
森
、
鴎
外

「
山
淑
大
夫
」

の
文
体
に
つ
い
て

現
在
形
止
め
セ

ン
一
ア
ン

lま

め

じ

鴎
外
の
歴
史
小
説
の
由
で
も
、
「
山
栂
大
夫
」
は
も
っ
と
も
広
〈
読
ま
れ
て

い
る
作
品
で
あ
ろ
う
o

い
わ
ゆ
る
名
作
物
語
と
し
て
児
童
読
物
に
も
だ
っ
て
い

る
作
品
で
あ
り
、
学
校
に
卦
け
る
文
学
教
材
と
し
て
癒
ん
に
と
・
り
扱
わ
れ
て
い

る
点
か
ら
考
え
て
、
時
間
外
の
歴
史
小
説
に
は
念
じ
み
が
友
〈
て
も
「
山
搬
大
夫
」

だ
け
は
読
ん
で
い
る
と
い
う
者
が
多
い
と
思
わ
れ
る
o

し
か
し
、
鶴
外
の
歴
史
小
説
と
し
て
の
「
山
椴
大
夫
」
に
関
寸
る
文
学
研
究

者
め
評
価
は
、
必
ず
し
も
芳
し
ぐ
な
い
コ
例
え
ば
、
石
川
淳
の
「
森
鴎
外
し
に

段
、
「
『
山
椴
大
夫
』
は
無
訴
に
も
駄
作
で
あ
る
o
よ
ほ
ど
俗
っ
ぽ
く
情
緒
題

綿
と
し
だ
加
と
、
か
句
い
ふ
物
ほ
出
来
上
ら
を
い

o
俗
情
脅
伝
説
の
中
に
と
り

ζ

ま
せ
て
、
あ
さ
り
奔
放
で
も
念

h

空
想
で
肥
大
さ
せ
て
、
美
女
の
衣
を
着
ぜ

た
も
の
で
あ
る
o
努
め
上
手
の
人
は
詩
が
あ
る
と
で
も
一
広
ふ
が
も
知
れ
4

な
い
が
、

あ
ひ

K
〈
そ
の
詩
が
悟
然
と
し
て
仲
間
実
在
放
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
褒
め
た
と

と
に
は
な
る
ま
い
o
仕
上
げ
が
き
れ
い
に
い
っ
て
ゐ
る
だ
け
悪
質
で
あ
る
o
失

敗
の
危
険
も
念
い
や
勺
な
と
と
ろ
に
養
が
あ
る
筈
も
左
か
っ
た
。
鶴
外
集
中
、

く
そ
面
白
〈
も
左
い
作
品
で
あ
る
0

」
と
述
べ
で
あ
っ
て
、
惨
議
、
え
る
批
評
ぶ

ス
の
考
察

地

夫

国

り
で
あ
る
o

こ
と
で
、
名
文
家
の
誉
高
円
鴎
外
の
文
章
表
現
を
と
り
扱
句
に
際
し
て
、
作

品
・
作
家
研
究
に
資
寸
る
こ
と
を
呂
的
と
寸
る
文
体
論
の
立
場
か
ら
は
、
作
品

内
容
を
還
し
て
、
石
川
津
評
寸
る
と
こ
ろ
の
「
美
文
の
衣
」
の
表
現
価
値
希
一
京

一
玄
寸
る
と
と
が
必
要
で
あ
ろ
今
が
、
わ
た
し
は
、
文
章
論
と
し
て
の
文
章
研
究

の
一
環
と
し
て
、
作
品
の
文
学
的
内
容
は
拾
象
し
た
立
場
で
、

ζ

の
作
品
の
い

わ
ゆ
る
奨
文
の
表
現
特
質
合
調
べ
て
み
た

h
o

鵠
外
の
文
章
表
現
作
特
色
の
一
つ

κ、
現
在
形
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
ウ
劣
同
と

い
行
現
象
が
あ
る
o
歴
史
小
説
陀
か
い
て
特
に
そ
れ
が
多
〈
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
な
か
で
も
「
山
栂
大
卓
八
」
に
著
し
く
見
弓
け
ら
・
丸
、

ζ

の
現
在
形
止

め
が
、
こ
の
作
品
の
文
体
の
一
つ
の
骨
・
格
を
4

た
し
て
い
る
と
思
今
の
で
あ
る
o

と
こ
ろ
で
、
鴎
外
の
す
ん
一
撃
を
尊
敬
寸
る
三
島
由
紀
夫
の
「
文
意
読
本
」
に
、

つ
ぎ
の
よ
ち
左
叙
述
が
あ
る
o
「
私
は
支
え
途
中
で
文
章
受
読
み
か
へ
し
て
、

過
去
形
の
多
い
と
と
ろ
を
い
〈
っ
か
現
在
形
に
宏
依
す
と
と
が
あ
り
ま
す

o

こ

れ
は
日
本
需
の
特
権
で
、
現
在
形
の
テ
ン
ス
を
過
去
形
の
連
続
の
間
に
凶
き
な

り
は
め
あ
ζ

と
で
、
文
章
の
リ
ズ
ム
が
向
由

K
変
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
0

8
本
議
の
動
詞
が
か
授
ら
ず
文
章
の
い
ち
ば
ん
後
に
〈
る
と
い
句
特
質
(
倒
置

- 1ー



浪
合
除
ぐ
)
陀
よ
っ
て
、
過
去
形
の
テ
ン
ス
が
続
ぐ
場
合
に
は
『
・
・
・
・
・
し
た
』

『
・
・
・
・
・
た
』
『
・
・
・
・
・
え
』
と
い
ふ
一
言
葉
が
あ
ま
り
に
連
続
し
や
す
ぐ
左

り
ま
す

R

そ
の
た
め
に
適
度
の
現
在
形
の
挿
入
は
必
要
で
あ
り
を
す
。
」

テ
ン
ス
が
文
法
形
式
と
し
て
確
立
し
て
い
る
ヨ

1
ロ
ァ
パ
言
語
の
文
章
で
は
、

と
の
よ
今
な
文
章
訂
正
の
手
続
き
は
と
り

κぐ
い
わ
け
で
、
ま
さ
に
と
れ
ば
日

本
語
の
特
権
で
あ
ろ
勺
が
、
過
去
形
表
現
を
基
調
と
す
る
文
章
の
出
陀
現
在
形

セ
ン
テ
ン
ス
全
混
入
す
る
と
と
か
ら
得
ら
れ
る
表
現
効
果
は
、
リ
ズ
ム
の
変
化

以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
と
思
句
。
過
去
形
表
現
を
基
本
と
す
べ
き
文

章
表
現
の
中
に
現
在
形
止
め
を
使
用
し
た
ば
あ
い
、
そ
と

κ
ど
の
よ
今
な
表
現

特
性
が
生
じ
る
も
の
か
。
と
と
で
は
、
歴
史
小
説
と
し
て
過
去
性
の
強
い
表
現

素
材
を
内
容
と
し
た
文
章
で
あ
り
乏
が
ら
、
現
在
形
表
現
安
多
〈
含
む
「
山
根

大
夫
」
の
表
現
に
が
い
て
、
と
の
工
勺
設
課
題
を
追
求
し
て
み
た
h

と
思
弓
の

で
あ
る
・

短
篇
小
説
「
山
根
大
夫
」
の
文
章
の
地
の
文
の
文
数
を
四
九
六
個
と
認
め
た
・

い
わ
ゆ
る
歴
史
的
現
在
と
し
て
の
現
在
形
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
の
考
察
の
た
め
に
、

会
話
文
は
と
り
扱
わ
ず
、
ま
た
、
鴎
外
が
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
表
現
法
で
あ

る
、
つ
ぎ
の
傍
線
部
の
工
う
友
会
話
文
に
準
ず
る
セ
ン
テ
ン
ス
も
、
右
の
地
の

文
の
数

K
は
含
め
な
か
っ
た
。

草
臥
れ
た
子
供
等
を
先
へ
寝
さ
せ
て
、
母
は
宿
の
主
人
陀
身
の
上
の
が

ほ
よ
そ
を
、
微
か
左
燈
火
の
下
で
話
し
た
。

自
A
N

は
山
石
代
の
も
の
で
あ
る
。
夫
が
筑
紫
へ
住
っ
て
婦
ら
ぬ
の
で
、
二

人
の
子
供
を
遠
れ
て
尋
ね
に
行
〈
。
姥
竹
は
姉
娘
の
生
れ
た
時
か
ら
守
を

し
て
〈
れ
た
女
中
で
、
身
寄
の
を
い
も
の
ゆ
ゑ
、
遠
い
、
覚
東
念
い
旅
の

伴
を
す
る
と
と

K
念
っ
た
と
話
し
た
の
で
あ
る
。

会
話
文
が
よ
び
右
の
よ
う
な
文
を
除
い
た
地
の
す
人
一
の
句
点
の
数
を
地
の
女
の

個
数
と
し
た
。
そ
の
四
九
六
文
中
、
現
在
形
止
め
は
一
へ
主
文
用
い
ら
れ
て
い

る
。
約
三
七
%
の
現
在
形
止
め
が
う
か
が
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

現
在
形
止
め
が
よ
び
過
去
形
止
め
の
文
末
部
の
形
式
と
そ
の
使
用
数
は
、
つ

ぎ
の
ど
と
〈
で
あ
一
る
。

(
終
止
形
〉

一
一
被
動
詞
現
在
形

て
ゐ
る

(
勃
詞
十
え
)

298 

42 48 

一
般
動
詞
過
去
形

て
ゐ
た

の
で
あ
っ
た

。

の
で
あ
る

27 :a 

2 

ーーー- " G 一

。

で
あ
-
っ
た

で
あ
る

助
動
詞
設
い

18 

助
動
詞
4

な
か
っ
た

3 

が
あ
る

11 

が
あ
っ
た

2 

で
あ
る

形
雰
詞
終
止
形

疑
問
助
詞
か

で
あ
っ
た

。

5 

形
容
詞
乏
か
っ
た

1 

4 

過
去
形
止
め
は
大
部
外
「
動
詞

1
た
」
で
、
そ
の
他
の
形
式
は
数
が
少
左
い
。

と
い
う
と
と
は
、
一
般
動
詞
以
外
の
現
在
形
表
現
は
、
も
つ
ば
ら
現
在
形
と
し

て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
過
去
形
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
と
が
少
一
な
い

と
い
う
精
果
を
示
し
て
い
る
。
と
の
と
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
詩
形
式
が
現
在

形
と
し
て
独
自
の
表
現
性
を
表
わ
し
て
い
る
と
と
が
考
え
ら
れ
る
。

と
と
で
す
八
法
掌
の
立
場
か
ら
、
過
去
を
一
ホ
ナ
「
た
」
の
表
現
機
能
を
、
テ
ン



ス
の
表
現
と
し
て
の
過
去
必
よ
び
完
了

K
限
ら
ず
、
過
去
の
窓
柄
に
対
す
る
回

想
と
そ
れ
に
伴
な
う
情
緒
表
出

K
も
認
め
る
(
注
1

)

4
な
ら
ば
、
と
の
作
品
の

文
章
が
「
た
」
を
用
い
も
仙
い
現
在
形
止
め
を
冬
〈
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
情

緒
性
に
乏
し
く
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
逆
に
鴎
外
独
自
の

7
ポ
ロ
エ
ッ
シ
ュ
宏
文

体
を
成
り
た
た
せ
る
一
一
国
と
念
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
考
え
ら
れ

る
の
で
る
る
・
そ
れ
ば
、
一
二
島
由
紀
夫
が
き
昔
-
K
引
用
し
た
文
章
K
続
け
て
、

つ
ぎ
の
工
う

K
言
っ
て
い
る
と
と
に
も
通
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
「
ま
た
私
は

『
潮
騒
』
の
よ
う
に
物
語
的
小
説
で
は
『
・
・
・
・
・
で
あ
っ
た
』
と
い
ふ
語
尾
を

た
び
た
び
使
ひ
4
仇
し
た
。
と
の
一
言
葉
は
物
語
的
宗
囲
気
を
積
め
ま
す
。
し
か
し

リ
ア
リ
ズ
ム
の
小
説
に
『
・
・
・
・
・
で
あ
っ
た
』
が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
る
と
、
内

容
を
あ
ま
り

K
ロ
マ
ネ
ス
ク

K
見
せ
す
ぎ
る
昔
、
-
ら
ひ
が
あ
り
を
す
3

私
は
堀
口

大
学
氏
の
ラ
デ
ィ
グ
の
小
説
の
融
釈
に
か
ぶ
れ
て
『
.
，

... 
す
る
の
だ
っ
た
』

と
い
う
パ
セ
テ
ィ
ァ
ク
念
物
語
的
文
体
の
彰
響
を
引
受
け
す
ぎ
た
の
で
、
い
ま
で

は
そ
れ
を
恥
か
し
〈
怠
っ
て
ゐ
を
す
・
」

し
か
し
、
と
と
で
は
、
「
た
」
の
表
出
機
抽
出
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
現

在
形
止
め
の
諸
相

K
視
点
を
定
め
て
、
一
般
に

7
ポ
ロ
ニ

7
γ

ュ
宏
文
体
と
か
、

知
的
乾
燥
体
と
か
を
ロ
わ
れ
て
い
る
鴎
外
の
文
章
の
表
現
性
を
考
え
て
み
た
い
.

(
例
交
の
ベ

1
・
ッ
数
は
、
岩
波
文
庭
「
山
淑
大
夫
・
高
瀬
舟
」

K
よ
る
。
)

「
山
概
大
夫
」

K
限
ら
ず
鴎
外
作
品
を
読
む
と
き

K
容
易
に
気
付
く
文
末
表

現
の
特
色
は
、
「
の
で
あ
る
」
の
使
用
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
か
ら
取
り
あ
げ

て
み
た
い
。

「
の
で
あ
る
」
の
表
現
法
ば
、

「
山
槻
大
夫
」
に
か
い
て
は
、
微
妙
念
ニ
ユ

ア
ン
ス
の
差
は
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
二
つ
の
タ
イ
プ

K
分
け
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
・
一
つ
は
、
「
の
で
あ
る
」
の
「
の
」
の
は
た
ら
き
と
し
て
文
法
的
念
立

場
か
ら
、
例
え
ば
、
「
ノ
は
、
説
明
用
、
説
得
用
の
と
と
ぼ
で
あ
る
。
現
実
描

写
で
は
な
く
て
、
現
場
の
事
実

K
つ
い
て
根
拠
と
か
理
由
と
か
を
述
べ
る
」

(注

2
)
と
一
言
わ
れ
て
い
る
の

K
あ
て
は
ま
る
使
い
方
で
あ
る
。

例
1

「
気
張
る
ぞ
」
と
今
一
人
の
船
頭
が
云
っ
て
、
左
の
替
を
つ
と
伸
べ

て
、
一
度
挙
を
開
い
て
見
ぜ
、
次
い
で
示
指
を
竪
て
て
見
せ
た
。
此
男
は

佐
渡
の
二
郎
一
で
六
貫
文
に
付
け
た
の
で
あ
る
。

(
p
-
w
U
)

例
2
ぞ
れ
を
二
郎
が
高
一
り
掛
か
っ
て
聞
い
た
。
二
郎
は
邸
を
見
廻
っ
て
、

強
い
奴
が
弱
い
円
奴
を
虐
げ
た
り
、
静
を
し
た
り
、
盗
を
し
た
り
す
る
の
を

取
り
締
ま
っ
て
ゐ
る
列
司
刻
刻
。

(
p
-
m
i幻
)

例
3

尉
子
玉
は
4

叫
ん
と
も
思
ゐ
定
め
兼
ね
て
、
ぼ
ん
や
り
し
て
付
い
て
降

り
る
。
姉
は
今
年
十
五
陀
友
り
、
弟
は
十
三
に
在
っ
て
ゐ
る
が
、
女
は
早

く
が
と
も
は
ぴ
て
、
そ
の
上
物
に
悪
か
れ
た
や
う
に
、
聡
〈
賢
し
く
を
つ
て

ゐ
る
の
で
、
尉
子
王
は
姉
の
詞
に
背
〈
と
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。

(
P
-

訪
)

一一 3-

の
使
い
方
が

と
れ
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
を
「
の
で
あ
る
」

文
二
九
例
中
一
三
例
現
わ
れ
て
〈
る
。

例
4

二
人
の
子
供
は
宮
崎
が
舟
へ
、
母
判
明
、
介
政
竹
と
は
佐
渡
が
舟
へ
、
大

夫
が
手
を
封
一
一
つ
て
乗
り
移
ら
せ
た
。
移
ら
・
ぜ
て
引
く
大
・
矢
い
か
r
Z
J

児
、
宮
崎

も
佐
渡
も
幾
婚
か
の
銭
を
揺
ら
せ
た
叫
叶
叫
材
。

(
p
-
げ

)

例
5

所
々
に
紫
色
の
岩
の
誇
れ
て
い
る
所
を
通
っ
て
、
利
広
h
戸
地
た
出

る
。
そ
と
に
雑
木
が
茂
フ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(
p
・
1
)

例
6

尉
子
玉
ば
十
歩
ば
か
り
残
っ
て
ゐ
え
坂
道
品
川
-
、
一
走
り
に
お
け
降
り

て
、
沼

K
沿
う
て
街
道
代
出
た
。
余
し
て
大
雲
川
の
濠
JMeL1-5J

へ
」
刊
に
か
つ

「
の
で
あ
ろ
」



(
P
・
叫
)

て
急
ぐ
の
で
あ
る
。

と
れ
ら
の
例
で
は
、
前
文
後
文
と
も
に
事
物
や
行
動
そ
の
も
の
の
描
写
で
、

後
文
の
文
末
K
「
の
で
あ
る
」
を
用
い
る
必
要
性
一
の
乏
し
い
表
現
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
は
、
試
み

K
と
れ
ら
三
例
の
「
の
で
あ
る
」
を
取
り
除
い
て
文

を
結
ん
で
も
速
す
人
表
現
と
し
て
あ
ま
り
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
念
い
と
と
ろ
か

ら
も
わ
か
み
。
も
っ
と
も
、
と
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
ど
ち
ら
に
も
属
す
る
と
言

え
そ
う
ま
例
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
後
半
唱
の
方
に
属
す
る
と
考
え
う
る
も

の
が
、
数

K
し
て
半
介
近
〈
存
在
し
て
い
る
。

一
般
代
「
の
で
あ
ゐ
」
文
が
多
く
在
れ
ば
、
そ
の
「
の
で
あ
る
」

K
背
負
わ

さ
れ
て
い
る
表
現
内
符
か
ら
し
て
、
審
物
や
動
作
そ
の
も
の
の
檎
写
よ
り
も
、

そ
れ
ら
陀
つ
い
て
の
概
念
的
説
明
的
な
表
現
が
多
〈
な
る
と
芳
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
「
山
淑
大
夫
」
の
ば
あ
い
で
は
、
さ
ら
に
、
審
物
や
動
作
の
具
象
的

表
現
を
も
し
ば
し
ば
「
の
で
あ
る
」
で
結
ぶ
ζ

と
に
よ
っ
て
、
全
検
的
陀
兵
象

性
よ
り
も
概
念
性
説
明
伎
の
強
い
文
章
花
左
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

鴎
外
の
文
章
が
知
的
文
徐
で
あ
る
と
言
わ
九
る
要
因
は
、
鴎
外
独
自
の
詩
嚢
や

そ
の
用
法
に
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
、
と
の
よ
う
な
文
末
表
現
形
式
の

あ
り
ょ
う
か
ら
も
う
か
が
う
と
と
が
で
き
る
と
思
う
。

つ
ぎ

K

「
で
あ
る
い
を
取
り
あ
げ
る
。

例
7

母
は
=
一
十
歳
を
恥
え
た
ば
か
り
の
女
で
、
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
ゐ

る
。
姉
は
十
四
、
弟
は
十
二
で
あ
る
。

(
P
-
7
)

例
8
大
夫
は
右
の
手
を
挙
げ
て
、
大
掃
を
祈
っ
て
見
せ
た
。
そ
し
て
自
外

も
そ
と
へ
舟
を
筋
っ
た
。
大
揖
だ
け
祈
っ
た
の
は
、
四
人
あ
る
と
一
女
ふ
相

H
H
"
H
n
u
n
 

図
で
あ
る
。

例
9

人
買
が
立
ち
廻
る
な
ら
、
其
人
買
の
詮
議
を
し
た
ら
好
さ
さ
う
な
も

の
で
あ
る
。
旅
人
に
足
を
留
め
さ
せ
ま
い
と
し
て
、
行
き
暮
れ
た
も
の
を

路
頭
に
迷
わ
せ
る
や
う
な
提
を
、
国
守
は
な
ぜ
定
め
た
も
の
か
。
不
束
な

世
話
の
焼
き
ゃ
う
司
刻
刻
。
併
し
苦
の
人
の
自
に
は
提
で
あ
る
。
令
-
M
)

断
定
説
明
的
な
表
現
性
を
持
つ
「
で
あ
る
」
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
内
容
は
、

右
の
例
の
よ
う

K
、
事
柄

K
対
す
る
注
釈
的
説
明
や
、
筆
者
の
立
場
か
ら
の
意

見
を
述
べ
た
も
の
が
多
〈
、
「
で
あ
る
」
文
二
七
例
中
十
四
例
が
と
の
類
に
あ

て
は
ま
ゐ
。
そ
の
点
で
、
と
の
「
で
あ
る
」
の
は
た
ら
き
に
、
さ
き
に
述
ぺ
た

「
の
で
あ
る
」
に
準
ず
る
表
現
性
を
認
め
る
と
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
と
こ

で
は
、
そ
の
他
の
「
で
あ
る
」
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
K
着
目
し
た
い
。

右
の
十
四
例
以
外
の
「
で
あ
る
」
文
は
、
そ
の
表
現
内
界
一
と
し
て
、
情
景
・

事
物
・
人
物
の
行
動
な
ど
を
表
わ
し
て
い
み
が
、
そ
の
中
で
つ
ぎ
の
主
う
な
表

現
が
あ
る
の
を
と
り
あ
げ
た
い
。

例
h
M

「
あ
れ
あ
れ
」
と
呼
び
か
は
す
親
子
主
従
は
、
ロ
ハ
遠
ざ
か
り
行
〈
ば

が
ド
叶
材
列
。

(
p
・
3

例
日
子
供
は
九
州
「
診
母
あ
様
、
雪
地
あ
様
」
と
呼
ぶ
ゆ
が
れ
叫
叶
刈
。

(
P
-
U
)
 

例
ロ
見
上
も
下
も
溜
を
飲
ん
で
、
奴
の
小
尾

K
は
静
が
起
る

Mm
市
計
刈
J
M
o

(
p
-
ね
)

例
目
併
し
弟
の
詞
に
は
答
へ
な
い
。
町
八
引
き
合
っ
て
い
る
手
陀
力
を
入
れ

。。"“"““""""

た
だ
け
で
あ
る
。

(
p
・
お
)

人
物
行
動
を
内
容
と
し
た
文
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
只
・
・
・
・
・
ば
か
り
」

「
只
・
・
・
・
・
だ
け
」
と
い
ラ
副
詞
的
呼
応
表
現
で
枠
づ
け
さ
れ
た
上
、
「
で
あ

る
」
で
結
ぼ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
事
態
や
行
動
を
示
し
て
い
る
表
現

(
P
・
げ
)

- 4ー



内
容
の
も
の
で
も
、
「
で
あ
る
」
で
結
ぼ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
一
般

K
説
明
性

の
強
い
表
現
に
な
ゐ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
れ
ら
の
例
で
は
、
さ
ら
に
そ
れ
が

副
詞
的
呼
応
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
表
現
に
だ
っ
て
い
る
と
と
ろ

K
、
筆
者
の

立
場
か
ら
の
説
明
性
が
強
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
言
わ
ば
、
そ
れ
だ
け
表
現

の
具
象
性
が
弱
く
な
り
、
抽
象
性
、
概
念
性
が
強
〈
左
っ
て
い
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

例

m
-
M
は
、
安
寿
・
尉
子
王
と
母
親
と
が
人
買
い
舟
に
乗
せ
ら
れ
た
ま
ま

引
き
離
さ
れ
る
緊
迫
し
た
場
面
を
現
わ
す
文
で
あ
る
が
、
そ
の
場
面
描
写

K
ζ

の
よ
う
な
説
明
文
形
式
を
用
い
て
い
る
と
い
う
と
と
る
に
特
色
が
あ
る
。
と
の

場
商

K
関
し
て
、
「
か
ん
じ
ん
の
、
浦
上
の
洋
主
で
の
親
子
の
別
れ
の
場
は
、

あ
っ
さ
り
し
す
ぎ
て
、
悲
劇
感
・
切
迫
感
が
、
は
設
は
だ
乏
し
い
・
」
(
注
3
)

と
い
う
評
が
あ
る
が
、
と
の
よ
う
な
表
現
の
特
色
が
場
面
の
切
迫
感
を
乏
し
く

さ
せ
る
一
因

K
攻
っ
て
い
る
も
の
と
思
う
。

と
れ
に
類
似
す
る
表
現
形
式
が
打
消
の
助
動
詞
「
設
い
」
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ

る
交
に
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
つ

e

つ
い
て
取
り
あ
げ
て
み
る
。

例
H

子
供
等
の
母
ば
只
さ
う
一
玄
ふ
提
の
あ
る
土
地
に
来
合
せ
た
運
命
を
歎

く
だ
け
で
、
提
の
善
悪
ゆ
患
は
吋
叶
。

(
p
-
m
)

(ママ〉

例
目
提
を
破
っ
て
き
で
も
宿
を
貸
し
て
〈
れ
た
の
を
、
難
有
〈
は
思
っ
て

も
、
何
事
陀
工
ら
ず
一
玄
ふ
が
俺
に
在
る
程
、
大
・
夫
を
信
じ
て
ほ
ゐ
念
い
。

(
p
-
日
〉

。“民
wu"
“

例
ぉ
柴
を
苅
る
所
は
、
都
院
か
ら
遠
く
は
な
い
。

(
P
-
M
)

例
口
併
し
生
得
、
人
の
悶
え
苦
ん
だ
り
、
泣
き
叫
ん
だ
り
す
る
の
を
見
え

が
り
は
し
な
い
。

(
p
-
M
)

例
お
そ
し
て
日
は
瀕
〈
午

K
近
づ
く
の

K
、
山

K
畳
ら
う
と
も
し
友
い
。

(
P
-
m叫
)

助
動
詞
「
な
い
」
女
十
八
例
中
十
四
例
が
、
と
れ
ら
の
例
の
よ
う

K
文
中

K

溺
助
詞
「
は
」
「
も
」
を
含
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
K
述
べ
た
「
で
あ

る
」
の
表
現
法
に
準
じ
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
否
定
交
に
な
い
て
も
、
喜
一
柄
そ

の
も
の
を
叙
述
す
る
の
で
な
く
、
事
柄
に
対
す
る
筆
者
の
評
価
・
限
定
の
気
持

ち
が
加
わ
9

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
、
「
の
で
あ
る
」
「
で
あ
る
」
「
な
い
」
を
通
し
て
の
考
察
か
ら
、

「
山
栂
大
夫
」
の
文
章
が
知
的
判
断
性
・
説
明
性
を
強
く
す
る
表
現
形
式
を
備

え
て
い
る
と
と
を
認
め
た
い
.

四

つ
ぎ

K
、
「
て
あ
る
」
「
て
ゐ
る
」
を
取
り
あ
げ
る
。

例
お
一
抱
に
徐
る
柱
を
立
て
並
べ
て
造
っ
た
ム
ム
慶
の
奥
深
い
広
間
陀
一
間

四
方
の
炉
を
切
ら
せ
て
、
炭
火
が
か
と
し
て
あ
る
。

例
お
家
の
南
側
の
疎
友
生
垣
の
内
が
、
土
を
敵
き
閤
め
た
広
場
に
な
っ
て

ゐ
て
、
其
上

K
一
面
に
滞
が
敷
い
叫
叫
札
。

(
p
-
羽

)

積
一
は
百
姓
家
の
断
え
た
り
続
い
た
り
す
る
間
を
唱
団
つ
引
ヰ
刻
。

ー-5-

例
目

(
p
・
7
)

例
泣
屋
根
の
上
、
地
K
ち
ら
ば
っ
た
藁
の
上
に
は
霜
が
降
つ
叶
叫
材
。

(
p
-
n
)
 

uuuu""""""" 

例
ね
空
は
好
〈
晴
れ
て
白
が
あ
か
あ
か
と
照
っ
て
い
る
。

(
p
・
“
〉

「
で
あ
る
」
と
「
て
ゐ
る
」
の
ち
が
い
を
考
え
宏
い
で
、
と
と
に
示
し
た
例

に
共
通
し
て
言
え
る
と
と
は
、
乙
れ
ら
が
い
ず
れ
も
事
物
の
景
を
表
現
内
容
と

し
て
い
ゐ
点
で
あ
る
。
事
物
の
景
を
い
わ
ば
「
存
在
態
」
(
注
4
)
を
一
ホ
す

「
て
あ
る
」
「
て
ゐ
る
」
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
為
。
「
て
あ
る
」
は
一
立
例
と



も
景
を
表
わ
し
て
い
ヲ
ぬ
が
、
「
て
ゐ
ゐ
」
の
方
は
、
四
二
例
中
=
二
例
が
人
物
、

の
動
作
a

様
態
を
表
現
内
容
と
し
て
い
る
。
と
と
で
は
、
と
の
点
を
問
題
と
し

た
い
。例

制
品
其
向

K
菌
を
三
枚
畳
ね
て
敷
い
て
、
山
根
大
夫
は
凡
に
第
九
吋
札
札
。

(
p
-
n
)
 

例
お
そ
の
微
か
宏
明
、
り
で
見
れ
ば
、
枕
一
冗
に
三
郎
が
立
つ
引
制
引
・
?
"
)

例

お

そ

と

K
ば
大
勢
の
人
が
黙
っ
て
並
ん
で
ゐ
る
。

(
p
a
お
1
m
m
)

と
れ
ら
門
、
い
わ
ば
人
物
の
静
止
し
た
存
在
の
描
写
で
、
そ
の
点
静
止
し
た

景
の
描
写
と
共
通
性
を
持
つ
.
と
と
ろ
が
、
人
物
の
動
作
態
を
と
れ
と
同
じ
表

現
形
式
「
て
ゐ
る
」
に
背
負
わ
せ
て
い
る
ば
あ
い
が
つ
ぎ
の
四
例
う
か
が
わ
れ

る
例 例 の
28 z7 で

あ
る。姉

の
安
寿
と
弟
の
尉
子
玉
と
は
抱
き
合
っ
て
泣
い
叶
札
刈
.
。
宇
ゐ
)

昆
買

(
L
H

マ
)

安
寿
は
「
外
に
な
い
、
口
八
一
つ
の
お
買
で
ど
ざ
い
全
ナ
、
と
う
ぞ
山

へ
か
遺
在
す
っ
て
」
と
繰
り
返
し
て
一
吉
っ

d
d
d
?
(
p
-
お
)

例

目

其

石

の

上

K
は
、
今
手

K
f〈
¥
松
明
を
持
っ
た
、
三
郎
の
手
の
も
の

が
押
し
合
つ
叶
刻
刻
。

(

p

-

H

U

)

例
お
そ
の
真
ん
中
に
、
識
経
を
渚
た
女
が
す
わ
ヲ
。
て
、
手
に
長
い
-
竿
を
持

っ
て
、
雀
の
来
て
啄
む
の
を
逐
つ
叶
d

d
。

(
P
・
“
)

と
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
人
物
の
動
作
を
描
い
て
あ
る
文
で
あ
る
が
、
「
て
ゐ

る
」
で
結
ぼ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
動
作
そ
の
も
の
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
継
時
的
動
作
状
態
を
描
〈
も
の
と
攻
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
動
的

と
い
う
よ
り
は
存
在
的
あ
ゐ
い
は
景
的
に
描
か
れ
今
一
人
物
描
写
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ

K
あ
げ
み
あ
あ
類
似
し
た
人
物
描
写
に
よ
っ
て
も
認
め

ら
れ
る
と
と
で
あ
る
・
煩
を
い
と
わ
ず
、
全
例
文
を
あ
げ
て
み
ゐ
。

。
。
。
。
。

例
幻
二
人
の
子
供
は
奴
頭
の
調
が
耳
に
入
ら
ぬ
ら
し
く
、
只
日
を
跨
っ
て

大
夫
を
島
て
ゐ
る
。

(
p
・
2
)

、
例
口
顔
に
は
引
き
締
ま
っ
た
や
う
な
表
情
が
あ
っ
て
、
眉
の
根
に
は
雛
が

。

寄
り
、
自
は
遂
に
遠
い
処
を
見
詰
め
て
ゐ
る
。

(
P
‘

mv

例
お
厨
子
王
は
姉
の
様
子
が
二
度
自
に
変
っ
た
ら
し
く
見
え
る
の
に
驚
き
、

叉
自
介
に
な
ん
の
相
談
も
せ
ず
に
ゐ
て
、
突
然
柴
苅

K
往
き
た
い
と
一
玄
ふ

。

。

。

。

。

。

M
"陪
陪
眠
同
自
H
臨

F

ー

の
を
も
薮
し
が
っ
て
、
只
自
を
時
っ
て
姉
を
ま
も
っ
可
制
刻
。

(
P
・
ロ
)

例
M

二
郎
は
物
を
一
言
は
ず

K
、
安
寿
の
機
子
を
時
J

叩

J
U島

q川
功
。

(
P
・
幻
)

例
お
「
さ
う
で
す
か
。
変
で
す
な
あ
。
」
尉
子
王
は
珍
ら
し
い
物
を
見
る

。ー。

u
u
"
"
"
"
u
H
H
r
-
-

や
う
に
姉
の
顔
を
眺
め
て
ゐ
る
。

(
p
-
幻

)

例
目
安
寿
は
そ
と

K
立
っ
て
、
南
の
方
を
怜
J

引

U
島
叫
札
札
。
(
p
-
M
)

例
目
蒼
ざ
め
た
顔
に
紅
が
差
し
て
、
呂
が
蜘

W
可
砕
社
。

(
p
a
n
)

例
話
姉
の
顔
は
喜
K
勝

W
てH
斗
刈
。
〈
P
・
お
)

例
目
安
寿
は
け
さ
も
嘉
光
の
さ
す
ゃ
う
左
喜
を
額
に
滋
へ
て
、
大
き
い
自

。
。
。
"uunnnu""

を
赫
か
し
て
ゐ
る

o
(
p
-
お
)

「
見
る
」
と
い
う
静
的
動
作
ゃ
、
「
効
く
」
顔
の
さ
ま
を
「
て
ゐ
る
」
文
で

表
わ
す
と
と
に
よ
り
、
一
種
独
特
の
景
的
人
物
描
写
と
な
っ
て
い
る
。

と
れ
ら
の
例
文
が
、
集
中
的
に
使
わ
れ
て
い
る
達
文
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の

表
現
法
を
場
面
描
写
の
出
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
み
た
い
・

倒
的
環
を
揮
っ
て
ゐ
た
尉
子
王
が
返
塞
を
し
よ
う
と
し
て
、
ま
だ
詞
を
出

さ
ぬ
聞
に
、
此
頃
の
様
子
氏
も
似
ず
、
安
寿
が
糸
を
紡
ぐ
手
を
止
め
て
、

っ
と
二
郎
の
前
に
進
み
出
た
・
「
そ
れ
に
就
い
て
な
願
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。

わ
た
く
し
は
弟
と
同
じ
所
で
為
事
が
い
た
し
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か

一
し
ょ
に
山
へ
遭
っ
て
下
さ
る
や
う
に
、

hv
取
計
ら
ひ
設
す
っ
て
下
さ
い

ま
し
。
」
劃
引
制
州
制
判
制
州
劃
川
引

1
副
州
制
川

d

-6ー

ゐ。



剛
引
到
は
姉
の
様
子
が
二
度
目
陀
変
っ
た
ら
し
く
見
え
る
の
に
驚
き
、

又
白
介
陀
な
ん
の
相
談
も
せ
ず
に
ゐ
て
、
突
然
柴
苅
K
往
き
た
い
と
一
玄
ふ

の
を
も
膏
し
が
っ
て
、
同
町
到
嗣
斗
叶
州
制
引
制
斗
寸
ヰ
材
・

二
郎
は
物
を
言
わ
ず

K
、
安
寿
の
様
子
を
ぢ
っ
と
見
可
制
剖
・
制
剰
出
ー

「
外
に
な
い
、
只
一
つ
の
が
煩
で
ご
ざ
い
ま
す
、
ど
う
ぞ
山
へ
伝
達
設
す

っ
て
」
と
繰
り
剖
川
寸
割
叶
寸
叶
科
・

暫
く
し
て
二
郎
は
口
を
開
い
た
。
「
此
邸
で
は
奴
縛
の
友

K
が
し
に
な

ん
の
為
容
を
さ
せ
る
と
一
玄
ふ
と
と
は
、
品
由
一
一
い
事
に
し
で
あ
っ
て
、
父
が
み

ず
か
ら
緩
め
る
。
併
し
垣
衣
、

h
F

前
の
願
は
よ
く
よ
く
思
い
込
ん
で
の
事

と
見
え
る
。
わ
し
が
受
け
合
っ
て
取
り
な
し
て
、
き
っ
と
山
へ
往
か
れ
ゐ

ゃ
う

K
し
て
遺
る
。
安
心
し
て
ゐ
ヲ
ぬ
が
好
い
.
を
あ
、
二
人
の
揖
い
も
の

が
無
事
に
冬
を
過
し
て
好
か
っ
た
。
」
か
ふ
云
っ
て
小
廃
を
出
た
。

関
子
王
は
杵
を
措
い
て
姉
の
側
に
寄
っ
た

o
「
姉
さ
ん

o
Eラ
し
た
の

で
す
。
そ
れ
は
あ
な
た
が
一
し
ょ
に
出
へ
来
て
下
さ
る
の
は
、
わ
た
し
も

嬉
し
い
が
、
だ
ぜ
出
し
抜
花
畑
町
一
ん
だ
の
で
す

3

在
ぜ
わ
た
し
に
相
談
し
ま

せ
ん
。
」

姉
の
額
は
玄
2EK
称
い
叶
刻
刻
。
「
ほ
ん
に
さ
う
か
思
ひ
の
は
尤
も
だ

が
、
わ
た
し
だ
っ
て
あ
の
人
の
顔
を
見
ヲ
ぬ
ま
で
、
頼
、
ま
う
と
は
思
っ
て
ゐ

友
か
っ
た
の
。
ふ
い
と
思
い
附
い
た
の
だ
も
の
。
」
「
さ
う
で
す
か
。
変

で
す
宏
ぁ
。
」
尉
子
玉
は
珍
ら
し
い
物
を
見
る
や
う
陀
姉
の
顔
を
眺
め
廿

ゐ
ゐ
。

(
p
・
ロ
ー
ロ
)

物
語
の
忠
明
筒
か
ら
震
え
ば
、
と
こ
は
、
安
寿
の
山
行
き
が
許
さ
れ
為
か
否
か

に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
選
命
の
A
W

か
れ
自
が
一
が
さ
れ
る
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ァ
ク
ス

と
も
言
え
る
場
面
で
あ
る
・
そ
の
中
で
、
安
寿
・
尉
子
玉
・
二
郊
の
三
者
の
立

場
が
、
少
し
も
心
理
描
写
の
起
伏

K
よ
っ
て
捕
か
れ
る
と
と
没
〈
、
き
わ
め
て

単
純
化
さ
れ
た
一
つ
の
景
K
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
ポ

1
ズ
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鴎
外
の
表
現
が
彫
刻
的
で
あ
り
、
描
〈
立
場
か

ら
言
え
ば
観
照
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
(
注

5
)
要
因
の
一
つ
は
、
兵
体
的
に

は
と
の
よ
う
な
「
て
ゐ
る
」
文
の
表
現
法
に
あ
る
と
思
う
。

つ
ぎ

κ、
「
て
ゐ
る
」
の
存
在
的
表
現
性
に
通
ず
る
表
現
法
で
あ
る
「
が
あ

る
」
文
に
つ
い
て
、
一
事
象
を
取
り
あ
げ
て
み
る
。

，
「
が
あ
る
」
は
、
「
て
ゐ
る
」
「
で
あ
る
」
と
同
じ
〈
存
在
態
で
あ
り
¥

「
山
根
大
夫
」
で
は
例
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
場
所
と
し
て
の
景
を
多
〈
撒
い
て

い
る
・例

臼
沼
の
畔
か
ら
右
に
折
れ
て
登
る
と
、
そ
と
に
岩
の
際
問
か
ら
清
水
の

湧
〈
所
が
あ
る
ゆ

(
p
-
M
)

例
一
日
祷
の
叫
併
に
、
河
原
へ
洗
婦
問
K
降
り
る
も
の
の
通
ふ
道
刈
引
札
。

(
P
-
m
)
 

一7-

そ
の
由
児
、
人
物
の
存
在
態
表
現
が
三
例
う
か
が
わ
れ
る
。

例
日
向
う
か
ら
空
橘
を
担
い
で
来
る
長
刈
材

μ。
(
p
・
8
)

。
o
H
H
u
u
n
u
H

例
必
一
群
の
客
を
裁
せ
て
績
を
解
い
て
ゐ
る
船
頭
が
あ
1

4

0

(

p

-

H

)。。

例
戸
拍
手
の
も
の
の
中
か
ら
「
和
信
さ
ん
、
ど
う
し
た
の
だ
」
と
呼
ぶ
も
の

Mn""nuuu
枠"

が
あ
る
。

(
p
a
U
)

い
ず
れ
も
表
現
内
容
と
し
て
は
人
物
動
作
を
描
い
て
い
る
が
、
動
作
表
現
は

文
構
成
と
し
て
連
休
修
飾
部

K
組
み
と
ま
れ
て
、
そ
の
動
作
の
主
体
の
存
在
性

に
鷺
点
を
な
い
た
「
ー
が
あ
る
」
と
い
う
表
一
現
形
式
を
と
っ
て
い
る
・

い
を
試
み
氏
、
と
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
し
て
も
内
容
的
意
味
陀
沿
い
で

か
わ
り
は
設
い
。

例
げ
空
桶
を
担
い
だ
対
州
向
う
か
ら
刺
刈
。

例
叫
一
群
の
客
を
載
せ
た
舟
で
、
船
頭
が
績
を
判
刈

d
d
d
o



H
H
U
H
H
n
 

例
ザ
手
の
も
の
の
中
か
ら
、
誰
か
が
「
和
尚
さ
ん
、
ど
う
し
た
の
だ
」
と

呼
ぶ
。

し
か
し
、
と
の
よ
う

K
安
一
聞
き
か
え
る
と
、
動
作
の
描
写
性
に
意
点
を
が
い
た

表
現
と
な
る
。

と
と
で
表
現
の
選
択
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
鶴
外
の
文
章
陀
は
、
内

容
は
動
作
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
存
在
的
表
現
形
式
を
と
ろ
と
と
陀
よ
り
、
人

物
の
術
写
を
動
的
と
い
う
よ
り
も
存
在
的

K
楠
〈
場
令
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
の
点
で
も
、
と
れ
ま
で

K
述
べ
た
鴎
外
の
表
現
法
に
通
ず
る
特
色
が
う
か
が

わ
れ
る
と
思
う
。

五

現
在
形
止
め
の
中
で
も
っ
と
も
多
い
一
被
時
詞
の
現
在
形
表
現
陀
つ
い
て
は
、

と
と
で
あ
ま
り
諮
る
べ
き
も
の
を
持
た
設
い
。

時
詞
現
在
形
が
淫
続
的
に
用
い
ら
れ
て
特
色
あ
る
表
現
を

4

な
し
て
い
る
の
は
、

安
寿
と
尉
子
王
と
が
夢
の
出
で
焼
火
筋
を
額
に
当
て
ら
れ
る
場
商
で
あ
る
。

例
必
初
め
透
き
通
る
や
う
に
米
一
〈
な
っ
て
ゐ
た
鉄
が
、
次
第
陀
黒
ず
ん
で

剰
刺
o

そ
と
で
三
郎
は
安
寿
を
引
き
寄
ぜ
て
、
火
筋
を
顔
に
当
て
よ
う
と

対

4
・
尉
子
王
は
其
時
に
糊
列
附

dro
三
郎
仕
そ
れ
を
蹴
倒
し
て
右
の
膝

K
瑚
什
。
と
う
と
う
火
筋
を
安
寿
の
額
陀
十
文
字
陀
引
寸
刻
。
安
寿
の
悲

鳴
が
一
座
の
沈
黙
を
破
っ
て
割
引
制
刻
。
三
郎
は
安
寿
を
街
き
放
し
て
、

膝
の
下
の
尉
子
王
を
引
き
起
し
、
廿
《
犠
に
も
火
筋
を
十
文
字
に
剖
寸
引
。

新
に
響
〈
尉
子
王
の
泣
声
が
、
精
微
か
に
吹
っ
た
婦
の
芦
に
交
ゐ
。

(
p
-
m
)
 

場
面
の
中
で
の
一
動
作
、

一
家
象
が
簡
潔
的
確
に
、
し
か
も
時
間
的
慣
序
に

忠
実
陀
描
か
れ
て
、
議
外
文
体
の
典
型
を
見
る
患
い
が
す
る
が
、
と
の
よ
う
な

連
文
構
成
k
b
け
る
表
現
特
性
は
、
他
作
品
の
中
か
ら
も
類
型
を
求
め
て
考
察

し
な
い
と
客
観
性
の
あ
る
説
明
は
得
ら
れ
な
い
の
で
、

ζ

の
菌
の
考
察
は
他
の

機
会

K
譲
る
。

た
だ
、
勃
詞
現
在
形
止
め
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
表
現
に
ふ
れ
て
か
き
た
い
。

例
的
潮
扱
女
は
受
け
合
っ
て
、
枠
の
林
の
方
へ
帰
フ
吋
叫
什
。

(
P
・
ぬ
)

例
日
山
岡
大
夫
は
暫
〈
岸

K
沿
う
て
荷
へ
、
越
中
境
の
方
向
へ
漕
い
司
市

〈。

(
p
・
日
)

例
日
舗
の
立
国
が
忙
し
〈
響
い
て
、
山
岡
大
夫
の
舟
は
見
る
見
る
遠
ざ
か
っ

て
{
付
〈
O
(
p
-
M
)

例
臼
「
か
母
あ
様
、

hw
母
あ
様
」
と
呼
び
続
け
て
ゐ
る
姉
と
弟
と
を
載
ぜ

て
、
宮
崎
の
三
郎
が
舟
は
母
に
沿
う
て
南
へ
走
ヲ
吋
司
什
。

(
P
-
m
)

例
話
「
ま
あ
、
も
づ
と
高
い
所
へ
登
っ
て
見
ま
せ
う
ね
o

」
安
寿
は
先
に

立
っ
て
ず
ん
ず
ん
登
コ
て
行
〈
。

(
P
-
m
)

例
誕
尉
子
王
は
語
り
な
が
ら
附
い
叶
叶

d
o
(
p
・
ぉ
)

例
一
回
か
ふ
去
っ
て
安
寿
は
先
に
・
守
山
づ
て
降
り
て
行
く
・
(
p
-
M
)

ζ

の
結
び
の
っ
し
行
〈
」
に
な
け
る
「
て
」
の
機
能
に
「
あ
る
状
態
・
動
作
・

作
用
を
客
観
的
に
叙
述
し
て
い
み
」
(
注

6
)

と
い
う
説
を
あ
ず
は
め
る
と
と

が
可
能
で
あ
る
左
ら
ば
、
と
れ
ら
の
表
現
形
式
も
と
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
鴎

外
表
現
法
の
特
色
に
通
じ
る
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
と
が
で
き

γ晶
久
J
J

。

-lー

お

わ

り

以
上
、

「
山
概
大
夫
」
の
文
休
を
、
現
在
形
止
め
表
現

K
焦
点
を
絞
っ
て
考



察
す
る
と
と

K
よ
り
、
と
れ
ら
現
在
形
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
の
あ
り
工
う
が
鶴
外

文
体
特
有
の
知
的
・
観
照
的
・
彫
刻
的
印
象
を
生
じ
さ
せ
ゐ
一
因
と
左
っ
て
い

る
点
を
取
り
あ
げ
た
。
し
か
し
、
鶏
外
文
体
論
に
終
始
し
て
、
ぞ
れ
が
一
段
表

現
論

K
十
介
通
ず
る
も
の
と
し
て
の
現
在
形
止
め
の
機
能
考
察
と
は
在
っ
て
い

宏
い
今

ζ

の
論
は
、
そ
れ
に
至
ゐ
一
過
程
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。

友
好
、
「
山
概
大
夫
」
の
表
現

K
閉
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
佐
波
の
二
部
は

北
へ
漕
ぐ
。
宮
崎
の
三
郎
は
南
へ
漕
ぐ
。
」
「
安
寿
は
糸
を
紡
ぐ
。
尉
子
王
は

藁
合
樽
つ
o

」
「
斑
衣
は
浜
へ
往
っ
て
、
日
に
三
務
の
潮
を
汲
め
。
萱
草
は
山

へ
往
っ
て
日
陀
一
一
一
荷
の
柴
を
刈
持
。
」
と
い
っ
た
議
『
交
に
な
け
る
表
現
の
シ
ン

メ
ト
リ
ー
現
象
が
多
く
見
ら
れ
、
し
か
も
ス
ト
ー
リ
ー
の
喪
開
が
章
笥
形
式
と

し
て
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
(
注

7
)
を
没
し
て
い
あ
点
で
、
興
味
あ
る
問
題
が

h

っ

か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
を
た
の
機
会
を
得
た
い
巧

注
工
林
四
郎
氏
は
「
接
一
本
文
裂
の
研
究
」
の
中
で
、
「
え
」
の
機
能
を
「
客
観

的
念
過
去
を
撒
く
の
で
ほ
友
〈
、
過
去
と
認
め
る
主
観
的
判
断
だ
」
と
認
定

さ
れ

(
p
・
凶
)
、
ま
え
、
「
え
」
に
よ
っ
て
持
勃
の
表
出
す
る
場
合
の
あ

る
と
と
を
あ
げ
て
な
ら
れ
み
。

(
P
-
m
)

注
Z
林
大
氏
の
論
「
ダ
と
ナ
ノ
ダ
」
(
講
座
現
代
語
6
・

p
・
制
)
に
工
為
。

注
&
岩
沢
文
雄
氏
の
「
『
山
根
大
夫
』
の
教
材
A
U
析
」
(
教
育
科
掌
国
語
教
事
同

げ
限

M
・
p
-
M
)

の
評
に
よ
ゐ
。

注
4
風
間
力
三
警
「
表
現
の
た
め
の
臼
本
文
法
」

(
p
・
日
)
吃
よ
る
。

注
5
西
尾
実
氏
の
「
鴎
外
の
麿
史
小
説
」
八
古
今
季
院

V
(
p
・
一
回
〉
に
「
作

宥
そ
の
人
の
観
照
の
冴
え
」
と
か
「
絵
画
的
で
あ
る
よ
り
も
、
彫
刻
的
」
と

い
う
と
と
ば
で
「
山
岡
山
大
夫
」
の
手
法
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
を
み
ル
「
観
照

的
」
と
い
う
請
は
、
「
歴
史
其
僚
と
歴
史
離
れ
」
の
中
で
鴎
外
自
ら
使
っ
て

い
る
・

注
色
池
尾
ス
ミ
氏
の
論
「
テ
の
い
ろ
い
ろ
」

?耳石。

(
講
座
現
代
詩
6
・
P
-
m
)
lζ 

注月
L

外
山
滋
比
古
氏
が
「
修
辞
的
残
像
」
の
申
の
一
章
「
童
話
の
世
界
」
に
台

い
て
、
童
話
の
形
式
と
し
て
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
よ
ぴ
バ
ラ

ν
り
ズ
ム
の
問

題
を
述
べ
て
長
ら
れ
み
。

ハ
一
九
六
六
・
九
'
二
五
)

一-9-




