
『
禽

獣』

注

私

ー
あ
る
い
は
、

「
も
う
」
の
修
辞
学
に
つ
い
て
l

川
端
既
成
の
『
h

同
円
以
』
に
は
、
気
が
か
り
な
部
分
と
言
う
か
、
得
心
の
行
か
な
い
何
所
と
一
一
日

う
か
、
と
に
か
く
不
・
容
な
条
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
の
一
つ
で
あ
る
「
も
う
」
の
用
法
を

取
り
出
し
て
、
い
さ
さ
か
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
「
も
う
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を
こ

め
て
発
す
る
の
か
。
「
今
は
も
う
秋
」
「
も
う
だ
め
だ
」
「
も
う
す
ぐ
春
で
す
ね
」
「
も
う
一
回
」

な
ど
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
前
提
(
予
測
)
さ
れ
、
継
起
(
怠
欲
)
さ
れ
、
結
果
(
突
現
)
さ

れ
る
諸
事
態
に
対
す
る
主
体
の
感
情
(
情
態
)
の
境
域
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

か
つ
て
の
あ
の
向
か
し
い
耳
の
日
々
に
、
わ
た
し
と
彼
女
と
は
心
と
心
、
体
と
体
と
を
ぴ
っ

た
り
と
寄
り
添
わ
せ
、
二
人
の
聞
に
は
殴
囚
な
橋
が
懸
っ
て
い
た
(
も
し
く
は
懸
り
そ
う
に
見

え
た
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
聞
は
二
人
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
不
都
合
に
し
か
作
用
せ
ず
、

「
今
は
も
う
秋
」
、
二
人
は
不
本
意
に
も
か
く
も
遠
く
懸
け
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
こ
の
た
び
の
試
験
に
は
ぜ
ひ
と
も
合
格
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
準
備
も
お
さ

お
さ
怠
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、
答
案
の
出
来
栄
え
は
我
な
が
ら
不
出
来
で
、
「
も
う
だ
め

だ
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
か
ね
て
春
の
さ
ほ
ど
泣
く
な
い
こ
と
を
知
つ
て
は
い
た

が
、
夙
は
や
さ
し
く
、
木
h

の
芽
は
晴
天
人
の
眉
の
ご
と
く
に
蹴
え
は
じ
め
る
の
を
見
る
に
つ
け

て
も
、
春
は
思
い
が
け
ず
も
身
近
に
迫
っ
て
い
る
の
で
、
つ
い
「
も
う
す
ぐ
春
で
す
ね
」
と
呼

び
か
け
る
。
さ
ら
に
は
、
誰
か
と
将
棋
を
指
し
て
い
て
、
惜
し
い
と
こ
ろ
で
負
け
て
し
ま
っ
た
、

も
と
も
と
負
け
る
は
ず
で
は
な
か
っ
た
の
に
(
い
や
、
途
中
ま
で
は
た
し
か
に
勝
っ
て
い
た
は

ず
だ
っ
た
の
に
)
と
い
う
と
き
、
「
も
う
一
回
」
と
ね
だ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
数
例
を
符
見
す
る
だ
け
で
も
、
「
も
う
」
に
合
ま
れ
て
い
る
意
味
の
境
域
は
お
お

む
ね
明
ら
か
だ
ろ
う
。
生
起
す
る
事
態
に
先
立
っ
て
、
主
体
は
あ
ら
か
じ
め
あ
る
結
果
を
蓋
然

塩

l崎

文

雄

的
に
予
測
(
も
し
く
は
期
待
)
す
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
結
果
を
招
来
す
る
た
め
に
、
進

回
収
す
る
事
態
に
対
し
て
、
杭
極
的
に
関
与
し
よ
う
と
す
ら
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
は

か
な
ら
ず
し
も
主
体
の
忠
広
通
り
に
は
進
反
し
て
く
れ
ず
、
予
測
と
は
無
関
係
に
、
あ
る
い
は

予
測
を
越
え
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
予
測
と
は
正
反
対
の
結
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
。
主
体

の
期
待
値
と
事
態
の
実
現
伯
と
の
聞
に
、
ズ
レ
も
し
く
は
背
反
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と

き
、
期
待
値
と
実
現
他
と
の
狭
間
に
主
体
は
宙
吊
り
に
な
る
ほ
か
は
な
い
の
で
、
主
体
が
平
衡

状
態
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
両
者
の
間
に
生
じ
た
隙
聞
は
何
と
し
て
も
埋
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
主
体
の
パ
ト
ス
を
運
ん
で
く
る
「
も
う
」
が
発
動
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

井
伏
師
二
の
『
山
淑
魚
』
の
掠
尼
の
一
節
を
籍
り
て
、
「
も
う
」
の
立
味
の
境
域
を
さ
ら
に

討
ね
て
み
よ
う
。
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更
に
一
年
の
月
日
が
過
ぎ
た
。
二
個
の
鉱
物
は
、
再
び
二
個
の
生
物
に
変
化
し
た
。
け
れ

ど
彼
等
は
、
今
年
の
夏
は
お
互
に
黙
り
込
ん
で
.
そ
し
て
お
互
に
自
分
の
歎
息
が
相
手
に
問

え
な
い
や
う
に
注
意
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
/
と
こ
ろ
が
山
淑
魚
よ
り
も
先
に
、
岩
の
凹
み

の
相
手
は
、
不
注
立
に
も
深
い
歎
息
を
も
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
「
あ
あ
あ
あ
」
と
い

ふ
紋
も
小
さ
な
岡
山
の
音
で
あ
っ
た
。
去
年
と
同
じ
く
、
し
き
り
に
杉
苔
の
花
粉
の
散
る
光
景

が
彼
の
歎
息
を
唆
し
た
の
で
あ
る
。
/
山
倣
魚
が
こ
れ
を
聞
き
の
が
す
道
理
は
な
か
っ
た
。

彼
は
上
の
方
を
見
上
げ
、
且
つ
友
情
を
障
に
昂
め
て
た
づ
ね
た
。
/
「
お
前
は
、
さ
っ
き
大

き
な
息
を
し
た
ら
う
?
」
/
相
手
は
自
分
を
鞭
提
し
て
答
へ
た
。
/
「
そ
れ
が
ど
う
し
た
?
」

/
「
そ
ん
な
返
辞
を
す
る
な
。
も
う
、
そ
こ
か
ら
降
り
て
来
て
も
よ
ろ
し
い
。
」
/
「
空
腹
で

動
け
な
い
。
」
/
「
そ
れ
で
は
、
も
う
駄
目
な
ゃ
う
か
?
」
/
相
手
は
答
へ
た
。
/
「
も
う
駄

目
な
や
う
だ
。
」
/
よ
ほ
ど
自
く
し
て
か
ら
山
倣
魚
は
た
づ
ね
た
。
/
「
お
前
は
今
、
ど
う
い

ふ
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
る
や
う
な
の
だ
ら
う
か
?
」
/
相
手
は
極
め
て
遠
慮
が
ち
に
答
へ
た
。

/
「
今
で
も
べ
つ
に
お
前
の
こ
と
を
お
こ
っ
て
は
ゐ
な
い
ん
だ
。
」
〔
傍
点
笠
者
)



大
変
長
い
引
用
に
な
っ
て
恐
縮
だ
が
、
こ
こ
に
は
「
も
う
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
手
が
か
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
板
魚
と
蛙
と
が
願
望

し
、
意
欲
し
て
い
る
の
は
、
現
在
自
分
た
ち
を
幽
閉
し
て
い
る
こ
の
岩
屋
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
山
淑
魚
は
「
た
っ
た
二
年
間
ほ
ど
私
が
う
っ
か
り
し
て
ゐ
た
」
せ
い

で
肥
大
し
て
し
ま
っ
た
そ
の
図
体
の
た
め
に
、
蛙
の
場
合
は
、
当
初
は
山
倣
魚
の
悪
誌
の
た
め

に
、
今
で
は
彼
自
身
の
空
腹
の
た
め
に
、
申
告
か
ら
脱
出
で
き
ず
に
い
る
。
そ
う
し
た
事
態
を
惹

起
し
た
の
は
、
絞
ら
の
意
思
と
は
無
関
係
に
(
言
う
な
れ
ば
、
彼
ら
の
意
思
を
置
き
去
り
に
し

て
)
生
起
し
、
進
捗
し
、
結
果
し
て
し
ま
っ
た
〈
時
間
〉
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
「
去
年
と
同

じ
く
、
し
き
り
に
杉
苔
の
花
粉
の
散
る
光
長
」
と
い
っ
た
〈
時
〉
の
横
顔
に
、
蛙
が
「
不
注
意

に
も
」
心
を
助
か
さ
れ
る
条
に
、
そ
の
こ
と
は
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
主
体
に
外
在
し
、
と
ど

め
よ
う
も
な
く
流
れ
去
る
〈
時
〉
の
不
如
立
さ
を
あ
ら
た
め
て
認
知
す
る
と
き
、
痛
恨
の
思
い

を
こ
め
て
(
歎
'
以
と
と
も
に
)
、
「
も
う
駄
目
な
や
う
だ
。
」
は
発
話
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
き

に
、
「
も
う
」
は
主
体
の
パ
ト
ス
を
巡
ぷ
と
述
べ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
も

う
」
の
前
に
「
い
か
ん
せ
ん
」
を
置
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
明
版
と
な
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
さ
き
に
述
べ
た
期
待
値
と
突
説
値
と
の
聞
に
生
ず
る
ズ
レ
も
し
く
は
背
反
は
、

並
位
さ
れ
る
二
系
列
の
八
時
間
〉
の
関
係
に
読
み
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
主

体
の
意
欲
す
る
内
的
時
間
と
、
主
体
に
外
在
す
る
物
理
的
時
間
と
で
あ
る
。
主
観
的
な
タ
イ
ム
・

テ
ー
ブ
ル
に
則
れ
ば
、
主
体
が
関
与
し
得
る
余
地
は
な
お
充
分
に
あ
り
得
た
は
ず
だ
の
に
、
物

理
的
時
間
の
流
れ
は
は
な
は
だ
速
や
か
で
、
主
体
の
関
与
を
常
に
手
お
く
れ
に
さ
せ
、
然
効
に

さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
、
と
い
っ
た
前
後
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る

(
向
者
の
先
後
関
係
が
逆
転
す
る
と
き
、
「
ま
だ
」
は
発
話
さ
れ
る
の
で
あ
る
)
。

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
「
も
う
」
に
か
か
わ
る
こ
つ
の
契
機
|
|
〈
時

間
〉
の
経
過
と
、
立
に
反
し
て
の
主
体
の
凶
与
の
不
在
(
も
し
く
は
無
効
)
と
を
抽
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
に
、
八
時
〉
へ
の
詠
岐
に
力
点
を
置
け
ば
「
今
は
も
う
秋
」
と
な

る
し
、
自
己
の
無
力
さ
へ
の
な
げ
か
い
に
比
震
を
掛
け
れ
ば
「
も
う
だ
め
だ
」
と
な
る
。
ま
た
、

な
げ
か
い
は
明
件
以
と
も
境
を
接
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
と
き
は
「
も
う
す
ぐ
春
で
す
ね
」
と

な
り
、
主
体
の
関
与
を
あ
ら
た
め
て
有
効
に
し
直
そ
う
と
試
み
る
と
き
、
「
も
う
一
回
」
と
な

る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
も
う
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
数
約
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
山
倣
魚

と
蛙
と
は
、
こ
れ
で
三
度
目
の
夏
を
と
も
に
過
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
二
個
の
見
か
け
か
ら
す

れ
ば
、
そ
こ
に
は
親
和
と
愛
悩
と
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
あ
り
ょ
う

は
双
方
の
聞
に
は
親
和
の
か
わ
り
に
反
携
が
、
愛
情
の
か
わ
り
に
憎
思
が
あ
る
。
本
来
あ
り
符

べ
か
ら
ざ
る
空
間
的
差
山
内
を
、
時
間
軌
に
沿
っ
て
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
の
整

合
化
を
図
る
。
そ
の
と
き
、
主
体
の
パ
ト
ス
を
巡
ぷ
「
も
う
」
が
援
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
そ

ん
な
返
辞
を
す
る
な
。
も
う
、
午
こ
か
ら
降
り
て
来
て
も
よ
ろ
し
い
。
」
の
用
例
が
そ
れ
に
該

当
す
る
。
あ
る
い
は
、
「
も
う
貌
で
も
な
け
れ
ば
子
で
も
な
い
」
な
ど
を
想
起
さ
れ
た
い
。

さ
ら
に
は
、
現
在
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
.
過
去
に
お
い
て
も
突
の
と
こ
ろ
は
あ
り
得
な
か
っ

た
(
そ
う
あ
り
た
い
と
痛
切
に
念
願
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
と
に
か
く
そ
ん
な
こ
と
は

一
度
た
り
と
も
あ
り
得
な
か
っ
た
て
い
わ
ば
零
記
号
と
し
て
の
男
女
の
蜜
の
ご
と
く
昭
の
ご

と
き
交
情
を
、
か
つ
て
は
あ
た
か
も
あ
り
得
た
か
の
よ
う
に
仮
設
す
る
と
き
(
相
手
の
目
下
の

不
在
は
、
恒
常
的
な
も
の
で
は
さ
ら
に
な
く
、
過
去
か
ら
現
在
に
い
た
る
経
緯
の
な
か
で
、
心

な
ら
ず
も
起
っ
た
喪
失
の
結
果
だ
と
昔
一
一
同
う
わ
け
だ
)
、
「
も
う
」
は
濫
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
今
は
も
う
秋
誰
も
い
な
い
海
」
な
ど
の
場
合
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
あ
る
い
は
、
「
激
し

、
、
、

い
口
論
」
を
戦
わ
せ
た
こ
夏
の
経
緯
を
思
い
返
せ
ば
、
「
今
で
も
べ
つ
に
お
こ
っ
て
は
ゐ
な
い

ん
だ
。
」
と
い
う
蛙
の
こ
と
ば
も
、
そ
れ
を
傍
証
す
る
は
ず
で
あ
る
。
主
体
の
パ
ト
ス
を
運
ん

で
き
た
「
も
う
」
は
、
パ
ト
ス
そ
の
も
の
の
理
法
に
し
た
が
っ
て
、
「
い
ま
」
と
「
こ
こ
」
と

と
い
う
限
定
を
た
や
す
く
逸
脱
し
、
過
去
に
湖
及
さ
れ
、
一
般
に
汎
説
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
自
己
の
位
か
れ
て
い
る
状
況
を
あ
き
た
ら
ず
岡
山
う
主
体
の
心

意
と
、
あ
り
得
べ
き
状
況
を
仮
恕
す
る
主
体
の
意
思
と
、
そ
の
聞
に
生
ず
る
位
相
差
を
き
わ
め

て
心
情
的
に
克
服
し
よ
う
と
目
論
む
と
き
、
「
も
う
」
は
動
員
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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2 

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
も
う
」
に
か
か
ず
ら
う
の
か
。
そ
れ
は
、

『
禽
以
』
中
に
頻
出
す
る
「
も
う
」
の
用
法
に
、
得
心
の
行
か
ぬ
も
の
を
は
μ

じ
続
け
て
い
る
た

め
で
あ
る
。

小
鳥
の
約
十
戸
に
、
彼
の
白
日
歩
は
破
れ
た
。

芝
賠
の
舞
台
で
見
る
、
重
罪
人
を
巡
ぶ
た
め
の
庇
丸
筒
、
あ
れ
の
一
一
一
一
一
倍
も
大
き
い
烏
箭

1

i

;

 

が
、
お
い
か
老
朽
の
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
ゐ
た
。

葬
ひ
の
自
動
車
の
列
の
問
へ
、
い
つ
の
ま
に
か
彼
の
タ
ク
シ
イ
は
乗
り
入
っ
て
ゐ
た
ら
し

い
。
(
略
)

坂
の
途
中
で
あ
っ
た
。
坂
の
下
は
交
通
巡
査
の
立
っ
て
ゐ
る
十
字
路
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ

一
時
に
三
十
台
ば
か
り
の
自
動
車
が
押
し
寄
せ
た
の
で
、
な
か
な
か
整
理
が
つ
か
ず
、
放
烏



の
箆
を
跳
め
な
が
ら
、
彼
は
い
ら
い
ら
し
て
来
た
。
花
龍
を
大
事
さ
う
に
抱
い
て
、
彼
の
績

に
砂
し
こ
!
っ
て

ιる
小
女
に
、

「
も
う
幾
時
か
ね
。
」

し
か
し
、
小
さ
い
女
中
が
時
計
を
持
っ
て
ゐ
る
わ
け
は
な
か
っ
た
。

従
来
、
し
ば
し
ば
ロ
m
賭
さ
れ
て
き
て
、
い
ま
さ
ら
取
り
上
げ
る
の
も
国
映
い
、
『
禽
獣
』
巻

頭
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
言
及
し
て
と
り
わ
け
示
唆
的
な
の
は
、
佐
伯
彰
一
の
「
『
禽

獣
』
・
『
雪
国
』
」
(
『
解
釈
と
鐙
甚
昭
子
2
)
で
あ
ろ
う
。
佐
伯
は
こ
こ
に
、
「
『
白
日

夢
』
『
重
罪
人
を
巡
ぶ
た
め
の
唐
丸
筒
』
『
葬
ひ
の
列
』
と
、
不
吉
で
異
様
な
、
人
さ
わ
が
せ

な
イ
メ
ー
ジ
の
述
続
」
を
見
、
そ
う
し
た
「
不
立
打
の
効
果
に
作
者
の
ね
ら
い
が
あ
る
こ
と
は

た
し
か
だ
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「
作
者
は
説
得
や
解
説
や
さ
ら
に
は
拍
写
を
さ
え
よ
り
も
、

ま
ず
読
者
に
『
彼
』
と
の
同
一
化
を
性
急
に
求
め
て
い
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
佐
伯
説
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
こ
の
的
所
を
あ
ら
た
め
て
眺
め
れ
ば
、
こ
こ
に
は

二
つ
の
「
も
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
た
だ
し
、
②
の
「
も
う
」
は
さ
し
あ

た
り
問
題
に
な
ら
な
い
。
ご
く
普
通
の
用
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
坂
の
下
の
十
字
路
に
「
一
時
に

三
十
台
ば
か
り
の
自
動
車
が
押
し
寄
せ
た
の
で
、
な
か
な
か
整
理
が
つ
か
ず
」
、
「
彼
は
い
ら
い

ら
し
て
」
、
時
計
を
持
っ
て
い
る
は
ず
も
な
い
小
女
に
時
刻
を
尋
ね
る
。
「
彼
」
の
焦
慮
が
物
理

的
時
間
の
速
度
を
過
剰
に
錯
覚
さ
せ
た
結
果
と
し
て
、
「
も
う
」
が
発
話
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
①
の
「
も
う
」
は
ど
う
か
。
「
彼
」
が
「
白
日
歩
」
に
耽
っ
て
い
る
間

に
、
「
披
」
の
予
測
(
も
し
く
は
期
待
)
と
は
無
関
係
に
事
態
は
進
捗
し
て
し
ま
っ
て
、
気
が

付
い
て
み
た
ら
、
九
箆
は
「
も
う
:
:
・
来
っ
て
ゐ
た
」
。
前
文
の
続
柄
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
読

む
の
が
一
番
自
然
だ
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
矛
盾
は
な
い
。
後
続
の
「
い
つ
の
ま
に
か
:
:
:

乗
り
入
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
」
も
、
そ
れ
を
補
完
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
も
、
「
彼
」
の

意
思
を
置
き
去
り
に
し
て
、
事
態
が
一
段
と
加
速
度
的
に
展
開
し
て
行
く
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

こ
に
用
い
ら
れ
た
「
も
う
」
は
き
わ
め
て
効
果
的
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、

す
で
に
②
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
以
後
事
態
は
一
向
は
か
ば
か
し
く
は
進
捗
せ
ず
、
「
彼

は
い
ら
い
ら
」
さ
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
「
も
う
:
:
:
乗
っ
て
ゐ
た
」
は
、
後
続

の
文
脈
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

で
は
、
「
も
う
」
は
「
老
朽
の
」
に
係
る
の
か
。
だ
が
、
「
も
う
老
朽
の
ト
ラ
ッ
ク
」
は
、

い
か
に
も
熟
さ
な
い
言
い
廻
し
で
あ
る
。
「
も
う
」
と
い
う
口
頭
語
の
性
格
を
色
濃
く
保
有
し

て
い
る
語
と
、
「
老
朽
の
」
と
い
う
生
硬
な
文
章
語
と
が
な
だ
ら
か
に
結
び
付
く
こ
と
に
対
し

て
、
抵
抗
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
、
「
白
川
飽
が
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
ゐ
た
」
と

い
う
の
が
こ
の
文
の
ミ
ニ
マ
ム
な
意
味
内
容
だ
と
す
れ
ば
、
ト
ラ
ッ
ク
が
「
老
朽
」
で
あ
る
の

は
ま
だ
し
も
、
「
も
う
老
朽
の
ト
ラ
ッ
ク
」
と
こ
と
さ
ら
に
強
怠
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
な
ど
、

ど
こ
に
も
見
い
だ
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ど
の
よ
う
に
整
合
し
よ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
①
の
「
も
う
」
の
語
法
に
は

あ
る
径
の
殴
昧
さ
、
居
心
地
の
思
さ
と
い
っ
た
も
の
が
最
後
ま
で
付
き
純
っ
て
し
ま
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
「
も
う
」
が
き
っ
か
り
と
象
伏
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
た
し
か
な
の

だ
。
そ
の
と
き
、
①
の
「
も
う
」
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
奉
仕
す
る
指
示
的
機
能
よ
り
も
、
発
信

者
に
か
か
わ
る
心
情
的
機
能
を
よ
り
多
く
果
す
こ
と
ば
と
し
て
考
え
る
の
が
至
当
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
体
に
外
在
し
、
主
体
の
関
与
を
常
に
手
お
く
れ
に
さ
せ
、
無
効
に
き
せ

ず
に
は
お
か
な
い
、
と
ど
め
よ
う
も
な
く
流
れ
去
る
〈
時
〉
の
不
如
意
さ
に
対
す
る
歎
戸
|
|

「
も
う
」
の
立
味
の
境
位
は
お
お
よ
そ
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
佐
伯
彰
一
の
言
う
、

、
、
、

作
者
が
求
め
て
や
ま
な
い
「
『
彼
』
と
の
同
一
化
」
と
は
、
こ
う
し
た
時
間
意
識
の
共
有
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
取
る
に
足
り
ぬ
細
節
に
拘
泥
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
前
掲
の
引

用
箇
所
に
続
い
て
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
時
刻
、
行
先
の
や
り
と
り
を
し
た
後
、
「
彼
」
は

突
然
(
ま
っ
た
く
唐
突
に
)
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
。
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千
花
子
の
闘
を
見
に
行
く
の
に
、
そ
ん
な
こ
と
を
気
に
す
る
の
か
ら
し
て
、
今
は
も
う
を

い
川
レ
.
川
叫
品
川
引
か
q.
担
。
絃
起
が
思
い
と
一
一
日
へ
ば
、
道
で
葬
式
に
会
ふ
こ
と
よ
り
も
、
彼
の

家
に
動
物
の
死
骸
を
匠
き
っ
ぱ
な
し
に
し
て
あ
る
方
が
、
絃
起
が
悪
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

千
花
子
に
つ
い
て
苦
か
れ
た
最
初
の
条
で
あ
る
。
し
か
も
見
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
後
す
ぐ

に
、
話
柄
は
押
入
に
置
き
っ
ぱ
な
し
に
し
で
あ
る
菊
裁
の
死
骸
に
移
っ
て
い
く
の
で
、
い
わ
ば

頭
も
尻
尾
も
な
い
情
報
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
読
者
の
読
み
な
が
ら
の
予
想
を
す
っ
か
り
は
ぐ

ら
か
す
、
「
人
聞
を
見
る
限
の
冷
た
さ
か
、
そ
れ
と
も
動
物
を
見
る
限
の
暖
か
さ
か
、
か
う
い

ふ
デ
リ
ケ
エ
ト
な
神
経
の
動
き
の
中
で
の
両
者
の
同
一
視
」
(
伊
藤
整
「
川
端
康
成
の
芸
術
」
、

『
文
芸
』
昭
日
・
2
)
に
着
目
し
、
ア
ン
モ
ラ
リ
ッ
シ
ュ
な
作
者
の
限
の
は
た
ら
き
を
抽
出
し

よ
う
と
す
る
論
は
、
従
来
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
も
筆
者
が
気

が
か
り
な
の
は
、
③
の
「
も
う
」
で
あ
る
。
千
花
子
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
.
こ
の
最
小
限
の

情
報
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
物
語
を
想
起
し
得
る
の
か
。
無
心
に
読
め
ば
、
「
彼
」

と
千
花
子
と
の
現
在
の
由
縁
の
部
さ
(
も
し
く
は
無
さ
)
を
言
表
し
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か
は



な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
か
つ
て
の
二
人
の
聞
に
厳
然
と
し
で
あ
っ
た
波
密
な
関
係
は
、
何
か

の
支
障
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
「
彼
」
の
窓
に
反
し
て
失
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
、
千
花
子
の
身
の
上
を
案
ず
る
こ
と
な
ど
、
昔
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
「
今
は
も
う
を
か
し

い
は
ず
で
あ
っ
た
」
と
反
伺
制
し
て
い
る
、
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
、
案
じ
て
見
て

も
詮
な
い
今
の
千
花
子
の
身
の
上
を
気
づ
か
う
「
彼
」
の
心
づ
か
い
が
一
度
は
灰
め
か
さ
れ
な

が
ら
も
、
す
ぐ
さ
ま
「
動
物
の
死
揺
を
置
き
っ
ぱ
な
し
に
し
て
あ
る
」
こ
と
の
方
に
心
を
奪
わ

れ
て
い
く
さ
ま
が
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
彼
」
が
千
花
子
に
今
な
お
思
い
を
寄
せ
て

い
る
こ
と
(
そ
の
こ
と
は
、
タ
ク
シ
ー
の
な
か
で
「
彼
」
が
し
き
り
に
時
間
を
気
に
し
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
、
間
接
的
に
知
り
得
る
)
が
こ
と
さ
ら
に
打
消
さ
れ
て
い
く
、
と
い
っ
た
な

か
な
か
に
起
伏
に
富
ん
だ
筆
の
運
び
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
「
彼
」
に
け
」
ヴ
て

千
花
子
と
は
、
押
入
の
「
動
物
の
死
骸
」
(
突
は
小
鳥
の
死
骸
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
「
動
物
の

死
隊
」
と
言
つ
て
の
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
気
味
さ
も
な
ま
な
ま
し
さ
も
増
幅
さ
れ
、
「
彼
」

の
こ
だ
わ
り
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
)
ほ
ど
に
も
心
を
魅
か
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
③
の
「
今
は
も
う
を
か
し
い
は
ず
で
あ
っ
た
」
は
.
見
か
け
の
さ
り
げ

な
さ
に
も
似
ず
、
直
接
的
に
は
「
彼
」
の
千
花
子
へ
の
余
儀
な
い
断
念
を
、
間
接
的
に
は
か
つ

て
の
こ
人
の
間
に
あ
っ
た
は
ず
の
淡
街
な
関
係
と
、
そ
の
後
の
千
花
子
の
隊
反
な
い
し
は
裏
切

り
(
あ
る
い
は
第
三
者
の
介
入
)
と
を
物
語
内
容
と
し
て
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
わ

せ
て
、
「
だ
か
ら
人
聞
は
い
や
な
ん
だ
」
と
「
勝
手
な
考
へ
」
を
す
る
「
四
十
近
い
独
身
者
の

彼
」
の
、
な
か
な
か
に
複
雑
な
心
情
の
吐
箆
で
も
あ
る
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
悲
仕
す
る
指
示
的

機
能
と
、
発
信
者
に
か
か
わ
る
心
情
的
機
能
と
の
ふ
た
つ
な
が
ら
を
荷
宣
さ
れ
た
、
一
一
一
口
い
か
え

れ
ば
過
小
な
情
報
に
過
大
な
解
釈
や
ら
意
味
付
与
や
ら
を
す
る
こ
と
の
可
能
な
、
す
こ
ぶ
る
重

要
な
指
標
と
し
て
、
③
の
「
も
う
」
は
無
前
提
に
あ
る
、
と
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
無
前
提
の
「
も
う
」
が
、
『
禽
獣
』
と
い
う
物
語
言
説

の
表
層
に
見
え
隠
れ
し
つ
つ
、
そ
の
実
、
物
語
を
そ
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
規
定
し
、
統
御
し
て

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
物
語
の
後
半
、
当
夜
の
千
花
子
の
踊
に
「
彼
」
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
反
応
す
る
。

彼
は
千
花
子
の
舞
台
を
二
年
振
り
く
ら
ゐ
で
見
る
の
だ
っ
た
が
、
彼
女
の
踊
の
堕
落
に
目
を
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そ
む
け
た
。
野
蛮
な
力
の
名
残
は
、
も
う
俗
悪
な
銑
態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
蹄
の
基
礎
の
形

も
、
彼
女
の
肉
体
の
張
り
と
共
に
、
も
う
す
っ
か
り
μ

創
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
。

た
し
か
に
、
千
花
子
の
踊
に
墜
落
と
茨
額
と
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
二
年
と
い
う
歳
月
の

流
れ
(
ま
た
し
て
も
、
主
体
に
外
在
す
る
、
不
如
意
き
わ
ま
り
な
い
八
時
間
〉
の
経
過
)
で
で

も
あ
っ
た
ろ
う
。
@
⑤
の
「
も
う
」
が
頻
出
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
「
や
っ
ぱ

り
い
い
で
す
ね
。
か
う
し
て
大
勢
踊
ら
せ
る
と
、
や
っ
ぱ
り
千
花
子
の
い
い
の
が
は
っ
き
り
し

ま
す
ね
。
」
と
い
う
千
花
子
の
元
早
主
の
伴
奏
陣
き
の
こ
と
ば
と
対
比
す
れ
ば
、
「
彼
」
の
非

情
な
限
の
は
た
ら
き
が
、
「
彼
」
と
伴
奏
猟
き
と
の

Rmmや
感
性
の
優
劣
の
差
な
ど
に
由
来
す

る
の
で
は
お
よ
そ
な
く
、
部
婚
し
で
も
な
お
女
房
の
楽
屋
口
を
う
ろ
う
ろ
す
る
元
早
主
の
谷
恋

の
深
さ
に
ひ
き
か
え
ぺ
、
、
守
叩
咋
{
の
思
い
を
速
く
泣
楽
し
よ
う
と
す
る
③
の
「
今
は
も
う
」

と
い
っ
た
「
彼
」
の
あ
ら
か
じ
め
の
断
念
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
③
を
含

む
条
と
、
@
⑤
を
合
む
条
と
は
、
再
確
訟
(
あ
る
い
は
同
義
反
覆
)
の
関
係
な
の
だ
。
わ
か
り

や
す
く
言
え
ば
、
聞
き
分
け
の
な
い
子
供
の
よ
う
に
、
「
い
や
な
も
の
は
い
や
だ
」
と
言
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
元
亭
主
の
こ
と
ば
に
驚
い
て
、
「
彼
は
自
分
も
な
に
か
甘

い
も
の
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
と
、
な
ぜ
だ
か
胸
苦
し
く
あ
わ
て
た
」
の
で
あ
る
。
さ
き
に
、
「
も

う
」
が
『
禽
獣
』
と
い
う
物
誌
を
そ
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
規
定
し
、
統
御
し
て
い
る
、
と
述
べ

た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

論
理
展
開
の
都
合
上
、
叙
述
が
前
後
し
て
し
ま
っ
た
が
、
今
少
し
、
『
禽
獣
』
の
物
語
内
容

の
展
開
の
順
序
に
即
し
て
、
「
も
う
」
の
用
法
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
み
よ
う
。
「
彼
」
が
愛
着
措

く
あ
た
わ
ざ
る
菊
裁
の
挿
話
は
ど
の
よ
う
に
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
前
掲

の
千
花
子
に
関
す
る
故
初
の
言
及
(
③
を
含
む
条
)
に
す
ぐ
に
続
く
箇
所
で
も
あ
る
。
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菊
裁
の
番
が
死
ん
で
か
ら
、
も
う
一
週
間
も
経
つ
。
彼
は
死
骸
を
飽
か
ら
出
す
の
も
面
倒

臭
く
、
押
入
へ
は
ふ
り
こ
ん
だ
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
梯
子
段
を
登
っ
て
、
突
き
あ
た
り
の
押

入
で
あ
る
。
客
の
あ
る
度
に
、
そ
の
烏
箆
の
下
の
底
部
団
を
出
し
入
れ
し
な
が
ら
、
彼
も
女

@・li---1・

中
も
捨
て
る
こ
と
を
怠
っ
て
ゐ
る
ほ
ど
、
も
う
小
鳥
¢
死
骸
に
も
か
.
判
で
U
，
ホ
ヴ
l
h
q引い
4b，

る。ま
た
し
て
も
、
「
も
う
」
の
頻
出
で
あ
る
。
煩
を
厭
う
て
、
⑥
⑦
と
も
に
、
「
も
う
」
を
省

略
し
て
も
さ
し
た
る
支
障
の
な
い
こ
と
だ
け
を
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
も
う
」
は
も
っ
ぱ
ら
発

信
者
の
心
情
に
か
か
わ
る
強
怠
の
措
辞
だ
と
山
寸
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
「
ま
だ
一
週
間
し
か
経
た
な
い
」
「
ま
だ
小
鳥
の
死
骸
に
愛
者
か
あ
る
の
だ
」
と
い
っ

た
夙
に
、
心
情
の
ベ
ク
ト
ル
を
逆
転
さ
せ
て
み
て
も
、
文
の
論
理
的
整
合
性
は
い
さ
さ
か
も
害



わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
菊
裁
は
ど
う
し
て
死
ん
だ
の
か
。
「
彼
」
は
都
合
コ
訴
げ
菊
裁
を
飼

育
す
る
。
今
話
姐
に
上
っ
て
い
る
の
は
三
寄
目
の
菊
戴
な
の
だ
が
、
三
番
目
の
菊
裁
は
二
蒋
目

の
も
の
と
同
様
な
死
に
方
を
す
る
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
(
「
後
半
割
愛
ゆ

ゑ
改
稿
を
要
す
る
」
と
い
う
『
文
学
的
自
叙
伝
』
の
自
注
は
こ
こ
ら
辺
を
指
す
か
)
、
説
明
の
使

宜
の
た
め
に
、
二
番
目
の
菊
裁
の
死
に
方
を
見
て
み
よ
う
。

絞
側
の
盟
の
な
か
へ
藤
の
花
が
散
る
頃
、
菊
裁
に
水
浴
を
さ
せ
て
い
る
と
、
「
塀
の
外
に
子

供
の
騒
ぎ
が
問
え
、
な
に
か
小
さ
い
動
物
の
命
を
町
民
へ
る
ら
し
い
話
模
様
な
の
で
」
、
堺
の
と

こ
ろ
ま
で
行
っ
て
み
る
と
、
一
羽
の
雲
雀
の
子
の
「
ま
だ
足
も
よ
く
立
た
ぬ
の
が
、
芥
捨
場
の

な
か
を
弱
い
契
で
泳
い
で
ゐ
る
」
(
「
泳
い
で
ゐ
る
」
は
「
ぁ
.
か
い
て
い
る
」
に
か
わ
る
隠
除
だ

ろ
う
。
常
識
的
認
識
が
「
あ
が
い
て
い
る
」
と
し
か
見
な
い
事
象
を
「
泳
い
で
ゐ
る
」
と
大
胆

に
表
羽
し
得
る
限
は
、
比
矧
の
な
い
飢
祭
者
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
書
き
手
に
よ
っ

て
、
「
も
う
」
は
ま
こ
と
に
無
造
作
に
頻
出
す
る
)
。
と
こ
ろ
が
、
「
こ
の
雲
雀
の
子
を
見
て
ゐ

た
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
時
間
に
」
、
「
彼
」
の
大
事
な
菊
裁
は
溺
れ
て
し
ま
う
。

的
い
て
水
箆
を
間
か
ら
出
し
た
が
、
二
羽
と
も
箆
の
底
に
倒
れ
て
、
濡
れ
た
ぼ
ろ
の
や
う

に
動
か
な
か
っ
た
。
掌
に
載
せ
て
み
る
と
、
ひ
く
ひ
く
足
を
動
か
し
た
の
で
、

⑥
h

i

-

-

t

o
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「
あ
り
が
た
い
、
ま
だ
生
き
て
ゐ
る
。
」
と
弱
み
立
つ
と
、
も
う
目
を
閉

F

ち
、
小
さ
い
体

の
底
ま
で
冷
え
切
っ
て
、
た
う
て
い
助
か
り
さ
う
に
も
な
い
も
の
を
、
手
に
怒
っ
て
長
火
鉢

に
賠
り
な
が
ら
、
つ
ぎ
足
し
た
炭
を
女
中
に
煽
が
せ
た
。
(
略
)
や
が
て
情
飼
に
近
づ
け
る

と
、
頭
を
伸
ば
し
て
、
啄
む
や
う
に
な
っ
た
。

「
あ
あ
、
生
き
か
へ
っ
た
。
」

な
ん
と
い
ふ
す
が
す
が
し
い
喜
び
で
あ
ら
う
。
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
小
鳥
の
命
を
助
け

@
i
 

る
の
に
、
も
う
四
時
間
半
も
か
か
っ
て
ゐ
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
主
一
旦
は
助
か
っ
た
か
に
見
え
た
菊
戴
も
、
「
彼
」
の
介
抱
の
甲
斐
も
な
く
、
六
日

目
の
朝
に
は
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
が
二
番
目
の
菊
裁
の
死
の
凱
末
で
あ
る
。

「
彼
」
が
「
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
時
間
」
油
断
し
た
ば
か
り
に
菊
裁
は
溺
れ
、
「
彼
」
の
必

死
の
看
病
も
一
向
し
る
し
が
な
く
菊
裁
は
死
ぬ
。
主
体
の
関
与
を
常
に
手
お
く
れ
に
さ
せ
、
無

効
に
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
か
た
ち
で
生
起
し
、
進
展
し
、
結
果
し
て
し
ま
っ
た
事
態
と
、
そ

う
し
た
事
態
を
強
引
に
推
し
進
め
て
い
く
八
時
〉
の
流
れ
の
不
如
意
さ
と
、
そ
の
二
つ
が
、

「
ま
だ
生
き
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
主
体
の
期
待
値
と
対
比
さ
れ
な
が
ら
、
@
の
「
も
う
」
に
は

よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
体
の
意
識
す
る
内
的
時
聞
を
大
き
く
逸
脱
し
て
過
ぎ
去
っ

て
い
く
物
理
的
時
間
の
速
や
か
さ
に
対
す
る
率
直
な
貯
金
C

が
、
⑤
の
「
も
う
」
に
は
表
わ
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
単
に
菊
裁
の
死
の
即
末
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
、
「
彼
」

の
忠
広
と
は
無
関
係
に
堕
洛
し
、
表
領
し
て
い
く
千
花
子
の
肉
体
の
運
命
と
も
ま
た
、
映
発
し

合
う
は
ず
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
も
う
」
の
頻
出
と
あ
い
ま
っ
て
‘
つ
ぎ
の
よ
う
な
箇
所
に
留
意
し
て
お
く
の

も
便
宜
だ
ろ
う
。
「
ゆ
く
す
ゑ
鳴
烏
と
し
て
見
込
み
の
な
い
」
雲
雀
の
子
を
捨
て
た
家
は
「
桐

の
毒
々
し
く
青
い
家
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
子
供
の
「
な
に
か
小
さ
い
動
物
の
命
を
翠
へ
る
ら

し
い
」
戸
に
外
に
出
た
「
彼
」
は
、
「
府
烏
な
ど
拾
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
と
、
子
供
達
の
な

ぶ
り
殺
し
に
ま
か
せ
て
お
い
た
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
菊
裁
の
足
を
焦
が
し
て
し
ま
っ
た

「
彼
」
は
、
常
日
頃
の
版
人
癖
の
た
め
に
女
中
と
小
女
と
し
か
い
な
い
、
人
気
の
少
な
い
家
に

住
ん
で
い
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
書
斎
の
扉
に
鍵
を
か
け
て
、
閉
ぢ
こ
も
り
な
が
ら
、
小
鳥
の

両
足
を
自
分
の
口
に
入
れ
て
温
め
て
や
っ
た
」
の
で
あ
る
。
毒
々
し
い
桐
の
禁
の
育
と
雲
雀
の

子
の
な
ぶ
り
殺
し
の
城
戸
と
を
背
景
に
、
菊
裁
の
足
を
し
ゃ
ぶ
っ
て
い
る
「
四
十
近
い
独
身
者

の
彼
」
の
ひ
そ
や
か
な
後
姿
に
、
抑
圧
さ
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
隠
微
な
開
花
を
見
、
感
嘆

こ
れ
を
久
し
う
す
る
の
は
た
や
す
い
が
、
む
し
ろ
、
表
現
の
論
理
を
巧
み
に
違
え
な
が
ら
、
読

者
の
反
応
な
い
し
は
共
感
を
煽
っ
て
み
せ
る
、
呑
き
手
の
詐
術
を
こ
そ
こ
こ
に
は
見
定
め
る
べ

き
だ
ろ
う
。
な
.
せ
な
ら
ば
、
見
か
け
の
ノ
ン
シ
ャ
ラ
ン
ス
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
禽
欣
』
に
頻

出
す
る
「
も
う
」
に
も
ま
た
、
同
様
な
計
術
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
は
さ
て
お
き
、
菊
裁
の
死
の
願
末
が
千
花
子
の
舞
踊
の
墜
落
と
衰
類
の
過
程
と
に
映
発

し
合
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
『
食
獣
』
は
一
種
自
由
連
想
法
と
で
も

呼
べ
ば
呼
べ
る
物
語
展
開
を
と
っ
て
い
る
の
だ
が
、
菊
戴
と
千
花
子
と
の
映
発
関
係
は
、
「
彼
」

の
周
囲
の
愛
玩
動
物
の
す
べ
て
に
及
ぼ
し
て
一
百
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

去
年
の
十
一
月
の
夕
暮
の
こ
と
、
持
病
の
腎
臓
病
か
な
に
か
で
、
し
な
び
た
蜜
柑
の
や
う

に
な
っ
た
犬
屋
が
、
彼
の
家
へ
寄
っ
て
、

「
突
は
今
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
を
い
た
し
ま
し
た
。
公
園
に
入
っ
て
か
ら
曳
綱
を
放
し
た

ん
で
す
が
、
こ
の
霧
で
陥
か
っ
た
ん
で
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
見
え
な
く
な
っ
た
と
恩
ふ
と
、

@
制
引
駅
到
対
刑
制
M
.
4
d副
μ.叫
引
。
直
ぐ
離
し
て
、
畜
生
、
腹
を
蹴
っ
て
、
蹴
っ
て
足
腰

の
立
た
な
い
や
う
な
日
に
あ
は
し
と
き
ま
し
た
か
ら
、
ま
さ
か
と
は
思
ふ
ん
で
す
が
、
反
っ

て
こ
ん
な
の
は
、
皮
肉
な
も
ん
で
さ
、
よ
く
と
ま
る
ん
で
し
て
。
」
(
略
)



あ
の
精
押
な
ド
オ
ベ
ル
マ
ン
が
、
し
み
っ
た
れ
た
風
に
首
を
す
く
め
、
怯
え
た
目
つ
き
で

腎
臓
病
み
を
ち
ら
ち
ら
見
上
げ
て
ゐ
た
。
霧
が
流
れ
て
来
た
。

ハ
ル
ピ
ン
で
白
系
ロ
シ
ア
人
に
舞
踊
を
三
年
ば
か
り
習
っ
た
千
花
子
は
、
内
地
に
辿
り
着
い

て
か
ら
、
「
方
々
の
舞
台
に
も
立
ち
、
自
分
の
軒
舛
踊
会
を
催
す
や
う
に
な
っ
た
」
。
「
彼
」
は

千
花
子
の
舞
台
を
見
て
、
「
彼
女
の
肉
体
の
野
蛮
な
類
路
に
惹
か
れ
」
、
「
な
ぜ
あ
の
頃
結
婚
し

て
お
か
な
か
っ
た
の
か
と
さ
へ
思
っ
た
」
。
と
こ
ろ
が
、
「
彼
」
が
「
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
」
(
菊

裁
の
溺
死
の
場
合
と
相
同
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
)
目
を
放
し
て
い
た
隙
に
、
伴
奏
開
き

と
の
聞
に
子
供
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
(
@
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
「
も
う
野
良
犬
が
か
か
っ
て
」
)
、

「
彼
女
の
肉
体
の
力
は
げ
っ
そ
り
鈍
っ
て
見
え
た
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
千
花
子
と
ド
オ

ベ
ル
マ
ン
と
は
、
「
も
う
」
を
な
か
だ
ち
に
し
て
明
ら
か
に
映
発
し
合
っ
て
い
る
、
と
言
え
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
公
園
に
流
れ
る
昏
々
と
し
て
陥
い
霧
は
、
明
澄
で
あ
ろ
う
と
す
る
主

体
の
意
識
を
遮
り
、
曇
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
な
に
も
の
か
の
隠
聡
な
の
だ
ろ
う
。

総
じ
て
、
『
禽
獣
』
に
は
数
多
く
の
「
も
う
」
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
た
だ

に
書
き
手
の
生
理
か
ら
来
る
口
癖
や
笠
癖
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、

「
も
う
」
は
常
に
物
語
展
開
の
要
の
位
置
に
、
こ
と
さ
ら
に
象
候
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
か
ん
ず
く
、
『
禽
獣
』
の
目
頭
部
分
に
お
い
て
、
表
現
の
論
理
を
ほ
と
ん
ど
逸
脱
し
て
ま
で
、

「
も
う
」
は
累
加
的
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
も
う
」
の
頻
用
か

ら
、
急
速
な
〈
時
間
〉
の
経
過
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
立
に
反
し
て
の
主
体
の
関
与
の
不
在
(
も
し

く
は
無
効
)
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
過
度
な
ま
で
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

千
花
子
の
舞
踊
の
堕
落
と
哀
翻
と
を
手
を
束
ね
て
座
視
し
て
い
る
「
彼
」
の
冷
酷
を
も
ほ
と
ん

ど
先
立
し
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
か
。
こ
れ
ま
で
も
見
て
来
た
よ
う
に
、
「
も
う
」
が
発
話
さ
れ
る
た

ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ッ
ク

め
に
は
、
純
粋
に
年
代
記
的
な
行
為
(
少
な
く
と
も
意
思
)
の
連
鎖
が
必
要
で
あ
る
。
か
つ
て

は
「
彼
」
と
千
花
子
と
の
聞
に
き
わ
め
て
波
省
な
人
間
関
係
が
あ
り
(
も
し
く
は
、
そ
う
あ
り

た
い
と
い
う
奨
願
が
「
彼
」
に
は
あ
り
)
、
モ
れ
以
後
の
時
日
の
経
過
の
な
か
で
、
何
ら
か
の

支
障
、
す
な
わ
ち
千
花
子
の
敵
反
な
い
し
は
哀
切
り
(
あ
る
い
は
第
三
者
の
介
入
)
に
よ
っ

て
、
「
彼
」
の
立
に
反
し
て
そ
れ
が
失
わ
れ
る
と
い
っ
た
経
緯
が
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

(
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
)
「
彼
」
の
側
に
は
千
花
子
と
の
関
係
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ

り
、
し
か
る
に
そ
れ
ら
の
一
切
が
今
や
無
効
に
な
っ
て
い
る
、
:
:
・
と
い
っ
た
主
体
の
一
連
の

関
与
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
筆
者
の
読
む
限
り
で
は
、
『
禽
獣
』
の

「
彼
」
に
は
、
千
花
子
の
生
を
横
切
ろ
う
と
す
る
意
思
が
お
よ
そ
欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
て
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
一
五
い
か
え
れ
ば
、
千
花
子
の
生
に
関
与
し
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま
に

試
み
た
挙
旬
、
そ
の
無
効
性
を
し
た
た
か
に
思
い
知
ら
さ
れ
、
痛
恨
の
思
い
を
こ
め
て
(
歎
息

、
、
、
、
、
、

と
と
も
に
)
「
も
う
」
が
発
話
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
.
「
彼
」
の
あ
ら
か
じ
め
の
(
無
前

提
の
)
断
念
を
発
条
と
し
て
.
「
も
う
」
は
発
話
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
言
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
『
禽
獣
』
の
「
も
う
」
は
.
主
体
の
パ
ト
ス
を
運
ん
で
来
る
と
と

も
に
.
「
い
ま
」
と
で
ど
こ
と
と
い
っ
た
限
定
を
た
や
す
く
限
聞
に
湖
及
さ
れ
.
一
般
に
汎

、
、
、
、

説
さ
れ
や
す
い
パ
ト
ス
の
特
性
を
逆
用
(
も
し
く
は
濫
用
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
後
に
、
ゆ
え
に
、
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
宮

a
r
E
R
m
C
M
M
g句昨日
r
s
と
い
っ
た
論
理

的
誤
謬
の
組
織
的
応
用
を
意
図
す
る
も
の
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

3 

『
禽
獣
』
の
椛
造
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
も
の
注
目
す
べ
き
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
と
あ
ら
た
め
て
立
ち
入
る
つ
も
り
は
筆
者
に
は
な
い
。
た
だ
.
叙
述
の
便
宜
の
た

め
に
、
「
彼
」
と
千
花
子
と
の
交
渉
の
経
緯
の
み
に
限
っ
て
、
若
干
の
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。

小
説
の
現
在
時
か
ら
起
算
し
て
「
十
年
も
前
」
(
千
花
子
十
六
歳
、
「
彼
」
は
お
お
よ
そ
一
一
一

十
か
)
、
「
彼
女
は
彼
に
自
分
を
売
る
」
。
千
花
子
は
い
う
と
こ
ろ
の
雛
妓
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
浅
草
あ
た
り
の
レ
ヴ
ュ

l
小
屋
の
踊
子
で
で
も
あ
っ
た
の
か
、
彼
女
の
前
歴
、
二
人
の

出
会
い
等
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
と
距
る
こ
と
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
頃

(
す
な
わ
ち
「
十
年
近
く
前
」
)
、
こ
れ
も
ど
う
い
っ
た
い
き
さ
つ
で
か
、
「
彼
」
は
「
千
花
子

と
心
中
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
」
。
そ
の
後
、
「
千
花
子
は
十
九
の
時
、
投
機
師
に
連

れ
ら
れ
て
、
ハ
ル
ピ
ン
へ
行
き
、
そ
こ
で
三
年
ば
か
り
、
白
系
ロ
シ
ア
人
に
舞
踊
を
習
っ
た
」
。

し
か
し
、
投
機
師
は
事
業
に
阪
き
、
「
満
洲
巡
業
の
音
楽
団
に
千
花
子
を
加
へ
て
、
ゃ
う
や
く

二
人
で
内
地
へ
辿
り
着
い
た
が
、
東
京
に
落
ち
つ
く
と
間
も
な
く
、
千
花
子
は
投
機
師
を
振
り

棄
て
て
、
満
洲
か
ら
同
行
の
伴
奏
蝉
き
と
結
婚
し
た
。
そ
し
て
方
々
の
舞
台
に
も
立
ち
、
自
分

の
鉾
踊
会
を
催
す
や
う
に
な
っ
た
」
。
千
花
子
二
十
二
、
三
歳
の
頃
で
あ
る
。
同
じ
頃
、
「
彼
」

は
「
或
る
音
楽
雑
誌
に
月
々
金
を
出
す
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
が
、
そ
れ
で
も
「
楽
泊
関
係
者
の

一
人
に
数
へ
ら
れ
」
、
千
花
子
の
舞
踊
に
も
出
掛
け
て
、
六
、
七
年
ぶ
り
で
見
る
「
彼
女
の
肉
体

の
野
蛮
な
額
廃
に
惹
か
れ
」
、
「
な
ぜ
あ
の
頃
結
婚
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
か
と
さ
へ
思
っ
た
」

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
し
て
(
「
第
四
回
の
舞
踊
会
の
時
」
。
前
条
か
ら
一
年
ぐ
ら
い

後
)
千
花
子
に
会
う
と
、
「
彼
女
の
肉
体
の
力
は
げ
っ
そ
り
鈍
っ
て
見
え
た
」
。
伴
奏
弾
き
と
の
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間
に
、
子
供
を
儲
け
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
子
供
の
姿
は
彼
女
の
傍
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
「
彼
女
の
夫
婦
生
活
は
次
第
に
陪
く
荒
ん
で
い
く
ら
し
い
」
幡
町
を
耳

に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
夜
(
小
説
の
現
在
時
)
、
「
二
年
振
り
く
ら
ゐ
で
見
る
」
(
千
花
子
二
十

五
、
六
歳
、
「
彼
」
は
四
十
近
く
)
千
花
子
の
踊
の
堕
洛
に
目
を
そ
む
け
、
楽
民
ロ
か
ら
垣
間

見
た
、
若
い
男
に
化
粧
を
さ
せ
て
い
る
千
花
子
の
阪
に
「
死
顔
」
を
認
め
る
。
ま
た
、
廊
下
で

の
立
話
に
、
去
年
の
幕
、
千
花
子
が
伴
奏
開
き
と
も
離
婚
し
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
彼
」
と
千
花
子
と
の
交
渉
の
経
緯
の
大
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
ら
の
交
渉

が
、
千
花
子
十
六
歳
の
向
か
ら
二
十
五
、
六
歳
の
現
在
に
至
る
、
十
年
と
い
う
異
様
に
長
い
時

間
の
幅
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
お
い
て
い
い
こ
と
だ
ろ
う
。
第
二

に
、
二
人
の
交
沙
の
あ
り
さ
ま
は
平
淡
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
劇
的
要
素
に
包
ん
で
い
て
、

ω千
花
子
が
「
彼
」
に
身
を
売
っ
た
と
き
、

ω真
夏
の
昼
下
り
に
二
人
で
心
中
を
図
っ
た
と
き
、

向
「
彼
女
の
肉
体
の
野
蛮
な
額
廃
」
の
魅
力
を
再
発
見
し
た
と
見
る
問
に
、
そ
れ
が
失
わ
れ
た

と
き
、

ω千
花
子
の
顔
に
「
死
玖
」
を
認
め
、
彼
女
を
速
く
遺
棄
し
去
ろ
う
と
す
る
現
在
、
の

都
合
四
つ
の
時
点
で
、
千
花
子
と
「
彼
」
と
は
鋭
く
交
叉
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
そ
れ
ら

の
き
わ
め
て
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
再
会
の
機
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
四
つ
の
時
点
に
挟
ま
れ
て
い
る

千
花
子
不
在
の
と
き
ど
き
は
、
「
彼
」
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
も
か
り
そ
め
の
も
の
で
な
く
て
は

叶
わ
ず
、
相
手
の
か
り
そ
め
の
不
在
こ
そ
は
、
か
え
っ
て
千
花
子
を
不
政
の
現
存
と
し
て
「
彼
」

に
感
得
さ
せ
続
け
る
、
と
い
っ
た
事
情
が
そ
こ
に
は
埋
設
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

総
じ
て
、
『
禽
獣
』
中
に
点
綴
さ
れ
て
い
る
、
千
花
子
と
「
彼
」
と
の
交
渉
に
か
か
わ
る
抑

話
は
、
年
代
記
的
喪
中
京
を
完
備
し
た
物
語
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
と
、
て
九
は
言
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
「
も
う
」
が
自
然
発
生
的
に
発
話
さ
れ
る
下
地
は
十
分
あ
る
と
言
っ
て

も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
現
に
、
「
男
に
身
を
ま
か
せ
る
千
花
子
の
テ
リ
ア
の
よ
う
な
表
情
が
、

十
六
と
い
う
兵
様
に
お
さ
な
い
少
女
の
顔
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
彼
女
の
姿
態
を

聯
想
す
る
主
人
公
の
心
情
は
、
菊
裁
の
寝
す
が
た
に
『
幼
い
初
恋
人
』
を
思
う
ひ
そ
か
な
一
隅

と
、
ほ
と
ん
ど
災
腹
な
か
た
ち
で
通
じ
あ
っ
て
も
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
十
六
で
身
を
売
り
、

無
心
に
死
に
い
そ
い
だ
千
花
子
の
記
憶
は
、
小
説
の
終
り
に
用
な
さ
れ
る
十
六
の
少
女
の
泣
稿

集
と
み
ご
と
な
照
応
を
完
成
す
る
こ
と
」
を
あ
げ
て
、
自
由
連
恕
法
と
で
も
呼
べ
ば
呼
べ
る
よ

う
な
『
禽
獣
』
の
ノ
ン
シ
ャ
ラ
ン
ス
な
書
き
ぶ
り
に
も
似
ず
、
「
作
者
の
計
算
が
以
外
に
周
到

だ
っ
た
」
(
一
一
一
好
行
雄
「
禽
獣
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
四
・

2
1
7
)
と
す
る
指
摘
さ
え
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
す
ぐ
に
も
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
省
筆
の
多
い
『
食
獣
』

の
な
か
で
も
、
千
花
子
に
関
す
る
条
は
、
こ
と
に
そ
う
し
た
傾
向
か
顕
著
で
あ
る
(
そ
の
一
斑

は
、
③
の
「
も
う
」
に
か
か
わ
っ
て
す
で
に
見
た
)
。
間
の
な
か
で
断
続
的
に
焚
か
れ
る
閃
光
ラ

ン
プ
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
、
き
れ
ぎ
れ
の
、
そ
れ
だ
け
に
鮮
烈
き
わ
ま
り
な
い
フ
ラ
グ
メ
ン
ト

に
、
そ
れ
ら
は
似
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
は
こ
と
さ
ら
に
前
後
錯
綜
せ

ら
れ
て
い
て
、
網
膜
に
焼
き
付
け
ら
れ
た
あ
る
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
が
つ
ぎ
な
る
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
を

お
の
ず
か
ら
に
予
兆
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
相
互
の
脈
絡
を
き
び
し
く
拒
絶
し
て
い
る
趣
が
あ
る
。

千
花
子
と
「
彼
」
と
の
〈
交
渉
の
経
綜
〉
と
は
、
筆
者
も
た
つ
た
今
一
一
員
っ
た
ば
か
り
だ
が
、

『
禽
獣
』
に
お
け
る
千
花
子
と
「
彼
」
と
の
聞
に
は
、
そ
の
都
度
ご
と
の
〈
交
渉
〉
は
あ
り
得

た
と
し
て
も
(
こ
の
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
)
、
そ
も
そ
も
〈
交
渉
の
経
緯
〉
な
ど

と
言
っ
た
も
の
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
脅
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
千
花

子
の
前
陛
も
二
人
の
出
会
い
も
苦
か
れ
る
こ
と
の
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
千
花
子
と
「
彼
」
と
の
聞
に
〈
交
渉
の
経
総
〉
(
も
し
く
は
年
代
記
的

記
述
)
が
仰
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
禽
欧
』
と
い
う
作
品
自

体
が
持
つ
特
性
の
た
め
で
は
さ
ら
に
な
く
、
き
れ
ぎ
れ
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
を
時
間
の
順
序
に
し

た
が
っ
て
再
整
迎
し
て
い
く
作
業
の
途
上
で
、
い
わ
ば
読
み
手
の
背
後
か
ら
紛
れ
こ
ん
で
き
た

買
の
関
係
性
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
う
少
し
丁
寧
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実
を
物

理
的
時
間
の
方
向
に
沿
っ
て
分
割
し
、
生
起
し
た
出
来
事
の
一
つ
一
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に

配
当
し
泣
す
。
た
と
え
ば
、
十
年
前
、
千
花
子
は
「
彼
」
に
身
を
売
り
、
日
な
ら
ず
し
て
、
二

人
は
心
中
未
遂
を
し
、
そ
の
後
、
千
花
子
は
満
洲
に
落
ち
て
い
く
:
・
:
の
ご
と
く
に
で
あ
る
。

三
つ
の
出
来
事
は
、
木
来
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
折
話
を
形
成
し
て
お
り
、
十
年
前
と
か
日

わ
か
小
い
ち
と
か
わ
か
併
と
か
の
誌
は
、
三
者
の
時
間
的
先
後
関
係
お
よ
び
時
間
的
距
離
を
表

示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
継
起
的
で
は
あ
っ
て
も
、
因
果
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
心
中

未
遂
事
件
と
満
洲
行
き
と
の
関
に
は
=
一
年
近
く
の
時
日
の
隔
た
り
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
二
つ
の

出
来
事
の
聞
に
は
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
よ
り
も
、
関
係
が
な
い
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る

(
十
六
歳
か
ら
十
九
歳
ま
で
の
多
感
な
時
期
の
千
花
子
が
、
「
彼
」
を
唯
一
の
太
陽
と
し
て
、

そ
の
軌
道
を
廻
る
惑
星
だ
っ
た
と
す
る
考
え
方
に
与
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
も
の
留
保
条
件

が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
ち
な
み
に
、
そ
の
後
の
千
花
子
は
「
投
機
師
を
振
り
来
て
」
、
伴

奏
陣
き
と
も
離
婚
す
る
)
。
と
こ
ろ
が
、
継
起
性
は
し
ば
し
ば
因
果
性
と
混
同
さ
れ
る
の
で
、

こ
と
に
物
語
の
な
か
で
は
、
後
か
ら
や
っ
て
来
る
も
の
が
先
の
も
の
の
結
果
と
し
て
読
み
取
ら

れ
が
ち
で
あ
る
。
千
花
子
は
「
彼
」
と
の
心
中
未
遂
の
ゆ
え
に
、
満
洲
三
界
ま
で
落
ち
て
行
か

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
、
と
。
時
間
的
順
序
に
し
た
が
っ
て
二
人
の
〈
交
渉
の
経
総
〉
を
整

理
す
る
と
は
、
念
を
入
れ
て
こ
う
し
た
論
理
的
誤
謬
を
再
生
産
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
千
花
子
と
「
彼
」
と
の
聞
に
起
こ
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
交
渉
の
実
態
を

一
旦
解
体
し
、
き
れ
ぎ
れ
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
前
後
鈴
綜
さ
せ
て
出
し
入

-108-



れ
す
る
と
い
う
『
禽
獣
』
の
表
現
方
法
は
、
記
述
の
先
後
関
係
に
付
き
纏
い
が
ち
の
因
果
性
を

洗
い
浄
め
て
、
事
態
の
継
起
性
の
み
を
純
粋
に
突
き
出
そ
う
と
す
る
知
の
試
み
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
物
話
の
連
鎖
と
い
っ
た
〈
時
間
〉
の
王
権
か
ら
個
々
の
場
面
を
解
放
し
、

そ
れ
ら
自
体
を
し
て
語
ら
し
め
る
試
み
と
言
っ
て
も
よ
い
。

彼
は
十
年
近
く
前
、
千
花
子
と
心
中
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
頃
、
彼

は
死
に
た
い
死
に
た
い
と
口
癖
に
し
て
ゐ
た
ほ
ど
だ
か
ら
、
な
に
も
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け

は
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
い
つ
ま
で
も
独
身
で
動
物
と
暮
ら
し
て
ゐ
る
、
さ
う
い
ふ
生
活
に

浮
ぶ
泡
沫
の
花
に
似
た
思
ひ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
世
の
希
望
は
誰
か
が
よ
そ

か
ら
持
っ
て
来
て
く
れ
る
と
い
ふ
夙
に
、
ぼ
ん
や
り
人
ま
か
せ
で
、
ま
だ
こ
れ
で
は
生
き
て

ゐ
る
と
は
言
へ
な
い
や
う
な
千
花
子
は
、
死
の
相
手
に
よ
い
か
と
も
感
じ
ら
れ
た
。

「
死
に
た
い
死
に
た
い
と
口
癖
に
し
て
ゐ
た
ほ
ど
」
な
ら
ば
、
厭
世
鋭
、
芸
術
上
の
煩
悶
、

恋
愛
上
の
障
問
靴
、
生
活
苦
等
々
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
い
い
し
す
べ
て
で
あ
っ
て
も

か
ま
わ
な
い
が
、
「
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
」
は
と
に
か
く
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
彼
」
は
「
な
に
も
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
は
な
か
っ
た
」
と
言
う
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
論

理
の
不
整
合
ボ
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
論
理
の
不
整
会
が
、
二
人
の
〈
安
渉
の
経
緯
〉
の

故
意
な
る
抹
消
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
二
人
の
〈
交
渉
の
経

緯
〉
が
故
意
に
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
心
中
は
、
観
念
や
心
情
の
濫
り
が
わ
し

い
侵
犯
か
ら
免
れ
、
純
粋
に
感
性
の
発
刊
坊
の
場
と
し
て
此
立
す
る
よ
う
で
あ
る
。
「
彼
は
細
紐

で
終
り
な
が
ら
彼
女
の
足
の
美
し
さ
に
今
更
約
」
き
、
「
無
心
に
目
を
閉
ぢ
、
少
し
首
を
仲
ば

し
」
「
そ
れ
か
ら
合
学
し
た
」
千
花
子
の
寝
姿
を
見
て
、
「
稲
妥
の
や
う
に
、
虚
無
の
あ
り
が

た
さ
に
打
た
れ
」
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
事
態
の
継
起
性
の
み
を
純
粋
に
突
き
出
そ
う
と
す
る
試

み
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
う
し
た
論
理
的
不
整
合
が
生
ず
る
こ
と
も
恐
れ
ず
‘
い
や
、
そ

れ
ら
を
む
し
ろ
か
た
し
ろ
に
し
て
、
観
念
や
心
情
の
跳
梁
抜
庖
か
ら
感
性
を
救
抜
し
よ
う
と
す

る
試
み
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
「
彼
」
と
千
花
子
と
の
〈
交
渉
の
経
緯
〉
と
先
に
は
言
っ
た
が
、
見
ら
れ
る
ご
と
く
、

八
経
緯
〉
な
ど
と
言
っ
た
も
の
は
お
よ
そ
脅
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
で
は
、
〈
交
渉
〉
に
つ
い

て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ボ
ス
ト
ン
・
テ
リ
ア
の
出
産
に
立
ち
合
っ
た
「
彼
」
は
、
「
少
し
き
ま
り
悪
さ
う
に
は
に
か

み
な
が
ら
、
し
か
し
大
変
あ
ど
け
な
く
人
ま
か
せ
で
、
自
分
の
し
て
ゐ
る
こ
と
に
、
な
ん
の
資

任
も
感
じ
て
ゐ
な
い
ら
し
い
」
犬
の
表
情
に
、
千
花
子
が
「
彼
」
に
身
を
売
っ
た
と
き
の
表
情

を
透
か
し
見
る
。

「
こ
ん
な
商
売
を
し
て
る
と
、
だ
ん
だ
ん
感
じ
な
く
な
る
っ
て
、
ほ
ん
た
う
?
」
/
「
さ

う
い
ふ
こ
と
も
な
い
ぢ
ゃ
な
い
が
、
ま
た
君
が
好
き
だ
と
思
ふ
人
に
会
へ
ば
ね
。
そ
れ
に
、

二
人
や
三
人
の
き
ま
っ
た
人
な
ら
、
商
売
と
は
言
へ
な
い
さ
。
」
/
「
私
あ
な
た
は
ず
ゐ
ぷ

ん
好
き
な
の
。
」
/
「
そ
れ
で
も
も
う
だ
め
か
。
」
/
「
そ
ん
な
こ
と
な
い
わ
。
」
/
「
さ
う

な
の
か
ね
。
」
/
「
お
嫁
入
り
す
る
時
、
分
る
わ
ね
。
」
/
「
分
る
ね
。
」
/
「
ど
ん
な
夙
に

し
て
れ
ば
い
い
の
。
」
/
「
君
は
ど
う
だ
つ
た
ん
だ
。
」
/
「
あ
な
た
の
奥
さ
ん
は
、
ど
ん
な

風
だ
っ
た
の
。
」
/
「
さ
あ
。
」
/
「
ね
え
教
へ
と
い
て
よ
。
」
/
「
女
房
な
ん
か
な
い
よ
。
」

と
、
彼
は
不
思
議
さ
う
に
、
彼
女
の
生
真
面
目
な
顔
を
見
つ
め
た
も
の
だ
っ
た
。

筆
者
が
こ
こ
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、
「
不
思
議
さ
う
に
」
の
語
で
あ
る
。
筆
者
の

見
る
か
ぎ
り
、
不
思
議
さ
な
ど
は
楽
に
し
た
く
と
も
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
千
花
子
に

と
っ
て
、
「
感
じ
る
」
「
感
じ
な
い
」
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
「
お
嫁
入
り
す
る
時
、
分

る
」
か
否
か
が
問
題
な
の
で
も
な
い
。
問
題
な
の
は
、
そ
う
し
た
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト
を
取
り
な
が

ら
も
、
「
彼
」
に
身
を
委
せ
た
後
、
肉
体
の
接
触
だ
け
で
は
あ
き
た
ら
ず
、
肉
体
の
接
触
に
伴

っ
て
(
あ
る
い
は
遅
れ
、
先
立
ち
な
が
ら
)
訪
れ
て
く
る
は
ず
の
心
情
の
交
渉
(
も
し
く
は
心

の
つ
な
が
り
)
を
千
花
子
が
切
実
に
求
め
て
い
る
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
「
私
あ
な
た
は
ず
ゐ

ぶ
ん
好
き
な
の
。
」
と
い
う
持
っ
て
廻
っ
た
こ
と
ば
は
、
千
花
子
の
屈
折
し
た
願
望
の
な
に
よ

り
の
証
左
だ
ろ
う
。
か
て
て
加
え
て
、
千
花
子
は
そ
れ
を
手
が
か
り
に
、
現
在
の
悲
惨
な
境
遇

か
ら
脱
出
し
よ
う
と
い
っ
た
雨
明
一
み
(
成
算
)
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

た
だ
ひ
た
す
ら
に
「
彼
」
と
の
心
の
つ
な
が
り
を
切
望
し
て
い
る
、
十
六
歳
の
少
女
の
感
傷
が

そ
こ
に
は
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
.
「
彼
」
に
は
千
花
子
の
願
裂
が
理
解
で
き
な
い
。
い

や
、
そ
う
言
う
と
‘
事
実
を
誤
る
。
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
く
、
理
解
で
き
な
い
ふ
り
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
不
思
議
さ
う
に
」
の
箇
所
に
、
筆
者
が
拘
泥
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
(
ち

な
み
に
、
「
不
思
議
さ
う
に
」
は
「
彼
」
自
身
に
か
か
わ
る
言
表
だ
か
ら
、
「
さ
う
に
」
は
あ

る
径
の
綬
叙
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
物
の
捉
え
返
し
の
試
み
か
ら
も
同
様
な
こ
と
が
立
論
で

き
る
が
、
論
の
多
岐
に
渉
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
今
は
省
略
に
従
う
)
。

と
こ
ろ
で
、
「
彼
」
は
な
ぜ
、
千
花
子
が
痛
切
に
希
求
し
て
い
る
心
情
の
交
渉
(
心
の
つ
な

が
り
)
を
理
解
で
き
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
の
か
。
「
い
つ
ま
で
も
独
身
で
動
物
と
暮
し
て
ゐ

る
」
「
狐
独
な
彼
」
の
「
勝
手
な
考
へ
」
や
、
「
女
中
も
な
る
べ
く
薄
情
さ
う
な
の
を
屈
ふ
こ
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と
に
し
て
ゐ
る
」
「
彼
」
の
厭
人
癖
ゃ
に
、
そ
の
理
由
を
求
め
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら

に
は
そ
う
し
た
考
え
や
厭
人
癖
や
の
来
由
を
根
問
い
し
た
く
な
り
が
ち
だ
が
、
突
は
そ
の
こ
と

は
さ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
い
っ
そ
通
説
に
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
は
「
彼
」
の
非
情

の
限
の
せ
い
だ
、
と
一
言
っ
て
お
い
て
も
よ
い
。
大
事
な
の
は
、
既
往
に
湖
つ
て
の
、
あ
る
い
は

心
理
に
立
ち
入
っ
て
の
理
由
の
詮
索
で
は
な
く
、
理
解
で
き
な
い
ふ
り
に
よ
っ
て
刻
下
に
顕
現

さ
れ
る
「
彼
」
と
千
花
子
と
の
関
係
の
か
た
ち
|
|
人
間
同
士
の
聞
に
交
さ
れ
る
心
情
の
交
渉

で
は
な
く
、
人
間
と
も
の
と
の
間
に
あ
る
肉
体
の
接
触
で
あ
る
。

前
掲
の
引
用
に
立
ち
戻
っ
て
言
え
ば
、
こ
れ
ま
た
、
頭
も
尻
尾
も
な
い
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
で
あ

る
。
だ
が
(
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
)
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
に
立
ち
止
ま

ら
さ
れ
も
し
、
あ
れ
か
こ
れ
か
と
当
推
誌
を
さ
せ
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
合
み
の

多
い
表
現
は
わ
れ
わ
れ
の
そ
う
し
た
憶
測
に
十
分
堪
え
る
の
で
、
そ
の
周
絃
部
は
お
ぼ
ろ
に
溶

暗
し
つ
つ
も
、
千
花
子
の
前
歴
、
境
辺
、
職
業
、
性
格
、
年
齢
等
に
つ
い
て
、
相
応
の
印
象
を

抱
か
せ
ら
れ
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
重
要
な
の
は
、
千
花
子
の
稚
い

肉
声
の
一
つ
一
つ
に
、
「
少
し
き
ま
り
悪
さ
う
に
は
に
か
」
む
千
花
子
の
顔
付
や
、
「
自
分
の

体
に
は
今
い
っ
た
い
、
な
に
ご
と
が
起
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と
「
大
変
あ
ど
け
な
く
人
ま
か

L
し

お

き

、

、

せ
」
な
千
花
子
の
肉
置
を
ま
ざ
ま
ざ
と
蝕
知
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
心
情
の
交
渉
を
理
解
で
き

な
い
ふ
り
を
し
、
肉
体
の
接
触
の
み
に
関
係
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
返
さ
れ
た
も
の

も
ま
た
、
観
念
や
心
情
の
浮
を
洗
っ
た
、
純
粋
に
感
性
の
発
現
す
る
担
切
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

総
じ
て
、
『
禽
獣
』
に
は
、
「
彼
」
と
千
花
子
と
の
〈
交
渉
の
経
緯
〉
と
い
っ
た
も
の
は
脅

か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
極
力
、
排
除
さ
れ
て
い
る
。
か
わ
っ
て
あ
る
の

は
、
物
語
の
水
平
面
に
垂
直
に
此
立
す
る
千
花
子
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
あ

ま
り
に
も
痛
切
な
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ほ
と
ん
ど
無
時
間
的
に
(
つ
ま
り
は
繰

り
返
し
て
)
想
起
さ
れ
、
愛
玩
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
そ
れ
ら
の

イ
メ
ー
ジ
は
前
後
錯
綜
し
た
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
の
か
た
ち
を
と
っ
て
間
駄
的
に
噴
出
す
る
の
で
あ

り
、
あ
り
得
ベ
き
年
代
記
的
記
述
を
寸
断
す
る
こ
と
に
な
る
|
|
こ
れ
が
「
彼
」
と
千
花
子
と

の
八
交
渉
の
経
緯
〉
を
経
と
し
て
見
た
『
禽
獣
』
の
構
造
で
あ
る
。

4 

「
強
大
な
知
力
は
世
界
を
再
椛
成
す
る
が
、
感
受
性
は
強
大
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
世
界
の

混
沌
を
自
分
の
裡
に
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
と
前
置
し
な
が
ら
、
三
島
由
紀
夫
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

し
か
し
そ
の
と
き
も
し
、
感
受
性
が
放
ひ
を
求
め
て
、
知
力
に
す
が
ら
う
と
し
た
ら
ど
う

だ
ら
う
。
知
力
は
感
受
性
に
論
理
と
知
的
法
則
と
を
与
へ
、
感
受
性
が
論
理
的
に
追
ひ
つ
め

ら
れ
る
極
限
ま
で
連
れ
て
行
き
、
つ
ま
り
作
者
を
地
獄
へ
述
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
や
は
り

川
端
さ
ん
が
き
ら
ひ
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
る
小
説
「
禽
獣
」
で
、
作
者
の
の
ぞ
い
た
地
獄
は
正

に
こ
れ
で
あ
る
。
「
禽
獣
」
は
氏
が
、
も
っ
と
も
知
的
な
も
の
に
接
近
し
た
極
限
の
作
品
で

あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
同
じ
ゃ
う
な
契
機
に
よ
っ
て
苦
か
れ
た
横
光
利
一
の
「
機
械
」
と

近
似
し
て
を
り
、
川
端
さ
ん
が
爾
後
、
決
然
と
知
的
な
も
の
に
身
を
背
け
て
身
を
全
う
し
た

の
と
反
対
に
、
横
光
氏
は
、
地
獄
へ
、
知
的
迷
妄
へ
と
沈
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
〔
「
永
遠
の

旅
人
|
|
川
端
成
成
氏
の
人
と
作
品
」
、
『
別
附
文
芸
春
秋
』
昭
幻
・
4
)

結
論
か
ら
言
え
ば
、
筆
者
は
三
島
の
こ
の
見
解
に
半
ば
賛
成
で
あ
り
、
半
ば
は
反
対
で
あ
る
。

そ
う
は
言
っ
て
も
い
た
ず
ら
に
無
計
任
な
言
辞
を
弄
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
、
あ
え
て
首
鼠

両
端
を
持
し
て
い
る
の
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

3
章
で
見
た
の
は
、
そ
の
因
果
性
を
洗
っ
て
継
起
性
の
み
を
、
心
情
の
交
渉
を
捨
て
て
肉
体

の
接
触
の
み
を
純
粋
に
突
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
交
渉
の
経
緯
〉
と
い
っ
た
年
代
記
的
記

述
(
物
語
の
述
鋲
)
の
な
か
に
覆
没
し
が
ち
な
感
性
を
放
抜
し
よ
う
と
す
る
、
知
の
試
み
で
あ

っ
た
。
個
々
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
を
生
動
さ
せ
て
い
る
も
の
は
あ
る
い
は
書
き
手
に
生
得
の
感
性

か
も
知
れ
ぬ
が
、
感
性
そ
れ
自
体
は
突
は
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
、
感
性
の
放
玲
な
跳
梁
践

屈
を
制
御
し
、
調
節
し
、
誘
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
性
は
は
じ
め
て
言
表
に
結
び
つ
く
。

個
々
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
を
し
て
物
語
の
水
平
面
に
垂
直
に
此
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
化
し
て
い
る

の
は
、
知
の
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
禽
獣
』
を
「
も
っ
と
も
知

的
な
も
の
に
接
近
し
た
極
限
の
作
品
」
で
あ
る
と
す
る
三
島
の
見
解
に
、
賛
意
を
表
す
る
ゆ
え

ん
で
み
の
る
。
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と
こ
ろ
で
、
三
島
の
言
う
知
と
は
、
突
践
的
な
関
心
に
沿
い
、
因
果
律
に
即
し
て
成
り
立
つ
、

い
う
と
こ
ろ
の
科
学
的
知
の
よ
う
で
あ
る
。
爾
後
の
川
端
が
横
光
と
同
様
な
「
知
的
迷
妄
」
に

沈
ま
な
か
っ
た
の
は
、
「
決
然
と
知
的
な
も
の
に
身
を
背
け
」
た
た
め
だ
と
す
る
と
こ
ろ
に
も
、

そ
の
こ
と
は
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
禽
獣
』
中
に
散
見
さ
れ
る
フ
ラ

グ
メ
ン
ト
は
、
そ
の
因
果
性
を
洗
い
浄
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
因
果
律
に
即
し
て
成
り
立
つ
科
学
的
知
が
、
み
ず
か
ら
の
拠
っ
て
立
つ
因
果
性
を
洗
い
浄



め
る
な
ど
は
、
自
家
撞
着
も
甚
だ
し
い
。

あ
る
い
は
、
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
は
そ
の
名
の
示
す
通
り
砕
片
だ
か
ら
、
た
と
え
フ
ラ
グ
メ
ン
ト

を
無
数
に
寄
せ
集
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
だ
け
で
は
一
個
の
作
品
世
界
を
形
成
し
得
な

い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
き
れ
ぎ
れ
の
、
そ
れ
だ
け
に
鮮
烈
き
わ
ま
り
な
い
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
が
ゆ

た
か
に
動
員
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
物
語
の
流
れ
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
寸
断
さ
れ
、
そ
の
統

辞
性
が
害
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
物
語
全
体
の
統
辞
性
を
保
証
す
る
「
も
う
」

が
発
動
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
「
も
う
」
は
、
表
現
の
論
理
を
巧
み
に
逮
え
な
が
ら
も
、
そ
れ

が
運
ん
で
く
る
主
体
の
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
、
位
立
す
る
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
の
相
互
を
ゆ
る
や
か
に

繋
ぎ
、
さ
ら
に
は
物
語
を
前
に
推
し
進
め
て
行
く
の
で
あ
る
。
わ
か
レ
か
か
働
U
、
ム
r
b
b
、

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
旬
o
a
r
R
R官
官
D
U
E
-
6
n

と
い
っ
た
論
理
的
一
誤
謬
の
組
織
的

応
用
が
、
「
も
う
」
に
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
2
章
で
述
べ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
島
の
言
う
「
感
受
性
が
救
ひ
を
求
め
て
、
知
力
に
す
が
ら
う
」
と
す

る
そ
の
知
が
、
実
践
的
な
関
心
に
沿
い
、
因
果
律
に
却
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
い
う
と
こ
ろ

の
科
学
的
知
だ
と
す
る
限
り
、
『
禽
獣
』
に
当
て
は
め
る
に
は
す
こ
ぶ
る
具
合
が
悪
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
三
島
は
ま
さ
し
く
そ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
三
島
の
見
解
に
半

ば
反
対
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

筆
者
は
そ
こ
で
、
『
禽
獣
』
に
働
い
て
い
る
知
を
、
中
村
雄
二
郎
の
言
う
、
主
体
の
意
味
づ

け
の
関
心
に
沿
い
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
コ
ス
そ
ロ
ジ
l
に
即
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
〈
パ
ト
ス

の
知
〉
と
読
み
換
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
記
述
の
先
後
関
係
に
付
き
短
い
が
ち
の
因
果
性
を

洗
い
浄
め
て
事
態
の
継
起
性
の
み
を
突
き
出
す
こ
と
、
心
情
の
交
渉
を
絶
縁
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
肉
体
の
接
触
自
体
を
奪
還
す
る
こ
と
、
|
|
そ
れ
ら
の
努
力
を
か
た
し
ろ
に
、
個
々
の
フ
ラ

グ
メ
ン
ト
を
純
粋
に
感
性
の
発
現
す
る
場
と
し
て
物
語
の
水
平
面
に
対
し
て
垂
直
に
此
立
さ
せ

る
。
こ
う
し
た
『
禽
獣
』
の
試
み
は
、
す
べ
て
の
も
の
の
な
か
に
徴
候
を
読
む
〈
パ
ト
ス
の
知
〉

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
即
し
た
側
面
で
あ
る
。
か
つ
て
、
『
禽
獣
』
に
見
ら
れ
る
人
間
と
動
物
と

の
「
両
者
の
同
一
視
」
(
伊
藤
整
)
に
驚
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
〈
パ
ト
ス
の
知
〉

の
前
に
、
そ
う
し
た
抗
き
は
な
き
に
均
し
い
。
す
べ
て
に
つ
け
て
、
徴
伎
に
立
味
を
見
る
の
が

〈
パ
ト
ス
の
知
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
物
語
展
開
の
要
の
位
置
に
こ
と
さ
ら
に

象
飲
さ
れ
た
、
主
体
の
パ
ト
ス
を
運
ぶ
「
も
う
」
の
頻
用
は
、
散
乱
し
、
拡
散
し
よ
う
と
す
る

フ
ラ
グ
メ
ン
ト
の
数
々
を
取
り
纏
め
、
一
編
の
物
語
に
織
り
成
し
て
い
く
〈
パ
ト
ス
の
知
〉
の

コ
ス
モ
ロ
ジ
l
に
即
し
た
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
「
不
吉
で
異
様
な
、
人
さ
わ
が

せ
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
」
に
「
不
意
打
の
効
果
」
(
佐
伯
彰
一
)
を
見
た
人
も
あ
っ
た
よ
う
だ

が
、
危
難
を
避
け
平
安
を
得
ょ
う
と
す
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
1

の
椛
築
の
前
に
、
「
効
果
」
や
「
ね

ら
い
」
は
な
き
に
均
し
い
。
ち
な
み
に
、
三
島
の
言
う
川
端
と
横
光
と
の
爾
後
の
岐
れ
道
も
、

「
知
的
な
も
の
」
に
対
す
る
両
者
の
身
の
処
し
方
に
起
因
す
る
と
考
え
る
よ
り
も
、
横
光
の
知

が
〈
科
学
的
知
〉
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
川
端
の
知
が
〈
パ
ト
ス
の
知
〉
で
あ
っ
た
た
め
だ

と
考
え
る
方
が
、
は
る
か
に
納
得
し
や
す
い
よ
う
で
あ
る
。

総
じ
て
、
『
禽
獣
』
と
い
う
作
品
を
根
の
と
こ
ろ
で
束
ね
て
い
る
の
は
、
主
体
の
意
味
づ
け

の
関
心
に
沿
い
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
コ
ス
そ
ロ
ジ
l
に
即
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
〈
パ
ト
ス
の

知
〉
で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
、
『
禽
獣
』
と
い
う
作
品
は
、
「
小
鳥
の
鳴
戸
に
、
彼
の
白
日
夢

は
破
れ
た
。
」
と
書
き
起
さ
れ
な
が
ら
も
、
白
日
歩
の
内
容
は
い
っ
か
な
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま

に
、
日
比
谷
公
会
堂
に
急
ぐ
タ
ク
シ
ー
の
な
か
で
の
勝
手
気
健
な
連
想
、
回
想
が
つ
ら
ね
ら
れ

て
い
き
、
楽
屋
ロ
で
目
隠
し
た
千
花
子
の
「
死
顔
」
に
重
ね
て
白
日
夢
の
内
容
が
よ
う
や
く
説

明
さ
れ
る
こ
と
で
突
然
終
結
を
迎
え
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、

「
千
花
子
の
踊
を
見
に
行
く
の
に
、
そ
ん
な
こ
と
を
気
に
す
る
の
か
ら
し
て
、
今
は
も
う
を
か

し
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
主
体
の
意
味
づ
け
の
関
心
(
千
花
子
に
対
す
る
あ
ら
か
じ
め

の
断
念
に
基
づ
く
こ
と
さ
ら
な
る
千
花
子
の
遺
棄
と
、
そ
れ
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
主

体
に
外
在
し
、
と
ど
め
よ
う
も
な
く
流
れ
去
る
八
時
〉
の
不
如
怠
さ
お
よ
び
立
に
反
し
て
の
主

体
の
関
与
の
不
在
も
し
く
は
無
効
の
認
識
と
)
が
強
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
言
っ
た
。
(
一
九
八
三
、
四
、
二
八
稿
)
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