
『
得
能
』

物
と

『
鳴
海
他
吉
』

の

メ

カ

ス

ーー

iλ 

と

主

人

公

a
l
l
a

第
二
次
大
戦
の
前
後
に
、
伊
藤
整
は
、
空
虚
な
仮
面
的
知
識
人
を
徹
底
的
に
暴
露
し

た
小
説
、
そ
し
て
、
そ
の
主
人
公
は
す
な
わ
ち
作
者
で
あ
る
と
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
よ

う
な
小
説
を
、
三
篇
、
刊
行
し
て
い
る
。
戦
前
に
書
か
れ
た
の
が
、
『
得
能
五
郎
の
生

活
と
意
見
』
(
脳
同
・

8
t日
・

2
『
知
性
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
、
昭

M

・
4
ま
と
め
て
河
出
書
房
か
ら
刊
行
)
と
そ
の
続
篇
の
『
得
能
物
語
」
(
陥

m
・

8
t

雑
誌
に
各
章
C
と
に
発
表
。
岨
げ

-
U
ま
と
め
て
河
出
書
房
か
ら
刊
行
)
で
あ
り
、
戦

後
に
書
か
れ
た
の
が
、
『
鳴
海
仙
吉
』
亀

m
-
u
t
m
・
9
雑
誌
に
各
章
ご
と
に
発

表
。
昭
部
・

8
ま
と
め
て
細
川
書
信
か
ら
刊
行
)
で
あ
る
。
伊
藤
整
は
い
わ
ゆ
る
私
小

説
家
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
小
説
も
何
の
て
ら
い
も
な
い
実
践
的
私
小
説
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
作
品
を
い
く
つ
か
読
み
、
彼
の
乙
と
を
少
し
は
知

っ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
主
人
公
を
伊
藤
整
と
置
き
換
え
て
読
む
で

あ
ろ
う
。
彼
は
こ
れ
ら
の
小
説
で
い
ろ
い
ろ
な
方
法
上
の
試
み
を
し
、
絢
燭
た
る
技
巧

を
使
っ
て
い
る
が
λ

そ
れ
ら
の
方
法
に
よ
り
、
結
局
、
そ
こ
に
何
が
分
析
さ
れ
、
定
着
化

さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
整
自
身
々
の
だ
。
得
能
、
(
桜
谷
〉
、
鳴
海
は
整
だ
。

逆
に
言
え
ば
、
彼
ら
が
小
説
中
の
人
物
と
し
て
生
命
を
得
て
い
る
の
は
整
の
心
が
、
心

の
お
の
の
き
が
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
彼
ら
は
ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま
整
自
身
な
の
か
、
と

矢

未リ

和

子

い
う
と
そ
う
で
は
勾
い
。
い
わ
ば
彼
ら
の
本
質
と
い
う
よ
う
々
も
の
が
整
な
の
だ
。
し

か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
ら
は
物
理
的
に
も
心
理
的
に
も
整
に
よ
く
似
て
い
る
。
い
っ

た
い
、
彼
ら
の
ど
こ
ま
で
が
整
々
の
か
。
は
っ
き
り
分
か
る
仮
借
は
ま
あ
よ
い
。
整
と

彼
ら
と
の
間
に
あ
る
微
妙
々
差
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
何
回
か
読
ひ
う
ち
、

私
は
ζ

の
微
妙
な
差
に
気
が
つ
き
、
そ
れ
が
た
ま
ら
々
く
気
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、

私
は
、
『
鳴
海
仙
士
口
」
を
読
む
う
ち
に
、
主
人
公
に
対
す
る
作
者
の
態
度
が
不
統
二
ピ
あ

る
こ
と
、
従
っ
て
『
鳴
海
仙
士
口
」
一
驚
が
奇
妙
な
い
び
っ
た
作
品
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
い
て
き
た
c

こ
れ
ら
の
、
微
妙
弓
差
と
か
、
作
品
の
ゆ
が
み
と

か
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
c

今
回
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
伊

藤
整
の
内
面
か
ら
省
察
す
る
と
共
に
、
本
質
的
に
は
作
者
で
あ
る
主
人
公
遠
の
性
格
を

追
求
し
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
問
題
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

-20-
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伊
藤
整
と
主
人
公
と
の
微
妙
な
差
と
か
、
作
品
の
ゆ
が
み
と
か
の
理
由
は
、
実
の
と

こ
ろ
『
小
説
の
方
法
』
自
問
・
ロ
河
出
書
房
か
ら
司
'
灯
)
で
作
者
自
身
明
か
し
て
い

る
と
も
言
え
る
。
『
小
説
の
方
法
』
は
『
鳴
海
仙
吉
一
執
筆
の
二
年
間
の
う
ち
、
途
中

約
一
年
簡
の
中
断
期
聞
に
集
中
的
に
書
か
れ
た
評
論
群
で
あ
る
。
こ
ζ

で
今
、
注
意
し

た
い
の
は
、
『
小
説
の
方
法
一
全
体
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
原
理
で
あ
る
。

「
私
は
小
説
の
核
心
が
作
者
そ
の
人
の
ひ
そ
か
々
告
白
で
あ
る
乙
と
、
〈
中
略
)
秘



密
の
室
で
秘
密
に
書
き
し
る
さ
れ
た
自
己
の
存
在
の
罪
と
附
き
と
か
ら
発
す
る
真

実
さ
と
美
じ
さ
、
べ
、
の
訴
え
の
噴
く
声
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
。
」

「
そ
与
、
個
我
の
声
が
切
実
な
も
の
で
あ
り
、
自
己
に
あ
ま
り
に
も
却
し
た
も
の
で

あ
る
と
き
に
、
そ
れ
は
一
人
の
密
室
で
読
ま
れ
る
に
し
て
も
社
会
に
公
表
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
差
と
不
都
合
と
か
ら
作
者
を
守
る
た
め
に
仮
想
を
、
虚
構
を

必
要
と
す
る
。
」
(
第
三
章
「
内
な
る
声
と
仮
装
一
昭
沼
・

1

『
世
界
文
化
一
一
)

こ
の
、
小
説
の
核
日
作
者
そ
の
人
の
ひ
そ
か
な
告
白
、
と
い
う
観
念
と
、
虚
構
と
は
現

世
の
作
者
の
差
恥
と
不
都
合
と
か
ら
作
者
を
守
り
、
よ
く
内
密
の
告
白
を
す
る
だ
め
の

も
の
、
と
い
う
観
念
は
、
『
小
説
の
方
法
一
全
体
を
貫
く
原
理
・
原
別
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
向
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
現
世
に
対
す
る
顧
慮
等
の
た
め
に

内
密
の
告
白
を
す
る
こ
と
が
心
づ
か
し
い
こ
と
を
知
悉
し
て
い
た
人
の
歎
き
と
、
そ
れ

を
克
服
し
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
。
伊
藤
整
は
、
こ
の
む
ず
か
し
さ
を
い
F7}
で
知
り
、

ま
た
、
差
恥
と
不
都
合
故
の
仮
構
と
い
う
発
想
を
ど
こ
で
得
た
の
か
c

処
女
詩
集
『
雪

明
り
の
路
』
序
(
犬
同
・

8
)
を
読
む
と
作
者
ば
、
そ
の
当
時
既
に
一
告
白
」
の
む
ず

か
し
さ
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
が
、
し
か
し
、
そ
の
心
ず
か
し
さ
を
本
当
に

身
に
痛
感
し
た
の
は
、
一
小
説
の
方
法
』
の
ち
ょ
-
っ
と
前
に
書
か
れ
た
、
自
己
を
モ
デ
ル

に
し
た
こ
つ
の
小
説
、
一
得
能
』
物
と
一
鳴
海
仙
士
こ
の
執
筆
時
で
あ
り
、
こ
の
時
の
経

験
が
整
を
し
て
『
小
説
の
方
法
』
を
貫
く
あ
の
原
理
を
考
え
つ
か
せ
た
、
そ
う
考
え
る

こ
と
が
一
番
妥
当
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
一
小
説
宝
刀
法
』
の
眉
用
意
か
ら
一
得
能
』

物
・
『
鳴
海
仙
士
ロ
」
を
考
え
れ
ば
、
整
は
こ
れ
ら
の
小
設
に
お
い
て
自
己
を
告
白

L
ょ

う
と
全
力
を
尽
く
し
た
が
、
し
か
し
、
差
恥
故
、
あ
る
い
は
現
世
で
の
不
都
合
を
避
ゴ

ょ
う
と
す
る
が
故
に
、
微
妙
右
差
、
ゆ
が
み
が
生
じ
た
の
だ
、
と
こ
う
推
測
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
が
、
推
測
だ
け
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
c

以
下
、
具
体
的
に
『
得
能
一

物
・
『
鳴
海
仙
士
口
』
の
方
法
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

『
得
能
五
郎
の
生
活
と
意
見
』
は
、
伊
藤
整
の
文
学
上
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を

も
つ
作
品
か
。
整
は
こ
の
作
品
の
着
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
い
ま
自
分
が
生
き
て
い
る
と
い
う
現
在
の
生
き
る
感
じ
を
措
こ
う
と
、
あ
る
日

銀
座
の
街
上
を
歩
い
て
い
て
考
え
た
。
生
き
て
い
る
歴
史
の
中
の
、
今
の
こ
の
自

分
を
、
と
私
は
思
い
、
自
が
覚
め
る
よ
う
に
思
っ
た
c

一

三
著
者
の
思
い
出
'
一
昭
詔
・

6
一
伊
藤
整
作
品
集
』
月
報
)

そ
れ
に
続
け
て
彼
は
、
そ
の
よ
う
に
(
い
ま
自
分
が
生
き
て
い
る
と
い
う
現
在
の

生
き
る
惑
じ
」
を
描
こ
う
と
考
え
、
そ
れ
ま
で
の
模
索
か
ら
抜
け
出
せ
た
の
は
『
街
と

村
』
(
昭

u
・
5
第
一
書
房
)
で
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
通
り
整
理
し
た
後
だ
か
ら
で

き
た
こ
と
だ
と
雪
一
口
う
。
す
々
わ
ち
、
『
得
能
一
子
婦
の
生
活
と
意
一
見
』
は
、
新
心
理
主
義

文
学
と
か
、
斗
一
討
の
技
法
と
か
の
華
や
か
な
方
法
か
ら
あ
る
意
味
で
の
敗
北
と
い
う
形
で

は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
警
に
と
っ
て
、
自
己
の
書
き
た
い
内
容
と
方
法
と
を
自
覚
し

た
着
実
々
作
罰
則
の
第
一
歩
と
し
干
、
の
記
念
作
な
の
で
あ
る
。

「
自
分
を
」
措
く
と
い
う
自
覚
の
下
に
書
か
れ
た
こ
の
作
品
は
、
し
か
し
単
に
「
主

小
説
」
へ
の
敗
北
で
芯
な
い
。
そ
れ
ば
右
の
文
か
ら
も
分
か
る
が
、
『
得
能
五
郎
の
生

活
と
意
見
一
中
の
、

「
得
能
ば
、
(
中
酪
)
三
十
五
歳
の
自
分
を
、
若
し
は
な
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
客
観

的
』
一
応
見
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。

(
中
路
)
一
九
四

O
年
の
日
本
の
首
都
東
京
に
生
活
し
て
い
る
、
現
代
田
本
の
知

識
港
級
人
で
あ
り
、
小
説
家
で
あ
る
三
十
五
歳
の
、
妻
と
二
人
の
子
供
と
、
多
く

の
友
人
と
を
持
っ
て
い
る
得
能
五
郎
之
る
人
物
の
生
活
や
考
え
か
た
や
喜
怒
哀
楽

を
、
未
知
の
人
に
話
し
て
も
分
る
よ
う
な
形
で
掴
ん
で
み
た
い
の
で
あ
る
c

一

と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
の
小
説
の
視
点
を
明
か
し
た
も
の
で
あ
り
、
重
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
す
々
わ
ち
、
伊
藤
整
が
ね
ら
っ
て
い
た
の
は
、
自
己
の
客
観
化
で
あ
り
、
一

般
化
・
標
本
化
で
あ
っ
た
の
だ
c

こ
の
点
こ
そ
、
平
野
謙
が
私
小
説
の
変
貌
と
し
て
、

小
林
秀
雄
の
「
私
小
説
論
一
(
紹
叩
・

8
)
の
結
語
「
社
会
化
さ
れ
た
私
」
の
具
体
化

-21ー



と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
奥
の
告
白
を
伴
っ
た
自
己
の
標

本
化
は
作
者
に
と
っ
て
実
に
耐
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
た
い
。
無
理
げ
仇
す
れ
ば
、
破
滅
の

危
険
性
が
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
主
格
を
ニ
人
物
に
分
化
す
る
と
い
う
方
法
の
行
な
わ

る
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
整
は
、
主
格
を
分
化
し
、
社
会
に
お
し
出
さ
れ
る
知
識

人
と
し
て
の
自
己
の
姿
を
得
能
五
郎
と
し
、
そ
れ
に
自
己
の
外
面
的
・
内
面
的
諸
特
徴

を
ゆ
だ
ね
、
し
か
し
そ
乙
に
は
破
滅
す
る
よ
う
な
深
刻
な
内
面
は
ゆ
だ
ね
な
い
。
代
わ

り
に
副
主
人
公
と
し
て
桜
谷
多
助
と
い
う
破
滅
型
私
小
説
家
を
設
定
す
る
。
奥
野
健
男

は
こ
の
仕
舗
に
つ
い
て
、

注

「
乙
の
人
物
得
能
五
郎
)
は
も
ち
ろ
ん
作
者
の
分
身
と
い
う
よ
り
、
作
者
そ
の

も
の
で
あ
る
が
、
等
身
大
よ
り
や
や
小
さ
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
自
分
の
い
ち

ば
ん
大
事
た
も
の
は
そ
乙
に
仮
託
し
々
い
で
置
く
。
そ
の
代
り
桜
谷
多
助
と
い
う

副
主
人
公
を
友
人
と
い
う
か
た
ち
で
置
き
、
明
ら
か
に
自
分
で
な
い
と
い
う
安
全

装
置
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
精
神
の
も
っ
と
も
大
事
々
部
分
だ
け
を
仮
託
す
る
。

ζ

の
人
物
が
ど
の
よ
う
に
崩
壊
し
デ
ス
ぺ
レ

l
ト
ぽ
行
動
を
起
し
て
も
、

E
接
的
に

は
自
分
と
は
か
か
わ
り
従
い
、
し
た
が
っ
て
作
者
の
自
分
が
社
会
的
に
破
滅
す
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
巧
妙
芯
か
ら
く
り
に
な
っ
て
い
る
。
」

(
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
昭
位
『
現
代
文
学
の
基
軸
』
)

と
言
う
。
私
も
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
奥
野
も
指
摘
す
る
通
り
、
整
は
『
得
能
物

語
』
中
の
「
葛
の
葉
」
で
、
作
者
と
い
う
描
く
側
の
主
体
の
秘
密
ま
で
桜
谷
に
暴
露
さ

せ
て
い
る
の
だ
P

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
主
格
を
分
化
し
、
内
奥
の
告
白
を
、
自
己
で
は
い
と
い
う
安

全
保
障
の
あ
る
人
物
に
さ
せ
て
も
、
「
内
奥
の
告
白
」
と
い
う
点
で
は
整
に
と
っ
て
な

お
ま
だ
不
十
分
だ
っ
た
の
で
は
々
い
か
。
次
の
文
は
、
「
葛
の
葉
」
よ
り
時
間
的
に
前

に
書
か
れ
た
、
得
能
が
桜
谷
の
原
橋
を
批
判
し
て
い
る
偲
所
で
あ
る
。

あ
あ
い
う
蛾
悔
的
な
文
章
に
は
、
そ
れ
特
有
の
形
式
が
あ
る
。
何
人
も
の
作
家

た
ち
が
幾
代
か
の
あ
い
だ
に
作
り
あ
げ
た
物
の
考
え
か
た
と
、
そ
れ
の
書
き
現
し

か
た
が
あ
る
。
(
中
略
)
桜
谷
は
、
本
気
に
な
っ
て
書
く
と
、
い
つ
か
そ
の
伝
統

的
々
調
子
に
入
り
込
み
、
そ
の
調
子
の
ゆ
る
す
考
え
か
た
の
申
に
自
分
を
閉
じ
こ

め
る
の
だ
。
い
や
、
(
中
略
)
そ
の
文
章
の
伝
統
の
形
式
に
合
致
す
る
も
の
だ
け

を
し
か
書
〈
乙
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
尚
子
と
の
恋
愛
を
後
悔
し
、
機
悔

し
な
が
ら
、
や
っ
ぱ
り
尚
子
に
心
を
ひ
か
れ
る
と
い
う
よ
う
々
、
あ
ま
り
細
か
々

と
乙
ろ
は
書
け
な
い
の
だ
。
い
や
、
そ
う
い
う
心
の
動
き
は
自
分
で
書
い
て
い
い

乙
と
だ
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
現
実
の
桜
谷
(
中
略
)
ら
し

い
特
色
は
、
文
章
の
中
に
は
現
わ
れ
て
来
な
い
よ

乙
の
個
所
は
い
っ
た
い
伺
を
意
味
す
る
の
か
。
一
つ
に
は
、
伝
統
的
調
子
に
落
ち
込

み
、
自
己
欺
慢
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
伝
統
的
近
代
小
説
の
主
人
公
と
な
り
す
ま

し
て
い
る
私
小
説
家
一
般
へ
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
私
は

ζ

の
点
に
つ
い
て
二
つ
の
推
測
を
持
っ
て
い
る
。

桜
谷
は
外
見
は
一
破
滅
型
私
小
説
家
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
告
白
の
内

容
は
す
べ
て
整
自
身
の
も
の
、
整
個
有
の
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
内
奥
の
告
白
を
す
る

時
、
そ
の
告
白
を
し
て
い
る
人
物
は
自
分
で
は
な
い
と
い
う
安
全
保
障
が
あ
っ
て
も
、

知
ら
ず
知
ら
ず
自
己
救
済
の
願
い
が
入
り
、
整
の
筆
が
鈍
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
物
語

の
筋
と
し
て
は
、
桜
谷
に
関
し
て
、
結
局
八
万
め
で
た
く
お
さ
ま
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。

時
局
の
せ
い
、
ま
た
、
軽
い
掃
話
の
多
い
乙
の
小
説
の
全
体
の
調
和
を
く
ず
さ
な
い
た

め
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
し
か
し
何
よ
り
も
、
整
は
、
自
己
の
内
奥
を
託
し
た
桜
谷
を
破

滅
さ
せ
る
に
忍
ぴ
々
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
く
ら
い
、
桜
谷
は
整
の
分
身
々
の

だ
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
桜
(
合
の
手
に
芯
る
原
稿
上
に
お
い
て
、
整
は
桜
谷
の
全
人

間
を
と
ζ

と
ん
暴
け
々
か
っ
た
の
で
は
々
い
か
。
自
己
救
済
の
願
い
が
そ
乙
に
入
っ
て

き
た
の
で
は
た
い
か
。
乙
れ
が
私
の
も
つ
一
つ
の
推
測
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
う

で
は
な
く
、
整
の
力
が
足
ら
ず
、
桜
谷
で
は
な
く
整
が
、
伝
統
的
近
代
小
説
の
型
に
は
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ま
っ
て
し
ま
い
、
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
の
で
は
々
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
乙
の

ニ
つ
の
推
測
の
う
ち
、
私
は
、
『
鳴
海
仙
吉
」
で
の
男
性
と
し
て
の
怖
れ
の
暴
露
の
程

度
か
ら
見
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
者
の
推
測
が
あ
た
っ
て
い
る
と
思
う
。
が
、
ど

ち
ら
が
あ
た
っ
て
い
る
に
し
ろ
、
ま
た
、
ど
ち
ら
も
は
ず
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
伊
藤

整
は
と
に
か
〈
そ
乙
に
虚
偽
を
感
ず
る
。
そ
し
て
桜
谷
一
人
で
十
分
の
暴
露
が
で
き
な

か
っ
た
作
者
は
、
得
能
に
、
桜
谷
の
一
面

l
l
尚
子
に
黙
っ
て
逃
げ
出
し
、
切
羽
つ

ま
っ
た
口
調
で
そ
の
よ
う
な
自
分
を
弁
解
す
る
点
ゃ
、
得
能
か
ら
金
を
借
り
て
い
つ
返

す
と
も
言
わ
ず
知
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
と
い
っ
た
狭
猪
さ
や
冷
笑
癖
を
あ
げ
さ
せ
、
桜
谷

を
批
判
さ
せ
、
虚
偽
を
除
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
こ
そ
、
得
能
の
桜
谷
批
判
の
意
味
な
の

で
あ
る
。

d

整
は
、
自
分
で
々
い
と
安
全
装
置
を
つ
け
た
桜
谷
に
お
い
て
も
と
こ
と
ん
っ
き
つ
め

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
て
一
方
、
作
者
の
経
歴
と
性
格
と
を
身
に
つ
け
た
得
能

五
郎
は
ま
っ
た
く
の
デ
ク
人
形
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
符
い
。
得
能
は
確
か
に
軽
い
人

物
で
あ
り
、
文
学
者
と
し
て
の
大
事
な
も
の
は
仮
託
さ
れ
て
い
々
い
。
乙
の
『
得
能
」

物
に
対
し
小
林
秀
雄
は
、
「
文
士
得
能
五
郎
の
生
活
紛
失
附
他
人
生
活
に
関
す
る
散
歩

的
意
見
」
と
評
し
、
そ
の
意
見
が
「
子
供
ら
し
い
」
と
言
っ
た
。
が
、

R-説
の
復
活
」

で
整
が
「
多
少
の
自
己
省
察
が
あ
っ
て
、
あ
の
作
ロ
聞
を
救
っ
て
い
て
く
れ
れ
ば
い
い
が
」

と
い
う
自
己
省
察
が
、
得
能
の
紳
士
的
・
知
識
人
的
仮
面
の
裳
の
空
虚
性
を
つ
い
て
い

る
と
乙
ろ
に
乙
の
作
品
の
本
質
は
あ
る
の
で
は
勾
い
か
。

乙
の
『
得
能
』
物
に
対
し
、
分
化
し
た
主
格
を
統
一
し
、
全
体
的
自
己
の
像
を
描
乙

う
と
し
た
の
が
戦
後
書
か
れ
た
『
鳴
海
仙
士
乙
で
あ
る
。
乙
れ
は
整
の
「
ユ
リ
シ
て
と

と
呼
ば
れ
た
り
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
『
得
能
一

物
で
ち
ょ
っ
と
試
み
た
各
ジ
ャ
ン
ル
の
総
窓
口
形
式
を
さ
ら
に
大
胆
に
試
み
、
詩
を
小
説

簡
接
描
写
・
独
自
的
手
記
)
、
戯
作
評
論
、
戯
曲
を
組
み
合
わ
せ
、
「
交
響
的
々
効

果
を
得
ょ
う
」
(
「
得
能
五
郎
と
鳴
海
仙
吉
」
附
笥
・

4

『
図
書
新
聞
一
)
と
し
た
乙

と
、
ま
た
、
息
子
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
戦
士
で
あ
り
:
:
:
し
た
オ
デ
ュ

y
セ
イ
に
な

ら
っ
て
完
全
な
人
間
像
を
造
型
し
よ
う
と
し
た
ジ
ョ
イ
ス
の
『
ユ
リ
シ
ィ
ズ
」
を
手
本

と
し
て
、
人
間
の
完
全
な
全
体
像
倉
刀
性
・
息
子
・
父
・
夫
・
詩
人
・
評
論
家
・
教
師

・
地
主
)
を
造
型
し
よ
う
と
し
た
乙
と
か
ら
で
あ
る
。

作
品
の
内
面
に
即
し
た
場
合
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
前
者
に
関
し
て
は
、

一
人
の
人
聞
を
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
か
ら
視
点
を
か
え
て
分
析
す
る
乙
と
で
あ
り
、
円
高

的
々
全
人
間
像
を
必
然
的
に
造
型
す
る
乙
と
で
あ
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
『
得
能
』
物

で
の
よ
う
々
、
主
格
分
化
に
よ
る
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
稀
簿
化
を
防
ぎ
、
本
当
に
完
全
な

人
間
像
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。

伊
藤
整
は
乙
の
小
説
で
、
自
己
を
知
識
人
の
標
本
と
し
て
客
観
的
に
徹
底
的
に
分
析

す
る
覚
悟
で
あ
昇
~
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
「
あ
と
が
き
」
に
も
伺
わ
れ
る
。

(
こ
の
「
あ
と
が
き
」
は
、
一
方
、
彼
の
巧
妙
な
防
禦
の
意
が
こ
も
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。
)

「
『
鳴
海
仙
吉
一
一
は
作
者
の
前
作
『
得
能
五
郎
』
と
ち
が
う
。
こ
れ
は
タ
イ
プ
の

構
成
で
あ
る
。
(
中
略
)
自
己
救
出
の
直
接
性
を
放
棄
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
タ

イ
プ
と
し
て
の
性
絡
の
把
握
を
試
み
た
こ
と
で
、
『
鳴
海
仙
吉
』
は
『
得
能
五
郎
』

と
違
う
の
で
あ
る
。
」

作
者
は
、
自
己
救
出
の
願
い
を
閉
じ
、
自
己
を
一
般
化
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
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そ
れ
で
は
作
者
の
救
出
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
整
が
、
ヨ

l
ロ
y
パ
の
造
型
、
仮

櫨
鳴
を
作
者
の
防
禦
と
定
義
し
た
の
は
、
『
鳴
海
仙
吉
」
と
平
行
し
て
書
か
れ
た
一
小
説
の

方
法
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
は
、
乙
の
作
品
で
西
洋
風
の
仮
構
を
せ
ず
、
作
者
い
い

鳴
海
他
吉
と
見
主
♀
会
社
設
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
乙
に
仮
構
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
『
鳴
海
似
士
ロ
』
は
実
践
報
告
の
私
小
説
で
は
な
く
、
整
の
い
わ
ゆ
る

「
抽
象
に
よ
る
認
識
」
で
あ
り
、
小
説
申
に
起
乙
る
出
来
事
1

仙
吉
と
マ
リ
子
・
ユ

リ
子
姉
妹
と
の
恋
翠
i
!
は
、
も
ち
ろ
ん
架
空
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
野
謙
が



論
証
?
山
花
花
袋
の
「
蒲
団
」
の
方
法
“

1
1
3凋
団
」
は
単
純
々
暴
露
で
は
な
く
、
花
袋

は
実
際
は
厳
格
段
ヘ
師
匠
で
あ
り
、
周
囲
の
よ
為
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
↑
事
実
の

上
に
花
袋
は
あ
わ
だ
一
け
の
衝
撃
的
暴
露
が
ー
で
き
た
E
ー
で
あ
る
。
乙
の
「
抽
象
に
よ
る

認
識
」
め
方
法
は
明
ち
か
に
作
者
教
出
の
一
、
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
ル
)
花
袋
一
ゆ
一
蒲
団
」
郎
作
者
自
身
の
血
と
肉
で
り

-mり
夕
、
ぽ
が
あ
が
な
わ

れ
て
い
る
と
同
じ
く
、
『
鳴
海
仙
吉
』
r

も
-
整
自
身
の
血
芝
肉
で
も
。
っ
て
リ
ア
リ
売
す
が
あ

が
伝
わ
れ
て
い
る
A

ふ
仙
吉
は
匙
ゃ
ん
ゾ
ー
と
す
れ
ば
、
整
は
執
筆
に
差
恥
と
不
都
合
と
を
惑

ぜ
ず
に

;ρ
ー
み
れ
為
ー
な
ず
は
L
K

沿
い
や
川
相
そ
れ
マ
、
整
な
作
品
中
、
一
汚
息
己
を
守
る
工
夫
を
せ
ず

に
は
や
も
れ
な
ヌ
な
る

J
f
h
b
B己
防
衛
の
動

S
K
E
-
-一
通
り
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
一

っ
し
は
作
者
日
仙
吉
の
立
場
市
市
立
念
れ
る
迅
v

の
で
あ
る
。
宅
一
↑
つ
は
、
差
放
に
か
丸
、
P
で
積

極
的
に
自
己
ぞ
暴
露
1
d
、
そ
乙
に
居
直
3
0
?
e
仁
川
之
に
よ
力
自
己
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
、

暴
露
さ
れ
た
自
己
の
蓑
に
本
当
の
息
官
会
保
留
す
る
k
b
Jつ
動
き
ー
も
う
一

r

つ
は
、
山
暴

露
さ
れ
た
自
己
の
卑
俗
さ
の
上
ι
花
本
当
に
居
直
り
)
そ
切
立
場
か
る
弛
君
を
批
判
す
る

こ
之

κよ
り
、
卑
俗
々
自
己
乏
弁
護
す
る
と
い
万
動
議
で
あ
為
川
三
つ
め
は
、
作
者
一
之
、

仙
吉
冠
制
と
い
う
立
場
へ
の
動
念
予
見
方
交
わ
ち
、
制
官
ロ
と
離
れ
た
、
仙
吉
よ
り
も
高
い

位
震
に
作
者
を
置
こ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
番
目
、
K
あ
げ
た
も
の
に
つ
い
て
。
こ
乙
で
閉
題
ど
な
vgの
…
ば
鳴
海
仰
ぎ
の

経
歴
で
あ
る
。
彼
。
ほ
ダ
ダ
イ
ズ
ム
ゃ
、
量
規
実
主
義
の
時
一
討
論
を
紹
-
A
X
T
E
C
と
?
に
よ
り

h

文
壇
九
デ
ピ
交
一
子
l
ト
ル
九
以
後
グ
評
論
家
向
札
、
翻
訳
家
と
じ
て
生
計
を
立
で
孟
唱
じ
か
し
、
日

彼
は
(
、
は
じ
め
ほ
誇
一
人
主
た
る
づ
も
り
ど
ち
た
。

一T
彼
自
身
は
ニ
ナ
歳
前
後
竺
耽
読
・
じ
た
イ
エ
{
ツ
や
ヴ
エ
ル
レ
エ
容
の
一
詩
の
影
響

を
受
け
て
い
て
合
、
自
分
の
理
論
で
は
否
定
し
た
過
去
の
炎
、
タ
イ
ル
で
し
か
詩
を
書
c

い
て
い
な
か
っ
た
。

(
中
略
〉
自
分
の
評
論
を
ひ
そ
か
に
、
売
文
号
、
一
身
す
ぎ
世

す
ぎ

hEモ
思
う
て
い
た
z

の
だ
っ
た
、
高
」
?

「
日
本
は
そ
れ
に
呼
応
し
て
太
平
洋
で
(
中
略
)
戦
争
を
始
め
た
。

(
中
略
)
彼

は
拝
情
詩
人
一
般
な
臆
病
さ
が
ら
、
『
T

、々ル
s
夕
、
ン
ズ
ム
に
自
分
令
登
録
し
た
じ
ゅ
一
ど
示
無

ふ
ん
っ
た
の
で
絞
ん
中
時
一
町
転
向
怠
審
の
強
要
ほ
免
和
む
。
だ
が
へ
仙
在
除
立
場
の
T
F
M

安
を
感
A
Y
M
4

て
国
県
主
義
春
の
知
ん
時
間
体
ト
点
的
に
践
?
な
し
、
~
詩
人
の
陸
掠
ば
底
、
勲
、
ぽ

隆

輿

に

書

芸

予
ζ
ι

ろ
に
が
る
一
ー
と
い
デ
趣
旨
一
の
愛
国
品
百
主
総
長
官
臨
時
貯
引
か
い
と

い
っ
た
い
こ
の
経
監
は
整
の

tむ
か

ιー一
向
。
パ
ソ
李
完
昨
今
町
一
ぽ
微
熱
一
如
何
濫
7
Tが
や
か
理

的
に
ば
H
m
h
う
い
か
恥
刊
行
平
野
郡
守
、
な
い
か

v

戦
後
丸
学
吾
、
白
M
t

・R
講
哉
さ
、
に
い
い
~

h

て
、
ま
ず
、
、
整
F
戦
争
中
:
「
置
の
転
向
?
し
杯
一
乞
ど
も
論
証

't
『
鳴
海
仙
宮
]
は
、

v

「
売
文
稼
業
と
い
い
虫
抵
抗
い
が
た
W
一
句
を
根
本
に
す
い
え
S
Cど
に
よ
っ
で
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
的
詩
論
吉
国
粋
主
義
的
詩
論
も
、
す
べ
て
や
む
を
得
ざ
る
必
然
悪
だ
っ
た
、
と
流
さ

れ
る
仕
組
み
厄
必
三
U
心情

bmkmV4主
体
一
九
」
-
じ
で
ほ
擬
装
転
再
i
た
竺
だ
よ
グ
ザ
に
書
記
ト
と

ん
で
示
の
り
え
「
ぞ
官
官
齢
形
隠
さ
ら
掛
か
い
わ
ら
震
や
金
時
仁
会
じ
で
は
、
、
随
時
海
仙
士
口
の
方

が
庇
が
浅
芯
怠
成
y
ん
ど
私
心
制
作
重
度
一
宙
船
一
か
一
ら
か
ぽ
u

眠
、
札
て
い
，
る
己
と
述
ぺ
℃
い
る
。

平
野
謙
一
ば
詩
、
再
審
し

JS員
以
-ι
・r
E
つ
…
い
て
は
」
向
も
ふ
れ
て
々
い
が
、
私
は
、
整
が

新
心
理
主
義
、
文
営
者
三
「
ぺ
売
文
誌
、
何
ど
で
・
6
書

r
f

と
ど
ま
h
z

マ
い
う
気
持
で
紹
介
し
た

と
は
零
た
な
い
か
草
口
問
剤
、
d
理
事
、
包
ぬ
ペ
J
r
t
っ
。
整
の
義
i

乞
伺
富
山
ふ
一
岳
部
み
子
門
戸
っ
、
、
読

者
は
、
わ
そ
町
中
心
布
寵

cfRh陀
J
の
左
官
い
一
色
伊
ヤ
i

d

亡、吹い
1
仏
、
だ
も
の
M
m
v

秘
膨
ら

d

れ
で
い
る
こ
と

に
気
が
さ
〈
で
あ
ろ
ま

T
穆
握
、
の
根
源
へ
の
強
い
怖
れ
・
罪
悪
感
と
、
人
と
人
と
の
つ

な
げ
政
ザ
に
ぎ
ず
る
1
ギ
刊
誌
}
対
ぜ
ま
止
の
酷
じ
局
面
賦
へ
の
科
66iJ町
、
戸
、
し
て
社
会
応
対
す

る
す
き
ぎ
H

旬
以
ぽ
い
が
艇
の
藤
村
清
川
ぞ
れ
叫
与
は
よ
晶
京
成
長
以

γ桧
袋
入
と
い

ι現
世
の

一
頁
と
な
。
だ
耳
、
ぇ
一
層
、
彼
似
点
の
宇
陀
大
内
念
、
た
夜
怠
'
色
、
占
め
だ
に
違
い
正
い
。
そ

し
て
整
ぽ
も
γ
「
情
感
が
純
粋
げ
に
結
晶
い
だ
ち
tGパ一
f
q「
「
雪
明
り
の
陸
」
に
ブ
ド
、
て
一

脳
包
て
っ
ぺ
窓
)
引
で
房
一
山
一
っ
た
彼
の
詳
を
書
き
続
明
る
ア

F-が
で
町
き
々
く
た
り
、
彼
の
詩
の
外

に
は
み
出
し
た
載
容

4
で
長
芝
大
宮
存
在
ぞ
い
巳
め
る
に
れ
を
処
理
士
る
た
め

に
、
人
間
の
内
面
白
~
底
畑
、
心
の
暗
い
底
、

i

へ
お
&
り
を
落
ど
す
新
心
理
主
義
に
と
び
っ
引
い

-24，...，. 

て
い
く
の
で
あ
忍
。
そ
百
結
果
が
、
科
学
実
験
の
報
吋
告
か
、
観
念
の
遊
戯
、
模
様
風
の



に
仙
士
巴
を
こ
う
設
定
し
た
の
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
自
己
の
、
文
学
に
対
す
る

真
剣
さ

i
三
筋
の
赤
い
血
」

(
「
ど
ん
乍
人
聞
が
可
能
一
か
」
昭
お
・

5
〉i
l
L
を
抜

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
と
仙
吉
を
離
そ
う
と
し
て
、
い
る
の
で
は
必
い
か
た
と
い
う
乙

と
で
あ
る
。
タ

4
プ
の
構
成
を
す
る
た
め
に
わ
ざ
と
小
悪
党
的
に
割
り
切
{
り
、
作
者
の

エ
ゴ
は
一
一
高
い
所
に
離
じ
て
お
く
。
作
者
は
こ
ん
な
い
や
ら
し
い
男
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
じ
~
仙
吉
は
余
り
に
も
整
た
?
読
者
は
、
ぎ
の
~
経
歴
を
読

め
ば
舎
、
整
が
身
す
ぎ
玉
川
世
す
ぎ
の
た
め
に
売
文
し
て
い
る
と
息
収
乙
む
だ
λ
千
っ
。
私
は
、

整
が
こ
乙
で
行
足
っ
て
い
る
の
は
、
差
か
ら
の
、
無
意
識
的
居
直
立
だ
よ
芯
百
己
弁
護

ず
の
り
、
そ
の
裏
で
の
自
己
保
留
で
あ
る
と
考
え
る
ρ

日
和
見
主
義
者
之
じ
て
割
り
切
り
、

居
直
っ
て
じ
ま
う
時
コ
戦
争
中
の
転
向
ゃ
、
失
敬
で
あ
っ
た
務
心
理
主
義
文
学
の
乏
と

を
人
に
つ
か
れf

で
も
平
気
に
た
る
。
そ
れ
は
、
仙
土
ロ
が
マ
リ
子
、
ユ
リ
子
の
一
両
方
と
関

係
し
、
そ
の
露
見
を
恐
れ
て
い
た
時
、
考
え
た
方
法
と
同
一
の
発
想
で
あ
る
ヂ

「
そ
ね
は
、
づ
ま
り
、
私
が
九
決
意
を
持
つ
で
平
然
乏
し
て
通
す
と
い
う
さ
ぎ
だ
。

私
は
明
自
に
、
t
b
、
(
中

4mg
ス
キ
ハ
マ
シ
ダ
ル
の
中
心
λ
物
べ
た
と
あ
ぼ
き
山
立
て
ろ
れ
、

紳
士
風
必
面
の
皮
々
ひ
v

ん
め
・

J

六
十
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
川
も
か

L
そ
b
一
勝
花
顔
w

色

を
変
九
~
古
川
口
汚
い
る
叩
(
中
略
)

J

打
撃
の
来
る
の
を
待
た
ず
九
作
為
じ
た
打
撃
を

必
K
与
え
て
し
ま
一
う
の
「
化
。
、
私
の
岡
部
の
漉
を
顔
K
予
め
刻
一
み
込
事
マ
瞥

44こ
と

~
に
よ
っ
て
三
私
は
打
撃
を
無
一
為
に
さ
せ
勺
そ
の
た
め
、
に
ぐ
ピ
ら
勺
き
?
も
狼
酒
ー
も
し
従

一
い
で
遣
す
ナ
y
(
中
略
〉
そ
う
し

T
お
い
て
、
判
明
は
安
心
し
‘
て
、
心
の
読
ま
や
祷
れ
を

λ

落
ち
」
つ
い
て
調
ヌ
、
そ
の
手
当
と
伊
複
笹
に
取
り
か
か
れ
る
だ
ろ
J

つ川」

最
初
か
汚
日
和
見
主
義
者
と
し
三
て
川
小
悪
党
的
た
割
り
切
っ
て
読
者
の
前
に
翼
出
午
ス

ゑ
宮
崎
舎
む
一
一
む
の
主
導
の
傷
を
隠
じ
で
し
ま
う
。
そ
し
て
‘
ぞ
の
窟
直
子
?
J

ま
っ
か
使
一
富
一
む
役
写
で
ゆ
っ
ぷ
り
自
己
の
心
、
の
傷
を
手
当
し
、
や
が
て
ぞ
乙
を
離
れ
で
、

上十果
bsよ
ゲ
t

を
す
窓
4
h
f
J
f

角
以
上
が
、
差
故
の
、
自
己
暴
露
に
よ
る
居
直
り
的
自
己
弁
護
と
そ
の
裏
の
自
己
保
留

の
例
で
論
る
日
終
込

き
て
い
九
仙
吉
は
〉
最
初
か
ら
日
和
見
主
義
者
と
し
て
割
り
切
れ
ず
ん
い
る
た
め
汁
整
よ

り
心
の
庇
が
浅
の
。
日
そ
し
で
三
彼
ら
二
人
の
そ
の
違
い
は
彼
ら
の
書
く
も
の
の
内
容
の

違
い
に
つ
な
が
る
里
、
平
野
謙
は
九
仙
士
口
の
述
べ
る
「
芸
術
の
運
命
」
の
々
が
の
、
文
学

者
i
u

エ
プ
キ
ス
ド
と
克
符
ず
愛
情
乞
食
説
の
居
直
っ
た
調
子
い
と
、
同
じ
テ

I
?
で
あ
っ

て
も
、
伊
藤
整
の
書
ぐ
廿
病
め
ぎ
時
代
』
(
『
文
芸
』
一
昭
m
-
I
V
の↓

J

神
妙
た
首
を

た
れ
て
い
る
調
手
」
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。

整
と
仙
吉
め
書
〈
同
容
の
違
い
ー
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
整
に
次
の
よ
う
な
文
章
が

あ
る
。

-25'""""'{ 

引
そ
れ
は
書
き
は
じ
め
て
か
ち
〔

4
鳴
海
仙
士
己
を
)
半
年
一
ほ
ど
経
っ
た
時
で
、

そ
の
時
『
文
芸
」
に
知
識
階
級
論
さ
い
う
評
論
を
書
く
る
ど
に
役
μ
っ
た
え
中
略
V

ぞ
れ
が

ε会
し
て
も
ま
さ
も
な
評
論
に
か
叫
ら
々
く
て
、
つ
ま
勺
私
伊
藤
整
か
責
任

を
持
会

B

ど
う
な
評
論
一
陀
た
ら
符
ぐ
で
、
鳴
海
他
吉
陀
責
任
を
持
っ
て
ふ

6
わ
花
山

句
む
王
ム
口
が
山
悪
い
も
の
に
向
性
っ
た
。
(
中
路
)
ご
自
念
自
、
身
が
批
判
さ
お
恋
も
の
で
あ

f
b

る
時
夜
、
自
分
を
さ
じ
お
一
い
で
、
自
分
を
誤
・
5
夜
、
き
寄
在
と
い
て
常
勝
笠
論
さ
れ

一
る
と
む
ろ
の
、
=
倫
理
感
を
含
め
た
当
伐
の
評
論
が
私
民
は
疑
わ
b
一
七
見
定
る
。
い
一

(
「
鳴
海
仙
吉
の
そ
め
後
vw一砲

mtj抱一川
a
T
川『
λ
島
新
聞
』
叫

つ
ま
り
(
鳴
海
仙
士
唱
の
書
い
た
い
る
評
論
は
伊
藤
整
と
い
う
名
で
は
責
任
の
と
れ
え

い
も
の
で
あ
る
た
い
う
の
ぞ
(
あ
る
。
ヘ
受
れ
で
泣
仙
書
は
と
う
か
♂
仙
士
口
は
日
和
見
主
義

者
と
し
て
割
h
d
切
品
川
て
い
お
た
め
n:飼
の
失

5
込
の
ゐ
な
い
。
従
っ
て
彼
に
は
自
己
の

卑
俗
さ
の
徹
底
的
暴
露
が
で
怠
る
の
で
あ
り
グ
そ
う
い
う
卑
俗
さ
忌
さ
ら
す
ζ

と
に
よ



っ
て
、
伊
藤
整
に
は
で
き
た
い
、
働
者
批
判
の
権
利
を
得
る
の
で
あ
る
。
仙
士
口
は
評
論

を
書
き
、
他
者
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
問
題
材
の
は
、
そ
の
時
、
仙
吉
は
自
己
の
卑
俗

念
の
上
に
居
坐
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
問
題
た
の
は
、
そ
の
時
、
整
も
そ

れ
と
い
っ
し
ょ
に
居
直
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
整
が
仙
吉
に
卑
俗
た
自

己
を
暴
露
さ
せ
、
同
時
に
他
者
を
批
判
さ
せ
る
時
、
そ
乙
に
は
同
じ
知
識
階
級
人
た
る

自
分
、
伊
藤
整
が
居
直
り
的
に
弁
護
さ
れ
る
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
整
が
仙
吉
を
、
使
っ
て
他
者
合
串
刺
し
に
し
、
自
己
を
居
直
り
的
に
弁
護
し
て

い
た
時
、
中
野
亘
拾
の
「
鳩
山
溝
型
甲
も
の
が
た
り
は
人
生
を
た
め
て
い
る
。
文
学
と
芸

術
家
を
な
め
て
い
る
寸
〈
「
鳴
海
他
吉
と
得
能
五
郎
」
昭

m
・
6
)
と
い
う
批
判
が

出
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
整
ば
、

「
鳴
海
仙
吉
的
た
も
の
が
未
来
の
社
会
で
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
こ
と
、

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
悪
し
き
衝
動
で
あ
る
こ
と
を
作
者
は
云
お
う
と
し
て
い
る
。
」

(
「
抽
晴
海
仙
士
口
の
弁
明
」
紹
沼
・
叩
)

と
、
仙
吉
と
離
脱
れ
た
自
己
を
保
留
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
『
鳴
海
仙
吉
』
に
お
い

て
実
際
に
整
が
そ
う
し
た
自
己
保
留
の
動
き
を
示
し
だ
し
た
の
は
、
中
野
の
批
判
の
翌

月
発
表
さ
れ
た
「
不
安
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

司
一
思
い
つ
い
た
こ
と
を
次
か
ら
次
と
、
逆
説
的
役
、
議
刺
的
段
、
明
弄
的
花
、
言

い
か
た
で
書
い
た
。
自
分
に
恐
怖
を
与
え
る
時
代
の
大
波
の
よ
う
々
漠
然
と
し
て

抵
抗
で
き
た
い
も
の
に
挑
む
よ
う
た
、
悲
鳴
を
あ
げ
る
よ
う
た
文
章
を
次
々
と
書

い
た
己

評
論
を
書
く
作
者
た
る
仙
吉
の
エ
ゴ
の
暴
露
は
、
物
語
が
半
分
く
ら
い
進
ん
だ
「
不

安
」
に
お
い
て
唐
突
に
位
さ
れ
る
。
整
は
中
野
の
批
判
を
読
ん
で
こ
の
章
を
書
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
「
不
安
」
は
、
そ
れ
ま
で
仙
吉
に
あ
ま
り
に
つ
き
す
ぎ
、
そ
う
し
て
仙
吉

の
上
に
乗
っ
か
っ
て
居

E
h
J的
自
己
弁
護
の
様
相
を
呈
し
て
き
で
い
た
整
の
不
在
証
明

で
あ
り
、
作
者
た
る
自
己
の
保
留
た
の
で
あ
る
。
角
地
お
、
整
か
乙
の
章
の
前
ま
で
仙
吉

と
っ
き
す
ぎ
て
い
た
と
と
は
次
の
文
章
か
ら
も
分
か
る
。

「
も
う
一
度
乙
の
人
物
と
彼
の
書
く
も
の
と
の
つ
花
が
り
を
確
か
め
よ
う
と
思
っ

て
『
不
安
』
と
い
う
の
を
書
い
た
己
一
九

ぺ
「
鳴
海
仙
吉
の
そ
の
後
」
附
・

m-
四・

7
)

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
整
は
『
鳴
海
他
吉
』
に
お
い
て
、
差
に
よ
る
居
直
り

と
自
己
保
留
、
ま
た
、
自
己
暴
露
・
他
者
批
判
に
よ
石
居
直
り
的
自
己
弁
護
、
ま
た
、

型
口
か
ら
自
己
を
引
き
離
し
、
高
い
次
元
に
官
芭
を
保
留
し
よ
う
と
す
る
動
き

i
の

三
通
り
の
操
作

i
l無
意
識
的
だ
ろ
う
が
ー
ー
を
し
で
い
る
。
そ
し
て
、
後
二
者
を
象

徴
的
巴
一
小
す
の
は
、
序
と
「
あ
と
が
き
い
一
で
あ
る
。

「
鳴
海
仙
吉
と
は
誰
か
♂
作
者
自
身
に
ち
が
い
な
い
と
あ
な
た
は
思
う
で
し
ょ
う
。

と
ん
で
も
た
い
ζ
と
で
す
。
鳴
海
仙
吉
は
君
で
す
。
あ
花
た
で
す
。

(
中
略
)
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(
中
略
)
智
慧
あ
り
顔
に
衝
を
歩
い
て
い
ま
す
。
君
の
よ
う
に
、
ま
た
作
者

の
よ
う
に
c

」

(

「

読

者

に

」

)

「
『
鳴
海
仙
吉
』
は
〈
中
略
)
乙
れ
は
タ
イ
プ
の
構
成
で
あ
る
。
タ
イ
プ
と
し
て

の
鳴
海
仙
士
口
は
極
め
て
一
般
的
伝
も
の
が
あ
る
。
(
中
略
)
タ
イ
プ
と
し
て
の
性

格
の
把
握
を
試
み
た
ζ

と
で
、
『
鳴
海
仙
吉
』
は
『
得
能
五
郎
』
と
違
う
の
で
あ

る
。
」
(
「
あ
と
が
き
」
)
」

同
じ
趣
旨
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
，
前
者
は
居
直
り
的
自
己
弁
護
に
開
乙
ぇ
、
後
者
は

作
者
の
自
己
保
留
に
闇
聞
こ
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

=一

彼
は

さ
て
、
以
上
、
『
得
能
」
物
と
『
鳴
海
仙
士
口
』
の
方
法
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
整
の
内
面

か
ら
追
求
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
か
化
ゆ
が
み
が
あ
る
に
し
ろ
、
い
や
、
ゆ
が
叶
み
が

あ
る
の
は
仙
吉
ト
』
巷
鼓
の
差
恥
か
ら
符
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
主
人
公
達
は
整
な
の
で



あ
芯
。
一
e
c
r
H
念
、
?
ピ
灯
、
か
広
ν
彼
ら
が
叫
が
狩
る
一
人
物
か
、
い
か
か
地
る
問
題
を
持
っ
て

い
吋
る
か
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
『
得
能
』
物
で
あ
る
。
乙
の
作
品
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
整
に
と
っ
て
、

自
己
の
書
き
た
い
内
容
と
方
法
を
自
覚
し
た
着
実
必
第
一
歩
行
悼
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

ま
た
、
成
長
過
程
の
上
か
ら
も
、
追
求
す
る
テ

1
7
の
上
か
ら
も
大
き
な
転
機
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
た
わ
ち
、
『
得
能
』
物
は
、
青
春
時
代
か
ら
壮
年
時
代

i

|

一
人
の
社
会
構
成
員
、
現
世
保
持
者
の
時
代
へ
の
転
換
軸
な
の
で
あ
り
、
乙
れ
以
後
、

整
は
、
社
会
に
お
け
る
自
己
の
公
的
、
私
的
存
在
の
追
求
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、

『
得
能
』
物
で
は
、
そ
の
よ
う
は
公
的
・
私
的
面
を
一
人
物
と
し
て
書
く
こ
と
を
せ
ず
、

社
会
に
押
し
出
さ
れ
る
知
識
人
・
文
学
者
と
し
て
の
面
が
得
能
に
、
男
性
と
し
て
の
内

的
恐
れ
が
桜
谷
に
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
、
得
能
五
郎
は
い
か
か
地
る
人
物
が
。
彼
の
第
一
の
特
徴
は
傍
観
的
文
学
者
だ
と

い
う
乙
と
で
あ
る
。

「
い
つ
ど
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
か
分
ら
々
い
が
、
他
人
に
は
干
渉
レ
な
い
の

が
正
し
い
、
と
い
う
気
持
を
得
能
は
持
っ
て
い
る
。
彼
が
小
説
書
き
と
し
て
一
外
部

に
対
す
る
態
度
の
根
本
的
々
と
こ
ろ
に
そ
れ
が
が
ん
ば
っ
て
い
る
。
(
中
略
)
自
分

を
文
学
者
と
し
て
意
識
す
る
と
き
、
自
分
が
人
を
対
坐
す
る
時
の
坐
り
か
た
、
髪

の
か
誌
上
げ
か
た
、
一
般
社
会
人
と
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
姿
勢
か
ら
、
そ
の
も
の
の

見
方
が
出
て
来
る
。
」

乙
の
傍
観
的
文
学
者
と
い
う
の
が
、
例
え
ば
荷
風
の
よ
う
に
社
会
と
断
絶
し
、
社
会

を
拒
絶
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
た
く
、
西
洋
的
自
由
主
義
者
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ

る
乙
と
は
右
の
文
か
ら
で
も
分
か
る
が
、
彼
は
直
接
的
対
人
関
係
に
お
い
て
ぽ
、
後
が

西
洋
的
自
由
主
義
者
で
あ
る
と
の
同
発
想
で
紳
士
で
あ
る
。

「
得
能
は
ふ
だ
ん
、
極
く
紳
士
ら
し
く
身
を
持
し
て
い
る
。
隣
近
所
の
わ
〈
に
逢
ラ

と
、
に
こ
に
こ
し
て
節
重
に
帽
子
を
と
っ
て
挨
拶
す
る
か
、
(
中
略
)
不
愛
想
々

知
ら
ぬ
顔
を
す
る
。
、
」

「
得
能
は
暖
味
花
、
だ
が
失
礼
に
た
ら
ぬ
よ
う
に
愛
想
よ
く
笑
っ
た
。
」

得
能
が
西
洋
的
自
由
主
義
者
で
あ
る
理
由
と
し
て
は
、
彼
が
理
論
的
・
調
和
的
人
間

関
係
を
欲
し
で
や
る
た
め
と
、
ま
た
、
文
学
者
と
い
う
体
面
上
か
ら
と
~
ニ
つ
の
も
の

が
考
え
ら
れ
右
旦
い

「
若
し
か
、
学
校
や
中
学
校
の
教
師
が
(
中
略
}
~
ど
う
言
っ
た
、
ど
う
い
う
顔
を
し

た
?
と
「
り
つ
よ
王
伝
自
分
自
身
の
乙
と
を
話
し
て
く
れ
た
た
ら
ぽ
、
い
や
そ
う
い

う
こ
と
が
ず
で
き
る
よ
う
な
教
師
に
、
人
間
接
触
の
実
際
の
形
を
例
で
示
し
て
も
ら

っ
た
ら

j

、
大
変
よ
か
っ
た
と
思
う
。
」

と
言
う
時
、
得
能
は
論
理
的
{
・
調
和
的
人
間
関
係
を
希
求
し
て
い
る
の
だ
。
日
本
社
会

は
ま
だ
「
講
談
や
渡
花
節
で
聞
く
既
成
品
の
義
理
人
情
」
的
人
間
関
係
が
一
般
の
規
範
ず

と
な
っ
て
い
る
封
建
的
社
会
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
花
封
建
的
道
徳
は
い
さ
さ
か
の
論
理

的
訓
練
を
受
け
た
得
能
の
欲
求
を
満
た
さ
た
い
。
そ
う
い
う
論
理
的
・
調
和
的
人
間
関

係
の
希
求
か
彦
、
彼
は
酋
洋
的
自
由
主
義
を
自
己
の
規
範
と
す
る
。
ヤ
か
じ
ス
乙
乙
で

お
さ
え
て
お
か
託
け
れ
ば
々
ら
な
い
の
は
、
西
洋
的
自
由
主
義
の
発
見
、
と
い
う
乙
と

が
、
結
局
叩
「
型
」
の
発
見
と
そ
れ
へ
の
あ
て
は
め
で
あ
る
乙
と
だ
。
「
教
師
」
の
例
で

も
分
か
る
よ
う
に
彼
は
型
の
発
見
を
願
っ
て
い
る
。
彼
が
自
由
主
義
を
規
範
と
す
る
の

は
、
自
己
内
心
の
欲
求
か
ら
ど
う
じ
て
も
そ
こ
へ
行
く
と
い
う
わ
け
で
は
従
く
、
「
何

も
無
い
と
こ
ろ
に
は
何
か
が
入
っ
て
住
ま
ね
ば
た
ら
た
い
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の

自
己
の
空
虚
性
〆
得
能
は
、
白
本
に
お
い
て
論
理
的
人
間
関
係
が
見
当
ら
た
い
結
果

と
し
て
、
西
洋
か
ら
の
輸
入
品
に
自
己
を
は
め
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

引
用
文
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
学
者
と
い
う
体
面
上
か
ら
の
も
の
で
も
あ
る
。
得
能

は
自
己
を
「
傍
観
的
文
学
者
」
「
紳
士
」
と
し
て
設
定
す
る
。
そ
れ
は
、
西
欧
的
相
対

エ
ゴ
の
自
覚
と
ぞ
れ
を
合
理
的
に
解
決
す
る
習
慣
の
々
い
社
会
で
、
そ
う
し
た
自
覚
と

習
慣
の
た
い
者
が
、
一
見
見
張
え
の
よ
い
い
高
級
た
感
じ
の
仮
面
を
内
容
も
分
ら
ず
借
り
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で
か
ぶ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
自
己
の
身
に
つ
い
た
も
の
で
花
い
か
ら
、
得
能
は
、
傍
観
も

自
由
主
義
も
事
が
起
こ
っ
た
場
r
A

口
の
解
決
に
は
た
ら
ぬ
と
思
い
、
恐
る
恐
る
人
間
の
エ

ゴ
の
働
主
、
合
い
と
し
て
の
社
会
と
い
う
認
識
を
持
ち
出
さ
ね
ば
沈
ら
た
い
の
で
あ
る
。

「
文
学
者
的
な
傍
観
者
の
姿
勢
は
生
活
の
中
で
守
り
と
お
せ
る
も
の
で
々
い
こ
と

は
気
が
つ
い
て
い
る
。
(
中
略
〉
入
学
試
験
も
通
ら
た
け
れ
ば
た
ら
々
か
っ
た
し
、

文
章
を
売
っ
て
自
分
と
家
族
と
を
養
わ
ね
ば
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
生
き
て

来
た
味
が
電
車
や
パ
ス
に
乗
る
時
の
押
し
つ
く
ら
と
そ
っ
く
り
だ
。
」

乙
の
人
間
関
係
の
型
発
見
と
そ
れ
へ
の
あ
て
は
め
と
い
っ
た
発
想
、
お
よ
び
体
面
主

義
は
、
卑
近
江
例
を
出
せ
ば
、
得
能
が
銀
座
や
パ
ー
に
お
い
て
「
異
邦
人
」
と
感
じ
、

売
り
子
と
か
給
仕
と
か
を
極
度
に
怖
れ
、
「
場
ち
が
い
'
一
に
な
ら
ぬ
よ
う
戦
々
競
々
と

す
る
、
そ
の
根
本
に
あ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
得
能
は
そ
こ
の
秩
序
を
発
見
し
、
そ

れ
に
合
わ
せ
て
演
技
す
る
。
次
の
引
用
は
バ
ー
テ
ン
に
対
す
る
演
技
場
面
で
あ
る
。

『
そ
の
た
め
自
分
で
は
、
舞
台
で
演
技
を
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ

る。

(
中
略
)

得
能
「
そ
れ
で
誰
か
を
一
思
い
に
ぐ
さ
っ
と
や
ろ
う
と
い
う
の
か
ね
。
〈
傍
白
)

ま
ず
こ
れ
ぐ
ら
い
で
俺
も
銀
座
人
種
と
し
て
通
用
す
る
わ
け
か
な
り
・
』
と
い
う
よ

う
な
乙
と
に
伝
る
。
」

乙
の
受
口
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
は
傍
観
的
文
学
者
・
紳
士
の
仮
面
を
か
ぶ
り
、
演
技

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

自
己
内
部
か
ら
の
必
然
で
は
な
く
、
型
は
め
で
あ
る
こ
と
が
い
か
に
危
い
こ
と
か
は

分
か
る
と
思
う
。
得
能
が
体
面
を
気
に
し
、
ま
た
、
自
由
主
義
が
解
決
に
な
ら
ぬ
と
い

う
時
、
そ
こ
に
は
上
昇
思
考
と
、
破
滅
を
拒
む
気
持
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
型
発

見
と
そ
れ
へ
の
あ
て
は
め
と
い
う
思
考
法
が
結
び
つ
く
時
、
彼
は
非
常
に
危
い
断
涯
に

い
る
。
戦
争
が
そ
れ
を
暴
露
し
、
得
能
五
郎
は
鳴
海
仙
吉
と
な
っ
た
。

得
能
は
こ
う
し
て
自
己
を
傍
観
的
文
学
者
・
紳
士
と
設
定
し
て
世
を
渡
る
が
、
そ
乙

に
心
理
的
拒
絶
反
応
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
ζ

う
。
す
な
わ
ち
、
得
能

が
阪
上
一
郎
の
お
っ
と
り
し
た
品
の
よ
さ
に
羨
望
を
感
じ
、
大
学
の
教
官
室
に
坐
っ
て

い
た
威
厳
あ
る
人
物
の
前
に
自
己
を
一
枚
の
紙
の
よ
う
に
感
じ
る
時
、
彼
は
、
自
然
に

円
か
外
に
あ
ら
わ
れ
る
人
を
羨
望
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
一
方
、
自
己
の
計
算
し

た
仮
面
性
、
演
技
性
を
、
内
の
空
虚
性
を
、
仮
面
の
裏
の
コ
セ
コ
セ
し
た
俗
物
性
を
嫌

悪
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

桜
谷
多
助
は
破
滅
型
私
小
説
家
と
し
て
設
定
し
て
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
の
書
く
ノ

ー
ト
の
内
容
は
整
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
整
自
身
で
あ
る
。
従
っ
て
桜
谷
を

詳
し
く
分
析
す
べ
き
で
は
あ
る
が
紙
数
の
関
係
上
、
概
略
を
述
べ
る
に
止
め
る
。
彼
は

妻
子
を
自
己
を
縛
る
拘
束
と
感
じ
、
男
法
女
の
一
一
、
三
人
ぐ
ら
い
も
の
に
す
べ
き
だ
と

い
う
「
常
識
の
毘
」
に
陥
り
、
尚
子
と
い
う
女
性
と
恋
愛
事
件
を
起
こ
す
が
、
そ
れ
は

失
敗
に
終
わ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
桜
谷
の
ノ

i
ト
か
ら
分
析
す
る
と
、
ま
ず
、
「
常

識
の
毘
」
に
ひ
っ
か
か
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
家
雇
を
破
壊
し
て
も
と
い
う
気
は
な
か
っ
た

乙
と
、
恋
愛
の
結
果
初
め
て
「
妻
や
子
と
の
清
ら
か
な
安
ら
か
な
生
活
の
尊
さ
」
を
痛

感
し
、
ま
た
、
「
肉
体
の
結
果
と
し
て
の
愛
の
緋
」
と
い
う
認
識
に
達
し
た
乙
と
、
ま

た
、
妻
が
恋
愛
を
知
り
、
「
家
庭
」
と
い
う
形
が
実
際
に
乙
わ
れ
た
そ
の
時
、
「
家
庭
」

に
対
す
る
世
間
の
銀
、
常
識
に
破
れ
た
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
桜
谷
は

い
さ
さ
か
滑
稽
な
存
在
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
乙
こ
で
お
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
整

は
、
桜
谷
の
綬
本
に
男
性
と
し
て
の
恐
れ
、
生
衝
動
へ
の
恐
れ
を
お
い
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
整
の
未
熟
の
結
果
か
、
桜
谷
の
ノ

l
ト
で
は
、
そ
れ
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
、

「
肉
体
の
結
果
と
し
て
の
愛
の
紳
」
と
い
う
認
識
以
外
に
は
そ
れ
を
書
き
え
ず
、
ま
た
、

ノ
l
ト
以
外
で
は
、
わ
ず
か
に
次
の
得
能
の
感
想
に
そ
れ
を
洩
ら
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

、
が
。

「
桜
谷
の
原
稿
を
見
る
と
、
自
分
が
一
房
一
子
や
子
供
に
不
幸
を
与
え
た
と
か
、
以
内
子
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を
も
不
幸
陀
じ
た
と
か
、
機
悔
す
る
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、

本
当
は
ど
う
な
の
だ
。
桜
谷
は
本
当
は
尚
子
が
好
き
な
の
で
は
な
い
か
。
」

さ
て
、
次
は
『
鳴
海
仙
土
口
』
で
あ
る
。
鳴
海
仙
士
口
は
得
能
的
知
識
人
の
外
形
、

C
か

し
、
過
去
に
対
し
心
の
傷
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
整
の
戦
争
中
の
体
験
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
の
だ
。
)
と
、
桜
谷
的
生
衝
動
(
も
う
そ
れ
は
常
識
の
毘
に
落
ち
込
む
故
の
も

の
で
は
な
い
)
を
持
つ
。

具
体
的
に
分
析
す
る
と
、
ま
ず
仙
士
口
は
、
自
己
の
市
に
確
固
と
し
た
も
の
が
な
い
日

和
見
的
知
識
人
で
あ
る
。

「
だ
が
仙
吉
は
立
場
の
不
安
を
感
じ
て
国
粋
主
義
者
の
知
人
に
個
人
的
に
接
近
し
、

詩
人
の
任
務
は
国
家
の
隆
興
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
霊
園
詩

人
論
を
書
い
た
り
し
た
。
」

乙
れ
が
仙
士
口
の
経
歴
で
あ
る
が
、
現
在
の
か
れ
は
仮
面
の
み
の
空
虚
な
人
物
で
あ
る
。

「
鳴
海
仙
吉
に
と
っ
て
は
、
国
定
の
表
情
と
い
う
も
の
が
無
い
の
で
あ
る
。
(
中

路
)
い
ん
ぎ
ん
に
、
に
こ
や
か
に
笑
っ
た
り
、
文
学
者
ら
し
い
、
あ
る
い
は
地
主

に
ふ
さ
わ
し
い
表
情
を
、
仮
面
の
よ
う
に
時
に
応
じ
て
取
り
か
え
て
歩
い
で
い
る

注

の
で
あ
る
。
(
中
路
)
そ
れ
(
顔
の
表
情
)
が
き
ま
ら
ぬ
う
ち
は
歩
き
向
せ
は
い

と
思
っ
て
い
た
の
に
、
突
然
歩
き
出
し
た
。
そ
し
て
自
分
と
い
う
も
の
が
何
処
に

も
な
い
よ
う
な
、
(
中
路
)
幽
霊
の

4
う
に
仙
土
口
に
思
わ
れ
た
。
」

確
固
と
し
た
も
の
の
な
い
、
仮
面
の
み
の
空
虚
性
。
自
己
の
安
全
と
安
定
を
求
め
る

エ
ゴ
の
働
き

l
lそ
れ
が
仙
吉
の
内
容
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
彼
が
日
和
見
主
義
者
で
、

仮
面
の
み
の
空
虚
者
で
あ
る
こ
と
は
、
『
得
能
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
「
秩
序
発
見
と

そ
れ
へ
の
あ
て
は
め
」
と
い
う
思
考
法
、
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
上
昇
思
考
と
破
滅
を
拒

心
感
覚
に
ょ
う
て
、
一
応
、
説
明
が
っ
こ
う
。

し
か
し
、
彼
は
単
な
る
卑
劣
撲
で
・
も
な
け
れ
ば
、
自
己
の
仮
面
性
に
満
ち
足
り
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
彼
は
正
当
に
生
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
人
と
人
と
の
関

係
が
醜
い
エ
ゴ
の
角
つ
き
あ
い
で
な
く
調
和
を
持
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て

Uφ
し
、
エ
ゴ
と
型
に
は
め
ζ
喧
れ
る
虚
偽
を
嫌
悪
し
て
も
い
る
。
得
能
が
論
理
的
・
調
和
的

人
間
関
係
を
希
求
し
、
ま
た
、
自
己
の
計
算
し
た
仮
面
性
を
嫌
悪
し
た
よ
う
に
。
「
出

家
遁
世
の
志
」
と
い
う
戯
作
評
論
で
仙
士
口
は
最
後
を
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

「
政
府
の
無
責
任
と
冷
酷
と
、
民
衆
の
脱
法
と
嘘
い
つ
わ
り
と
が
、
今
日
我
々
日

本
人
の
生
存
の
実
相
で
あ
ヲ
た
の
か
。

ζ

の
現
世
で
は
正
当
に
生
き
る
と
い
う
乙

と
が
遂
に
全
く
不
可
能
な
の
か
。
そ
う
思
う
と
、
私
は
ま
た
し
て
も
、
乙
の
濁
り

禽
っ
た
世
を
の
が
れ
、
ど
こ
か
で
ひ
と
り
清
ら
か
に
生
き
る
す
べ
は
な
い
も
の
か

と
思
い
あ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
」

こ
の
評
論
を
貫
く
も
の
は
、
「
正
当
に
生
き
た
い
」
と
い
う
附
く
よ
う
な
麟
い
で
あ

る
c

「
佐
伯
講
師
は
(
中
略
)
ひ
と
度
自
説
を
述
べ
る
と
な
る
と
、
気
兼
ね
や
途
巡
に

よ
っ
て
言
葉
を
や
わ
ら
げ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
(
中
略
)
一
種
の
気
ま
ず
い

空
気
を
生
ん
だ
。
」

(
中
略
)
早
く
こ
の
空
気
を
や
わ
ら
げ
て
、
室
内
に
以
前
の
よ
う
な
調
和
を
も
た

ら
し
た
い
。
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仙
士
口
は
自
己
を
強
〈
主
張
す
る
佐
伯
講
師
に
対
し
い
ら
だ
た
し
さ
を
感
じ
、
調
和
を

希
求
す
る
。

「
自
分
自
身
は
不
安
定
の
仮
り
の
害
在
で
、
村
人
の
誰
か
れ
の
心
の
期
に
描
か
れ

て
い
る
自
分
が
本
当
の
鳴
海
仙
吉
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
(
中
略
)
札
幌
ま

で
や
っ
て
来
て
も
、
学
校
に
い
る
聞
は
ま
だ
、
自
分
が
教
師
と
い
う
鋳
型
の
中
に

は
め
込
ま
れ
で
(
中
路
)
都
会
の
人
込
み
の
中
で
は
じ
め
て
お
れ
は
自
分
自
身
に

帰
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
、
と
思
う
の
で
あ
っ
た
。
」

仙
古
口
は
、
人
の
見
る
限
、
自
己
の
は
め
ら
れ
る
鋳
型
を
強
く
嫌
悪
す
る
。



し
か
し
彼
は
、
正
当
-
K
生
き
た
い
と
願
い
な
が
ら
も
日
和
見
者
だ
し
、
型
・
虚
偽
を

嫌
っ
て
も
、
そ
乙
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
。
な
ぜ
か
。
そ
の
摂
本
欠
陥
は
ど
乙
に
あ
る
の

か
。
ま
ず
、
先
に
述
べ
た
上
昇
思
考
と
破
滅
を
拒
む
感
覚
か
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
仙
吉
は
、

物
質
的
な
も
の
の
み
を
測
る
村
民
に
対
し
た
場
合
は
、
彼
ら
の
中
に
作
り
上
げ
ら
れ
る

自
己
の
像
に
イ
ラ
イ
ラ
と
苦
痛
を
感
じ
る
が
、
精
神
的
な
も
の
を
規
範
と
す
る
知
識
人

に
対
し
た
時
は
、

i
l知
識
人
の
空
虚
さ
を
鋭
く
っ
き
な
が
ら
も

l
i自
己
が
そ
の
一

員
で
あ
る
乙
と
を
誇
ら
し
く
思
う
の
で
あ
り
、
恥
氏
自
を
つ
む
り
、
自
己
の
存
在
を
抹

殺
さ
れ
ま
い
と
自
己
を
正
当
づ
け
、
自
己
の
像
を
ベ
タ
ベ
タ
と
塗
り
あ
げ
て
い
く
の
だ
。

「
こ
の
外
遊
し
た
文
学
者
の
機
智
に
溢
れ
、
論
旨
の
酸
味
で
高
踏
的
な
追
橿
談
と
、

そ
れ
を
理
解
す
る
同
僚
の
知
的
な
雅
趣
の
あ
る
ユ
ウ
モ
ア
が
漂
っ
て
い
た
。
そ
し

て
他
吉
自
身
が
そ
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
誇
ら
し
い
気
分
を
彼
に

与
え
る
の
で
あ
っ
た
。
」

「
と
す
る
と
、
お
れ
も
、
こ
の
議
論
の
ど
こ
か
に
弱
点
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
自
分

が
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。
(
中
略
)
仙
吉
は
慌
て
な
が
ら
、
じ
り
じ
り
と

後
戻
り
し
て
身
構
え
し
よ
う
と
思
っ
た
。
」

し
か
し
、
何
よ
り
の
根
本
欠
陥
は
彼
の
調
和
希
求
の
根
本
に
あ
る
も
の

l
l弱
さ
で

あ
ろ
う
。
佐
伯
講
師
に
つ
い
て
の
引
用
の
続
き
は
こ
う
で
あ
る
。

「
虚
礼
で
も
、
睡
で
も
、
何
で
も
い
い
か
ら
皆
が
な
と
や
か
に
、
静
か
に
笑
っ
て

話
し
合
え
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
作
ら
な
い
と
、
乙
の
苛
立
た
し
い
緊
張
感
は
、
全

く
た
ま
ら
は
い
。
」

す
な
わ
ち
、
仙
吉
は
波
風
さ
え
た
た
な
け
れ
ば
よ
い
式
の
欺
暗
に
満
ち
た
も
の
で
も
、

破
調
の
気
ま
ず
さ
よ
り
は
よ
い
と
湾
え
る
の
で
あ
る
。
虚
偽
で
も
よ
い
か
ら
調
和
を
望

ん
で
い
る
の
だ
。

も
う
一
つ
例
を
あ
げ
よ
う
。
仙
吉
が
文
芸
批
評
家
と
し
て
ど
う
に
か
生
活
す
る
よ
う

に
な
っ
た
頃
、
弟
子
志
望
の
青
年
が
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
彼
は
確
信
も
な
し
に
文
芸
批
評
を
次
々
と
書
い
て
生
活
す
る
自
分
自
身
に
ひ
ど

く
不
満
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
青
年
は
ひ
ど
く
真
剣
で
、
(
中
略
)
あ
く
ま
で
も

断
る
と
、
腹
を
立
て
て
挨
拶
も
せ
ず
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
仙
吉
自
身
も
そ
の
時
は

真
剣
だ
っ
た
の
で
、
は
ぐ
ら
か
す
こ
と
も
、
ご
ま
か
す
乙
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
後
で
は
、
彼
は
話
を
は
ぐ
ら
か
し
て
、
雑
談
の
相
手
に
し
、
不
得
要
領

に
帰
し
て
し
ま
う
乙
と
を
覚
え
た
。
」

乙
の
場
合
、
仙
吉
の
エ
ゴ
も
青
年
の
エ
ゴ
も
真
剣
に
、
純
粋
に
、
一
一
角
い
所
を
め
ざ
し

て
動
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
純
粋
で
高
い
エ
ゴ
の
ぶ
つ
か
h
J合
い
で
も
、
仙
士
ロ
に
は

耐
え
ら
れ
な
い
。
真
剣
と
真
剣
か
ぶ
つ
か
り
、
お
互
い
に
傷
つ
け
合
う
こ
と
が
耐
え
ら

れ
な
い
の
だ
。

仙
吉
の
調
和
希
求
が
い
つ
も
こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
な
歎
捕
に
満
ち
た
調
和
の
希
求
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
も
う
一
度
言
え
ば
、
仙
吉
は
歎
晴
を
嫌
い
、
正
当
に
生
き
た
い

と
願
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
よ
う
。
仙
吉
は
何
故
、

そ
の
よ
う
に
敏
感
に
虚
偽
、
欺
暗
や
不
当
を
か
ぎ
つ
け
、
そ
の
よ
う
に
激
し
く
そ
れ
ら

を
嫌
悪
す
る
の
か
。
私
は
、
西
欧
的
論
理
主
義
、
自
由
主
義
の
洗
礼
を
受
け
た
が
放
の

彼
の
論
理
的
思
考
法
以
上
に
、
彼
の
本
能
的
・
生
理
的
と
も
い
え
る
弱
さ
、
動
物
じ
み

た
エ
ゴ
と
エ
ゴ
と
の
対
立
の
醗
さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
、
そ
ん
な
弱
さ
を
第
一
原
因
と
し

て
考
え
る
。
乙
の
弱
さ
は
、
プ
ラ
ス
に
働
く
時
に
は
、
虚
偽
や
不
当
へ
の
敏
感
さ
や
、

心
か
ら
の
附
〈
よ
う
な
、
真
と
か
正
へ
の
願
い
と
な
る
が
、
し
ば
し
ば
、
歎
硝
的
-
謁
和

で
も
そ
れ
を
希
求
す
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
働
き
を
す
る
3

す
な
わ
ち
彼
の
「
弱
さ
」

は
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
両
方
へ
働
く
わ
け
だ
。

さ
て
、
乙
の
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
で
は
、
彼
は
、
そ
れ
が
上
方
を
心
い
た
エ
ゴ
の
場
合

で
も
、
エ
ゴ
対
エ
ゴ
の
対
立
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
対
立
・

破
調
に
耐
え
ら
れ
な
い
仙
吉
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
、
日
和
見
者
と
な
る
の
は
当
然
だ
し
、

空
虚
に
悩
み
つ
つ
も
知
識
人
と
し
て
仮
面
を
つ
け
続
け
る
の
も
、
ま
た
、
人
の
見
る
白
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に
自
己
を
縛
ら
れ
、
虚
偽
に
身
動
き
一
つ
で
き
な
く
な
る
の
も
、
乙
れ
ま
た
当
然
な
の

で
あ
る
。
彼
は
伺
よ
り
も
自
己
が
破
調
者
と
な
る
乙
と
を
恐
れ
る
。
彼
の
「
弱
さ
」
が

そ
れ
を
許
さ
伝
い
。
こ
う
し
て
、
仙
吉
は
、
虚
偽
を
感
じ
て
も
、
正
当
に
生
き
た
い
と

願
つ
で
も
、
摂
本
に
あ
る
弱
さ
の
た
め
、
虚
偽
や
欺
晴
的
調
和
か
ら
脱
す
る
乙
と
が
で
き

e

な
Lさ

て
、
こ
う
い
う
仙
吉
に
、
虚
偽
か
ら
脱
し
、
外
見
の
調
和
を
破
る
可
能
性
が
ど
れ

だ
け
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
一
つ
は
論
理
的
調
和
的
人
間
関
係
の
欲
求
、
一
つ
は

彼
の
詩
情
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
彼
の
暗
い
生
衝
動
の
計
三
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
う
ち
の
前
二
者
は
上
方
へ
向
か
う
意
志
で
あ
る
が
、
三
番
目
は
下
へ
向
か
う
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
仙
吉
を
本
当
に
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
り
、
仮
調
に
む
か
わ
せ
る
の

は
、
乙
の
下
方
へ
向
か
う
意
志

l
l
動
物
と
し
て
の
人
間
本
能
の
強
く
暗
い
悪
魔
的
衝

動
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ら
口
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
異
教
徒
・
オ
デ
ュ

y

セ
ウ
ス
の
願
い
で
あ
る
。

「
お
れ
は
子
供
へ
の
愛
と
、
老
い
た
る
父
へ
の
麓
敢
と
、
妻
へ
の
愛
情
を
犠
牲
に

し
て
も
、
人
間
世
界
の
隅
々
を
放
浪
し
、
人
間
の
徳
と
不
徳
の
限
り
を
味
い
た
い

の
だ
。
」

仙
士
ロ
の
場
合
、
所
有
と
支
配
を
願
う
エ
ゴ
に
つ
い
て
は
彼
の
や
さ
し
さ
が
そ
れ
を
止

め
る
が
、
女
性
に
引
か
れ
る
動
物
的
衝
動
は
お
さ
え
が
た
い
。

一
彼
は
、
そ
の
う
そ
つ
き
の
、
遊
び
心
の
多
い
、
自
分
の
魅
力
を
知
っ
て
、
そ
れ
を

使
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
マ
リ
子
乙
そ
自
分
に
と
っ
て
の
女
で
あ
る
乙
と
を
、

(
中
略
)
そ
の
マ
リ
子
の
心
に
応
じ
て
動
乙
う
と
す
る
と
乙
ろ
に
自
分
の
男
性
と

し
て
の
心
が
本
当
に
あ
る
乙
と
を
、
(
中
路
)
理
解
し
た
。
L

「
あ
あ
こ
い
つ
だ
、
我
々
男
を
女
へ
駆
り
立
て
る
執
念
は
、
こ
れ
な
の
だ
。
愛
と

か
清
ら
か
さ
と
か
い
う
天
使
の
心
を
持
っ
た
女
の
中
か
ら
、
女
自
身
が
知
ら
な
い

別
な
生
き
も
の
を
引
き
出
す
残
忍
な
執
念
」

『
得
能
』
物
で
は
、
半
ば
常
識
に
ひ
っ
か
か
っ
た
形
で
桜
谷
に
尚
子
と
関
係
さ
せ
た

整
か
、
こ
こ
で
は
、
問
題
を
は
っ
き
り
、
人
間
の
悪
魔
的
本
能
と
し
て
、
怖
れ
を
も
っ

て
提
出
し
て
い
る
。

こ
の
悪
魔
的
衝
動
に
ひ
か
れ
る
仙
士
口
は
、
そ
れ
が
露
見
し
て
破
滅
す
る
ζ
と
を
恐
れ

つ
つ
も
、
そ
の
衝
動
に
従
ぃ
、
し
か
も
、
外
見
を
糊
塗
し
て
調
和
を
保
つ
。

こ
の
よ
う
に
、
公
的
に
は
上
方
へ
の
意
志
に
従
わ
な
い
日
和
見
的
・
仮
面
紳
士
的
知

識
人
と
し
て
、
ま
た
、
私
的
に
は
下
方
へ
の
悪
魔
的
衝
動
に
従
い
な
が
ら
、
外
見
を
糊

塗
し
て
調
和
を
保
つ
仙
吉
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
が
「
上
方
へ
の
意
志
」
と
し
て
マ
ル
ク

ス
主
義
を
唯
一
の
も
の
と
し
て
措
定
し
て
い
る
の
も
、
い
か
に
も
伊
藤
整
的
で
あ
る
と

同
時
に
、
時
代
的
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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