
 
参
照
。
司
会
は
石
田
郁
夫
、
三
橋
修
。
鞭
告
は
、
大
沢
蒔
 
 

こ
聖
 
パ
ネ
ラ
ー
は
、
新
崎
盛
喝
、
大
江
健
三
郎
、
里
中
克
彦
、
鈴
木
達
夫
、
 
 

館
野
利
治
、
野
崎
偉
業
、
針
生
一
郎
、
土
方
鉄
、
森
崎
和
江
し
 
 

（
1
5
）
講
演
記
録
「
言
葉
一
九
七
〇
－
原
理
的
な
意
味
に
お
け
る
再
検
討
」
 
（
「
エ
コ
ノ
 
 

ミ
ス
ト
」
 
六
九
・
一
〇
）
 
に
お
い
て
大
江
は
、
八
・
叫
五
集
会
で
の
労
務
者
に
 
 

つ
い
て
「
言
草
を
拒
否
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
言
葉
の
シ
小
か
か
か
い
の
 
 

使
用
な
ど
は
し
た
こ
と
の
な
い
人
間
」
と
定
義
し
、
「
貴
に
言
葉
の
呂
に
あ
た
い
 
 

す
る
言
葉
を
さ
が
し
も
と
め
て
の
沈
黙
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
い
か
げ
ん
な
苫
 
 

葉
よ
り
以
上
の
も
の
を
捷
示
し
う
る
」
と
述
べ
る
。
「
戦
士
が
沈
黙
す
る
時
…
…
 
 

－
 八・
一
五
集
会
で
の
 
「
戦
後
民
主
主
轟
」
」
 
（
「
毎
日
新
聞
夕
刊
」
六
九
・
一
〇
 
 

／
二
～
三
）
で
は
、
「
八
・
一
五
集
会
で
は
、
確
か
に
戦
士
た
ち
が
語
っ
た
」
．
「
か
 
 

れ
ら
の
発
し
た
言
葉
の
う
ち
の
論
理
的
な
欠
落
、
あ
い
ま
い
さ
と
感
じ
ら
れ
た
 
 

と
こ
ろ
の
こ
と
は
、
か
れ
ら
自
身
の
肉
体
が
行
動
を
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
埋
 
 

め
ら
れ
る
。
」
 
と
言
う
。
 
 

（
1
6
）
前
掲
（
桂
一
五
）
、
「
戦
士
が
沈
黙
す
る
時
…
…
」
。
 
 

（
1
7
）
 
前
掲
（
注
一
五
「
 
「
戦
士
が
沈
黙
す
る
時
…
…
」
 
で
は
、
『
討
論
 
三
島
由
紀
夫
 
 

鴨
東
大
全
共
闘
－
（
美
と
共
同
体
と
東
大
闘
争
）
』
 
（
六
九
⊥
ハ
新
潮
社
）
 
に
お
 
 

け
る
「
天
皇
制
」
と
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
に
言
及
し
て
、
「
こ
れ
は
へ
 
 

ド
だ
、
と
考
え
た
」
 
と
述
べ
て
い
る
。
本
文
で
参
照
し
た
 
「
死
滅
す
る
鯨
と
と
 
 

も
に
－
わ
が
，
7
0
年
」
 
で
も
、
三
島
事
件
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
際
、
「
赤
軍
派
ハ
 
 
 

イ
∴
ン
ヤ
・
ソ
ク
事
件
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
た
。
 
 

【
付
記
】
 
「
み
ず
か
ら
我
が
溌
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」
本
文
は
、
『
大
江
健
三
郎
全
作
 
 

品
3
 
（
第
Ⅱ
期
）
b
 
（
七
七
・
∵
U
新
潮
社
）
 
に
よ
る
。
引
用
文
中
の
傍
線
、
 
 

［
＊
］
、
／
は
梱
者
に
よ
る
。
 
 

（
は
っ
と
り
 
く
に
か
ず
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
日
本
文
学
）
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