
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
表
現
行
為
の
意
味

ー

l
l
〔
手
紙
四
〕
か
ら
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
へ

!
l
'

大
正
十
一
年
十
一
月
の
妹
ト
シ
の
病
没
と
い
う
出
来
事
の
後
、
校
本
版
全
集
の
解
題
の
推
定

に
よ
れ
ば
大
正
十
二
年
頃
、
宮
沢
賢
治
は
、
手
紙
形
式
の
童
話
風
の
小
篇
を
無
署
名
の
刷
り
物

に
し
て
、
諸
方
に
配
布
し
て
い
る
。
全
集
に
は
〔
手
紙
四
U
と
仮
題
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

内
容
に
即
し
て
呼
ぺ
ば
、
「
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
」
と
で
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
内
容

は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
「
あ
る
ひ
と
」
に
指
図
さ
れ
て
手
紙
の
形
で
、
日
頃
、
妹
に
意
地
悪

ば
か
り
し
て
い
た
チ
ュ
ン
セ
と
い
う
男
の
子
が
、
妹
ポ
l
セ
の
死
後
、
夢
に
現
わ
れ
た
妹
に
、

畑
仕
事
の
最
中
に
娃
を
叩
き
殺
し
た
乙
と
を
泣
き
な
が
ら
詰
ら
れ
、
驚
い
て
自
を
覚
ま
し
そ
の

行
方
を
捜
し
た
り
考
え
た
り
し
た
も
の
の
、
全
く
分
ら
ず
、
す
っ
か
り
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
、
と
い
っ
た
話
を
語
っ
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
、
ト
シ
の
死
の
体
験
を
童
話
化
し
た
作

品
で
あ
る
。

そ
の
結
び
の
部
分
に
、
語
り
手
た
る
「
私
」
に
対
す
る
「
あ
る
ひ
と
」
の
次
の
よ
う
な
言
葉

が
付
さ
れ
て
い
る
。

「
チ
ユ
ン
セ
は
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る
と
と
は
む
だ
だ
。
な
ぜ
な
ら
ど
ん
な
乙
ど
も
で
も
、

ま
た
、
は
た
け
で
は
た
ら
い
て
ゐ
る
ひ
と
で
も
、
ま
た
歌
ふ
烏
や
歌
は
な
い
鳥
、
青
や
黒
や

の
あ
ら
ゆ
る
潟
、
あ
ら
ゆ
る
け
も
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
虫
も
、
み
ん
な
、
み
ん
な
、
む
か
し
か

ら
の
お
た
が
ひ
の
き
ゃ
う
だ
い
な
の
だ
か
ら
。
チ
ユ
ン
セ
が
も
し
も
ポ
i
セ
を
ほ
ん
た
う
に

か
あ
い
さ
う
に
お
も
ふ
な
ら
大
き
な
勇
気
を
出
し
て
す
ぺ
て
の
い
き
も
の
の
ほ
ん
た
う
の
幸

福
を
さ
が
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ぞ
れ
は
ナ
ム
サ
ダ
ル
マ
プ
フ
ン
ダ
リ
カ
サ
ス

l
ト
ラ
と

い
ぶ
J

も
の
で
あ
る
。
チ
ユ
ン
セ
が
も
し
勇
気
の
あ
る
ほ
ん
た
う
の
男
の
子
な
ら
な
ぜ
ま
っ
し

ぐ
ら
に
そ
れ
に
向
っ
て
進
ま
な
い
か
U

そ
れ
か
ら
乙
の
ひ
と
は
ま
た
云
ひ
ま
し
た
。
「
チ
ユ

ン
セ
は
い
い
乙
ど
も
だ
。
さ
ア
お
ま
へ
は
チ
ユ
ン
セ
や
ポ
l
セ
や
み
ん
な
の
た
め
に
、
ポ

l
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
を
出
す
が
い
い
以
そ
乙
で
私
は
い
ま
乙
れ
を
あ
な
た
に
送
る
の
で

す。

伊

郎

藤

県

例
え
ば
、
藤
原
定
氏
は
、
右
の
中
の
、
「
あ
る
ひ
と
」
が
、
一
方
で
「
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る

と
と
は
む
だ
だ
」
と
戒
め
な
が
ら
、
他
方
で
「
私
」
に
、
「
ポ
!
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
を
出
す

が
い
い
」
と
勧
め
、
「
私
」
を
し
て
「
ポ
|
セ
が
ほ
ん
た
う
に
ど
う
な
っ
た
か
、
知
っ
て
ゐ
る

会
註

1
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か
た
は
あ
り
ま
せ
ん
か
U

と
尋
ね
さ
せ
て
い
る
点
を
指
し
て
、
矛
盾
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
し

て
、
こ
乙
に
、
妹
ト
シ
の
死
に
遭
遇
し
た
宮
沢
賢
治
自
身
の
二
つ
に
間
引
き
裂
か
れ
た
心
、
即

ち
、
全
体
の
幸
福
を
祈
る
こ
と
を
要
求
す
る
良
心
と
、
そ
れ
と
は
逆
の
妹
一
人
に
執
着
し
て
し

ま
う
利
己
心
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
、
そ
の
ま
ま
の
表
白
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
。

乙
の
〔
手
紙
四
〕
を
、
妹
ト
シ
の
死
を
主
題
に
し
た
作
品
中
で
は
最
も
重
要
な
も
の
の
一
っ

と
見
る
藤
原
氏
の
論
に
は
、
随
所
に
卓
抜
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
て
教
え
ら
れ
る
点
が
少
く
な

く
、
現
に
、
乙
の
作
品
の
発
想
の
契
機
が
宮
沢
自
身
の
内
面
の
矛
盾
・
葛
藤
に
あ
る
と
い
う
点

は
、
私
も
全
く
異
論
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
、
氏
の
よ
う
に
作
品
自
体

の
自
家
撞
着
や
文
脈
混
乱
を
言
う
と
す
れ
ば
、
肝
腎
な
乙
と
が
見
落
さ
れ
て
し
ま
う
乙
と
に
な

ろ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
あ
る
ひ
と
」
が
ポ
l
セ
を
尋
ね
る
の
を
戒
め
て
い
る
の
は
、

飽
く
ま
で
も
妹
を
喪
く
し
た
当
の
チ
ュ
ン
セ
に
対
し
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
作
品
内
の
論
理
に
従

う
限
り
、
乙
こ
で
は
少
く
と
も
、
「
私
」
は
そ
の
チ
ュ
ン
セ
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
上
で
、

「
あ
る
ひ
と
」
に
「
ポ
|
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
を
出
す
」
乙
と
を
許
さ
れ
、
奨
励
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
「
私
」
の
ポ
l
セ
を
尋
ね
る
行
動
は
、
手
紙
に
よ
る
「
み
ん
な
の
た
め
」
の
行

動
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
チ
ュ
ン
セ
当
人
の
そ
れ
と
は
も
は
や
意
義
を
異
に
す
る
、
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
チ
ュ
ン
セ
の
場
合
、
そ
れ
は
、
全
て
の
生
き
物
は
等
し
く
皆
兄
弟
で
あ
る

と
い
う
真
理
に
外
れ
た
、
無
駄
な
行
動
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
真
理
か
ら
必
然
と
さ
れ
る
、
会

体
の
幸
福
を
追
求
す
る
と
い
う
生
き
方
に
も
背
反
し
た
不
正
な
行
動
で
あ
る
、
し
か
し
、
「
私
」

の
場
合
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
価
値
あ
る
正
し
い
生
き
方
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

作
品
内
部
の
論
理
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
ま
ず
素
直
に
、
受
取

人
た
る
「
あ
な
た
が
た
」
九
向
け
た
手
紙
の
差
出
人
と
し
て
の
「
私
」
と
い
う
存
在
、
そ
れ
九

の
積
極
的
な
評
価
の
姿
勢
を
乙
そ
、
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
姿
勢
の

nug 
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背
後
に
想
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
私
」
が
「
チ
ユ
ン
セ
や
ポ
l
セ
や

み
ん
な
の
た
め
に
、
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
を
出
す
」
と
い
う
着
想
を
手
に
入
れ
る
乙
と

で
、
少
く
と
も
宮
沢
賢
治
自
身
に
お
い
て
は
、
妹
ト
シ
の
死
を
め
ぐ
る
自
己
内
面
の
矛
盾
が
一

応
解
決
さ
れ
た
、
と
い
う
事
情
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
苦
渋
に
満
ち
た
内
的
矛
盾
か
ら
の
自

己
救
済
の
願
い
が
、
「
私
」
の
「
み
ん
な
の
た
め
」
の
「
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
」
と
い
う

突
破
口
を
見
出
し
た
と
乙
ろ
に
、
〔
手
紙
四
〕
の
執
筆
・
配
布
と
い
う
行
動
が
実
行
さ
れ
た
、

ハ
註

S
V

と
い
う
風
な
言
い
方
を
し
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

無
論
、
そ
の
場
合
で
も
、
「
ポ

1
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
」
と
「
み
ん
な
の
た
め
」
と
が
、
「
私
」

に
お
い
て
な
ぜ
結
び
付
く
の
か
は
、
不
明
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
鵬
に
落
ち
な
い
乙
と
は

確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
一
言
っ
て
、
作
中
の
論
理
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。

で
は
、
「
私
」
が
ポ
l
セ
の
行
方
を
尋
ね
る
手
紙
を
出
す
乙
と
が
、
な
ぜ
全
体
の
幸
福
に
な

り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
あ
る
ひ
と
」
の
「
私
」
を
促
す
言
葉
の
裏
に
あ
る
、
作
者
自
身
の
論

理
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

乙
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
芹
沢
俊
介
氏
に
、
作
者
が
「
あ
る
ひ
と
」
の
言
葉
に
よ

っ
て
語
ろ
う
と
し
た
の
は
、
乙
の
手
紙
は
、
チ
ュ
ン
セ
の
よ
う
な
八
兄
・
妹
V
と
い
う
こ
人
だ

け
の
閉
鎖
的
な
関
係
か
ら
発
想
さ
れ
た
・
も
の
で
は
な
く
、
八
私
・
み
ん
な

V
と
い
う
開
か
れ
た

円盤
S
V

関
係
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
、
と
の
見
解
が
あ
る
。
そ
し
て
、
別
の
す
へ

脈
中
で
の
言
だ
が
、
氏
は
、
「
賢
治
が
、
乙
乙
で
発
見
し
た
の
は
、
チ
ュ
ン
セ
の
ポ
l
セ
九
の

思
慕
を
断
ち
切
ら
ず
に
思
想
的
に
す
く
い
あ
げ
る
た
め
に
は
(
伊
藤
、
註
・
芹
沢
氏
自
身
の
言

葉
で
換
言
す
れ
ば
『
い
も
う
と
の
死
の
衝
迫
を
(
中
略
)
そ
の
閉
じ
た
関
係
性
九
の
執
着
と
い

う
内
的
自
然
の
暴
威
か
ら
自
己
の
思
想
の
問
題
九
と
つ
な
げ
、
意
味
づ
け
る
』
た
め
に
は
、
と

い
う
乙
と
に
も
な
ろ
う
。
)
チ
ュ
ン
セ
の
『
き
ゃ
う
だ
い
』
で
あ
る
『
わ
た
く
し
』
が
代
っ
て

探
す
と
い
う
方
法
を
と
る
と
と
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
乙
の
と
き
、
ポ
l
セ
は
『
み
ん
な
』

の
た
め
の
ポ
i
セ
で
あ
る
の
で
あ
り
、
ポ
l
セ
を
探
す
乙
と
が
『
ほ
ん
た
う
の
幸
福
』
九
の
渇

で
あ
る
と
し
ん
じ
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
は
と
い
う
風
に
も
述
ぺ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
が

に
よ
れ
ば
、
「
私
」
が
、
チ
ュ
ン
セ
の
「
き
ゃ
う
だ
い
」
で
あ
り
、
か
っ
、
ポ
l
セ
を
〈
『
み

ん
な
』
の
た
め
の
ポ
l
セ
V
と
な
し
う
る
よ
う
な
存
在
、
特
定
の
一
人
に
で
は
な
く
全
体
に
対

し
て
関
か
れ
た
存
在
、
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ポ
l
セ
を
尋
ね
る
行
動
が
勧
奨
さ
れ
る
の
だ
、
と

い
う
乙
と
に
な
る
。

芹
沢
氏
の
乙
の
見
解
は
、
「
私
」
の
拠
っ
℃
立
つ
発
想
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か

を
明
快
に
説
い
た
も
の
と
し
て
、
一
応
は
成
程
と
領
か
さ
れ
る
の
だ
が
‘

A

し
か
し
、
そ
れ
だ
け

で
は
読
者
の
闘
に
落
ち
な
さ
は
、
依
然
と
し
て
解
消
さ
れ
な
い
。
直
ち
に
、
で
は
、
f

「
私
」
が

全
体
に
対
し
て
開
か
れ
た
関
係
に
あ
る
存
在
だ
と
、
な
ぜ
言
え
る
の
か
、
作
者
は
何
を
根
拠

に
、
「
私
」
に
対
し
て
の
ポ
i
セ
が
「
み
ん
な
」
の
た
め
の
ポ
l
セ
で
、
そ
の
ポ
l
セ
を
尋
ね

る
こ
と
が
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
九
の
道
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
か
、
作
者
は
、
闇
雲
に
と

に
か
く
信
じ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
湧
く
か
ら
で
あ
る
。

乙
乙
で
改
め
て
、
〔
手
紙
四
〕
の
中
で
の
「
私
」
が
い
か
な
る
存
在
か
、
そ
の
「
私
」
に
対

し
て
の
ポ
l
セ
と
は
何
か
、
と
い
う
乙
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

結
論
を
二
百
に
言
う
と
す
れ
ば
、
〔
手
紙
四
〕
で
の
「
私
」
は
、
チ
ュ
ン
セ
と
い
う
個
の
体

験
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
取
人
た
る
「
あ
な
た
が
た
」
を
、
「
あ
る
ひ
と
」
の
普
遍
の
知

に
導
く
役
割
を
荷
っ
た
独
自
の
存
在
で
あ
る
、
と
一
言
え
そ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
私
」
は
、
ポ
l
セ
の
死
に
臨
ん
だ
チ
ュ
ン
セ
が
、
そ
れ
ま
で
散
々
に
意
地
悪
ば

か
り
し
て
き
た
た
め
に
後
悔
の
情
に
駈
ら
れ
、
せ
め
て
も
の
償
い
に
、
ど
れ
ほ
ど
献
身
的
に
振

舞
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
、
そ
し
て
、
死
ん
だ
妹
の
現
わ
れ
る
夢
に
ど
れ
ほ
ど
驚
き
困
惑

し
、
そ
の
行
方
を
気
懸
り
に
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
、
を
語
り
、
受
取
人
に
向
か
っ
て

「
ど
な
た
か
ポ
i
セ
を
知
っ
て
ゐ
る
か
た
は
な
い
で
せ
う
か
U

と
尋
ね
か
け
る
。
と
の
と
き
、

「
私
」
は
、
明
ら
か
に
、
チ
ュ
ン
セ
に
な
り
代
っ
て
彼
の
困
惑
と
悲
哀
、
行
方
の
知
れ
ぬ
妹
へ

の
気
懸
り
を
「
あ
な
た
が
た
」
に
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
乙
に
、
チ
ュ
ン
セ
と
い
う

存
在
(
そ
れ
は
延
い
て
は
作
者
自
身
で
も
あ
る
の
だ
が
)
は
、
彼
の
体
験
を
共
有
す
る
「
私
」

や
「
私
」
に
つ
な
が
る
「
あ
な
た
が
た
」
に
向
け
て
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
語
る
(
『
ポ

l
セ
を
た
づ
ね
る
』
)
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
人
兄
・
妹
V
の
閉
じ
ら
れ
た
関
係
で
の
チ
ユ
ン

セ
個
人
の
体
験
が
、
人
私
・
あ
な
た
が
た
V
と
い
う
関
か
れ
た
関
係
の
樫
に
共
有
さ
れ
る
、
と

言
っ
て
も
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
見
落
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
に
チ
ュ
ン
セ
を
代
弁
し
、
彼
の
体

験
を
普
遍
化
す
る
一
方
で
、
「
私
」
が
、
チ
ュ
ン
セ
に
と
っ
て
の
、
ポ
l
セ
を
尋
ね
る
と
と
の

無
意
味
さ
を
手
紙
の
受
取
人
に
了
解
さ
せ
て
し
ま
う
乙
と
で
あ
る
。
「
あ
る
ひ
と
」
の
説
教
風

の
言
葉
と
は
別
の
仕
方
で
、
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
初
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
「
私
」
は
、
畑

仕
事
の
最
中
に
土
中
か
ら
一
匹
の
薄
緑
色
の
小
さ
な
蛙
が
這
い
出
で
来
た
の
を
、
チ
ュ
ン
セ
が

口
汚
く
罵
っ
て
大
き
な
稜
石
で
叩
き
潰
し
て
し
ま
い
、
そ
の
直
後
の
午
睡
の
中
で
、
死
ん
だ
筈
の

ポ
i
セ
が
、
霜
艇
け
の
小
さ
な
手
で
眼
を
乙
す
り
な
が
ら
、
「
兄
さ
ん
な
ぜ
あ
た
い
の
青
い
お

ぺ
ぺ
裂
い
た
の

Uι
凶
ん
や
り
詰
る
の
を
聞
い
た
乙
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た

椅
話
に
よ
っ
て
「
私
」
は
、
「
あ
な
た
が
た
」
の
裡
応
次
の
よ
う
な
認
識
を
、
殆
ど
衝
撃
的
と
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も
言
え
る
鮮
か
山
口
で
、
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
死
ん
だ
ポ
l
セ
は
小
さ
な
蛙
に
生
れ
変

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
残
虐
に
魁
を
叩
き
潰
し
た
乙
と
で
チ
ュ
ン
セ
は
、
知
ら
ず
に
実
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
ポ
l
セ
を
殺
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

乙
の
、
ポ
l
セ
の
他
の
生
き
物
九
の
転
生
と
い
う
観
念
は
、
ポ
l
セ
に
執
し
そ
の
行
方
を
探

そ
う
と
す
る
チ
ュ
ン
セ
を
、
二
重
の
意
味
で
相
対
化
し
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
ポ
ー

セ
の
死
を
き
っ
か
け
に
チ
ュ
ン
セ
は
心
を
改
め
た
筈
な
の
だ
が
、
彼
の
内
実
は
、
蛙
(
ポ

i

セ
)
の
虐
殺
と
い
う
行
為
に
は
し
な
く
も
現
わ
れ
た
よ
う
に
、
ポ
l
セ
の
生
前
に
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
相
変
ら
ず
意
地
悪
な
子
供
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
地
悪
な
チ
ュ
ン
セ
が
ポ
l
セ

の
行
方
を
気
懸
り
に
思
う
の
は
、
い
か
に
も
自
家
撞
着
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
批

判
が
一
つ
、
次
に
、
他
の
生
き
物
に
転
生
す
る
の
で
あ
る
以
上
は
、
チ
ュ
ン
セ
が
自
分
の
妹
だ

と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
特
定
の
存
在
(
ポ
l
セ
)
は
、
本
来
は
な
く
、
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
生
き
物

が
本
当
は
ポ
l
セ
な
の
で
あ
っ
て
、
チ
ュ
ン
セ
は
そ
う
し
た
真
理
に
背
い
て
い
る
、
と
い
う
意

味
で
の
批
判
が
も
う
一
つ
、
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
後
者
の
批
判
は
、
「
あ
る

ひ
と
」
の
、
「
み
ん
な
、
む
か
し
か
ら
の
お
た
が
ひ
の
き
ゃ
う
だ
い
な
の
だ
か
ら
」
「
チ
ユ
ン

セ
は
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る
こ
と
は
む
だ
だ
」
と
い
う
説
教
に
、
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
も
の
で
、

乙
の
点
に
も
明
ら
か
な
通
り
、
「
私
」
は
、
今
度
は
、
「
あ
る
ひ
と
」
の
代
弁
者
と
し
て
の
役

割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
私
」
は
、
チ
ュ
ン
セ
と
「
あ
る
ひ
と
」
と
を
、
共
に
、
手
紙

の
受
取
人
た
る
「
あ
な
た
が
た
」
に
向
け
て
、
代
弁
す
る
存
在
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
、
チ
ュ
ン
セ
の
代
弁
と
「
あ
る
ひ
と
」
の
そ
れ
と
は
、
実
は
同
じ
一

つ
の
こ
と
で
あ
っ
て
別
個
の
乙
と
で
は
な
い
。
も
し
両
者
が
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
こ
と
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
「
私
」
は
、
単
に
チ
ュ
ン
セ
八
九
の
共
感
と
「
あ
る
ひ
と
」
の
モ
ラ
ル
~
の
恭
順
と

の
聞
で
分
裂
的
に
揺
れ
動
い
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
乙
の
〔
手
紙
四
〕
の
背
後
に

は
、
先
の
藤
原
氏
の
よ
う
に
、
作
者
宮
沢
の
内
面
の
矛
盾
・
葛
藤
し
か
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
「
私
」
に
お
い
て
は
、
チ
ュ
ン
セ
の
立
場
に
即
し
て
彼
の
体
験
を
物
語
っ
て
ゆ

く
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
手
紙
一
篇
の
中
に
、
彼
を
対
象
化
す
る
批
判
的
な
視
点
を
構
成
し
て

ゆ
く
乙
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
「
あ
る
ひ
と
」
の
教
え
を
受
取
人
に
伝
え
て
ゆ
く
こ

と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
乙
の
場
合
、
「
私
」
が
、
相
反
す
る
こ
つ
の
立
場
を
こ
の
よ
う
に
同

時
に
代
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
私
」
の
採
っ
て
い
る
の
が
、
暗
犠
と
い
う
、
「
あ
な

た
が
た
」
受
取
人
の
め
い
め
い
が
、
自
ら
の
想
像
力
に
よ
っ
て
意
味
を
読
み
取
っ
て
く
れ
る
よ

う
期
待
し
た
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
口
に
代
弁
と
は
言
っ
て
も
、
「
私
」
は
、
文
字
通
り
に

チ
ュ
ン
セ
や
「
あ
る
ひ
と
」
に
な
り
代
っ
て
い
る
わ
け
日
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
独
自
の
位
置

と
方
法
と
を
そ
れ
な
り
に
有
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
乙
の
代
弁
方
法
の
前
提
と
な
っ
て
い

る
の
が
、
チ
ュ
ン
セ
の
体
験
を
共
有
し
、
ま
た
、
チ
ュ
ン
セ
の
体
験
か
ら
「
あ
る
ひ
と
」
の
教

え
の
寓
意
を
汲
み
取
る
乙
と
の
で
き
る
「
あ
な
た
が
た
」
の
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
言
え
ば
、

あ
る
い
は
、
「
私
」
が
、
「
あ
な
た
が
た
」
を
共
通
の
場
に
あ
る
存
在
と
し
て
期
待
し
信
じ
て

い
る
か
ら
だ
、
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
以
上
は
、
専
ら
〔
手
紙
四
〕
内
部
で
、
「
私
」
の
独
自
性
の
摘
出
を
試
み
て
き
た
わ

け
だ
が
、
作
者
が
「
あ
る
ひ
と
」
を
し
て
「
私
」
に
、
「
チ
ユ
ン
セ
や
ポ
l
セ
や
み
ん
な
の
た

め
に
、
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
を
出
す
が
い
い
」
と
促
さ
し
め
た
と
き
、
そ
の
作
者
に
は
、

「
私
」
の
乙
の
独
自
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
て
み

る
と
き
、
先
の
芹
沢
氏
の
、
「
私
」
は
開
か
れ
た
発
想
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
指
摘
ゃ
、

「
私
」
の
尋
ね
る
ポ
l
セ
は
「
み
ん
な
」
の
た
め
の
ポ
l
セ
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

い
う
指
摘
は
、
初
め
て
充
分
に
、
納
得
が
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
指
摘
は
、
手
紙
の
差
出

人
た
る
「
私
」
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
「
み
ん
な
」
に
つ
な
が
る
「
あ
な
た
が
た
」
の
存
在
任

前
提
と
し
て
い
る
点
ゃ
、
そ
の
「
私
」
が
尋
ね
る
ポ
l
セ
が
、
も
は
や
、
チ
ュ
ン
セ
個
人
の

妹
、
ポ
l
セ
に
留
ま
ら
ず
、
チ
ュ
ン
セ
の
体
験
を
共
有
す
る
「
あ
な
た
が
た
」
手
紙
の
受
取

人
一
人
一
人
に
と
っ
て
の
ポ
l
セ
、
つ
ま
り
、
読
者
め
い
め
い
が
愛
着
し
て
止
ま
な
い
特
定
の

存
在
、
を
指
し
て
い
る
点
、
の
指
摘
と
し
て
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
「
私
」
の
手
紙
が
「
み

ん
な
の
た
め
に
」
な
る
と
言
わ
れ
る
の
も
、
「
私
」
が
「
あ
な
た
が
た
」
を
「
あ
る
ひ
と
」
の

認
識
に
導
い
て
ゆ
く
働
き
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
額
け
る
の
で
あ
る
。

「
チ
ユ
ン
セ
や
ポ
l
セ
や
み
ん
な
の
た
め
に
、
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
を
出
す
」
と
い
う

言
葉
に
籍
め
ら
れ
た
、
作
者
自
身
の
論
理
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
〔
手
紙

四
〕
の
よ
う
な
、
些
一
か
舌
足
ら
ず
と
言
え
な
く
も
な
い
小
篇
の
作
品
か
ら
は
、
確
定
し
に
く
い

こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
前
述
の
よ
う
な
乙
と
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
手
紙

を
出
す
」
と
い
う
行
動
が
関
か
れ
た
発
想
に
基
く
「
み
ん
な
の
た
め
」
の
行
動
と
し
て
、
ま
た
、

「
す
べ
て
の
い
き
も
の
の
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
た
る
「
ナ
ム
サ
ダ
ル
マ
プ
フ
ン
、
ダ
リ
カ
サ
ス
ー

ト
ラ
」
へ
の
道
と
し
て
、
信
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
宮
沢
に
お
い
て
、

文
学
表
現
と
い
う
行
為
の
上
に
、
妹
ト
シ
の
死
を
め
ぐ
る
自
身
の
内
的
矛
盾
を
止
揚
し
自
己
救

済
す
る
道
が
見
出
さ
れ
た
、
と
い
う
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
あ
な
た
が
た
」
の
読
み
を
期

待
し
た
「
私
」
の
代
弁
方
法
の
独
自
性
と
は
、
即
ち
、
文
学
行
為
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
宮
沢
賢
治
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
大
正
十
三
年
四
月
、
彼
自
ら
は
「
心
象
ス
ケ

ヴ
チ
」
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
詩
作
品
を
集
成
し
て
、
『
心
象
ス
ケ
ッ
チ
春
と
修
羅
』
を
、
そ

し
て
さ
ら
に
周
年
の
十
二
月
に
は
、
童
話
作
品
を
集
成
L
た
『
劃
1
ハ
ト
脚
注
文
の
多
い
料
理
底
』

を
も
、
同
じ
く
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
称
し
て
、
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
二
冊
の
「
心
象
ス
ケ

ッ
チ
」
集
の
刊
行
は
、
結
局
は
実
現
を
見
な
か
っ
た
の
だ
が
、
当
初
の
目
論
見
で
は
、
以
後
さ

ら
に
継
続
さ
れ
る
予
定
の
出
版
活
動
の
、
端
初
の
仕
事
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
童
話
集
刊
行
時

に
作
ら
れ
た
自
作
の
広
告
ち
ら
し
の
中
で
彼
は
、
「
乙
の
童
話
集
の
一
列
は
実
に
作
者
の
心
象

ス
ケ
ッ
チ
の
一
部
で
あ
る
」
と
謡
う
と
と
も
に
、
「
注
文
の
多
い
料
理
屈
は
そ
の
十
ニ
巻
の
占
‘

リ
!
ズ
の
中
の
第
一
冊
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
予
告
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
れ
ら
の
乙
と
か
ら
見
る
に
、
乙
の
大
正
十
三
年
と
い
う
年
は
、
宮
沢
に
と
っ
之
、
「
心
象

ス
ケ
ッ
チ
」
集
の
刊
行
が
意
欲
的
・
積
極
的
に
推
進
さ
れ
よ
う
と
し
た
年
で
あ
っ
た
、
と
言
っ

て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

先
の
〔
手
紙
四
〕
の
執
筆
時
期
は
、
こ
う
し
た
出
版
活
動
が
意
欲
的
に
計
画
さ
れ
た
時
期
と

ほ
ぼ
重
な
る
ら
し
い
。

〔
手
紙
四
〕
の
正
確
な
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
所
、
確
定
し
う
る
決
定
的
な
手
掛

り
は
見
当
ら
な
い
の
だ
が
、
乙
れ
が
妹
ト
シ
の
死
尖
E
U
年日耳目副

5
の
体
験
に
基
づ
い
た
内
容

で
あ
る
乙
と
、
就
中
、
作
品
中
の
「
あ
る
ひ
と
」
の
戒
め
と
促
し
の
言
葉
が
、
亡
妹
追
慕
の
旅

と
も
言
う
ぺ
き
、
大
正
十
二
年
七
月
末
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
樺
太
旅
行
の
体
験
を
色
濃
く
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
乙
と
、
か
ら
、
ま
ず
、
乙
の
旅
行
以
後
の
執
筆
と
い
う
風
に
は
推
定
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
詩
集
刊
行
時
の
大
正
十
三
年
四
月
よ
り
も
下
ら
な
い
だ
人

う
乙
と
は
、
仮
に
こ
れ
よ
り
も
後
に
下
る
と
す
る
と
、
〔
手
紙
四
〕
の
切
実
感
に
触
れ
た
眼
目
げ

は
、
ト
シ
の
死
と
い
う
痛
切
な
事
件
と
の
間
に
時
間
的
な
隔
り
が
あ
り
す
ぎ
、
幾
分
不
自
然

で
あ
る
乙
と
か
ら
も
、
凡
そ
、
推
察
さ
れ
る
の
だ
が
、
も
う
少
し
確
実
な
次
の
諸
点
に
よ
っ
て

も
言
い
う
る
。
そ
の
一
つ
は
、
既
に
し
ば
し
ば
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
〔
手
紙
四
〕
は
、
の
ち

『
春
と
修
羅
』
へ
収
め
ら
れ
た
詩
篇
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
(
作
者
の
樺
太
旅
行
体
験
の
内
的

記
録
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

ν

と
、
モ
チ
ー
フ
や
テ
!
?
、
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
重
な

り
合
う
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
両
作
品
は
同
時
期
の
産
物
と
見
倣
せ
る
ζ

と
で
あ
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
門
手
紙
四
〕
中
に
は
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
サ
ン
ス
ク
リ
Y
ト
語
原

音
が
、
「
ナ
ム
サ
ダ
ル
マ
プ
フ
ン
ダ
リ
カ
サ
ス

l
ト
ラ
」
と
い
う
風
に
カ
ナ
表
記
芯
れ
て
い
、
る

わ
け
だ
が
、
同
じ
語
の
他
の
表
記
例
と
突
き
合
わ
せ
で
考
え
る
と
、
こ
の
〔
手
紙
四
〕
で
の
表

記
法
は
、
詩
篇
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
の
挽
歌
」
の
詩
集
印
刷
用
の
清
書
原
稿
が
成
立
す
る
以
前
(
し

【
封
泣

a-τ
】

た
が
っ
て
、
当
然
、
詩
集
刊
行
以
前
)
の
も
の
と
推
定
で
き
る
乙
と
で
あ
る
一
炉
、

上
限
と
下
限
と
を
こ
の
よ
う
に
設
定
で
き
る
乙
と
か
ら
、
大
雑
把
な
が
ら
、
〔
手
紙
四
〕
は

大
正
十
二
年
の
下
旬
か
ら
大
正
十
三
年
の
初
旬
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
、
と
言
え
る
わ
け
だ

が
、
一
方
、
二
冊
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
の
出
版
計
画
が
軌
道
に
乗
っ
た
時
期
と
い
う
の

が
、
ち
ょ
う
ど
乙
の
時
期
に
当
る
ら
し
い
。
ま
ず
、
大
正
十
二
年
十
二
月
二
十
日
付
け
で
童
話

集
『
注
文
の
多
い
料
理
唐
』
の
序
が
、
次
い
で
、
大
正
十
三
年
一
月
二
十
日
付
け
で
詩
集
『
春

《
掛
壁
"
。
》

と
修
羅
』
の
序
が
、
草
さ
れ
て
お
り
、
恩
田
逸
夫
氏
の
童
話
集
の
広
告
す
〈
等
か
ら
の
考
証
に
よ

れ
ば
、
大
正
十
三
年
一
月
か
ら
二
月
の
間
に
両
著
書
は
時
期
を
同
じ
く
し
て
出
版
が
意
図
さ

れ
、
遅
く
と
も
周
年
の
三
月
初
旬
を
下
ら
ぬ
時
期
ま
で
に
は
、
計
画
は
具
体
化
し
て
い
た
と
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
や
童
話
の
出
版
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
必
ず
し
も
こ
の
時
朝
に
至
っ

て
初
め
て
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
、
現
在
の
よ
う
な
「
心
象

ス
ケ
ッ
チ
」
集
と
し
て
の
出
版
が
意
図
さ
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
の
は
、
乙
の
時
期
で
あ
ろ
う
と

考
え
て
、
ほ
ぼ
大
過
な
い
。

さ
て
、
乙
の
よ
う
に
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
出
版
が
意
欲
的
に
計
画
さ
れ
た
時
期
が
〔
手

紙
四
〕
の
執
筆
・
配
布
の
時
期
に
相
接
近
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
宮
沢
賢
治
に
お
い
て
、
妹

ト
シ
の
死
と
い
う
体
験
か
ら
の
脱
却
の
道
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ほ

か
な
ら
ぬ
文
学
的
表
現
行
為
で
あ
っ
た
ζ

と
が
、
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
〔
手
紙

四
〕
で
、
死
ん
だ
妹
の
行
方
を
読
者
に
尋
ね
る
と
い
う
自
分
の
行
為
の
由
来
を
物
語
る
こ
と

で
、
ま
ず
表
現
行
為
の
価
値
を
確
認
し
た
宮
沢
が
、
そ
の
具
体
的
・
実
際
的
な
試
み
と
し
て
次

に
採
っ
た
の
が
、
恐
ら
く
、
乙
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
の
出
版
と
い
う
行
動
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
当
然
の
乙
と
と
し
て
、
ニ
冊
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
で
は
、
妹
ト
シ

の
死
の
体
験
は
、
集
中
の
個
々
の
作
品
の
場
合
は
別
と
し
、
集
全
体
で
は
、
も
は
や
直
接
の
主

題
で
は
な
い
。
)

も
っ
と
も
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宮
沢
自
身
は
、
自
分
の
書
い
た
も
の
は
飽
く
ま
で
も

「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
で
あ
る
と
言
い
、
文
学
作
品
と
し
て
の
詩
と
見
ら
れ
る
乙
と
を
拒
ん
で
い

る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
〔
手
紙
四
〕
や
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
を
一
口
に
文
学
的
表
現
行

為
と
呼
ぶ
の
は
、
彼
の
真
意
に
背
く
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
表
現
行
為
と
い
う

も
の
に
対
す
る
認
識
が
、
仮
に
宮
沢
の
場
合
、
彼
の
同
時
代
の
多
く
の
そ
れ
と
は
基
本
的
に
相

違
歩
る
も
の
で
あ
づ
た
と
す
れ
ば
、
自
ら
話
は
変
っ
て
く
る
筈
で
あ
る
。
彼
が
拒
ん
だ
の
は
、

同
時
代
の
既
成
の
文
学
観
念
で
あ
っ
て
、
本
質
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ

た
J

と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
り
つ
名
称
は
、
そ
れ
自
体
は
本
質
的
に

は
文
学
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
宮
沢
の
表
現
行
為
の
産
物
を
、
既
成
の
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
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の
も
の
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
宮
沢
に
と
っ
て
、
表
現
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の

ふ
以

〔
手
紙
四
〕
に
つ
い
て
は
、
先
に
、
語
り
手
た
る
「
私
」
の
役
割
が
、
全
体
の
幸
福
の
た
め

に
、
チ
ユ
ン
セ
と
「
あ
る
ひ
と
」
に
代
っ
て
ポ
l
セ
を
尋
ね
る
手
紙
を
出
す
乙
と
だ
っ
た
の
を

見
た
。
チ
ュ
ン
セ
と
「
あ
る
ひ
と
」
に
、
妹
を
喪
っ
た
作
者
の
心
情
と
理
性
と
が
托
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
眼
に
は
、
表
現
行
為
と
は
、
作
者
宮
沢
に
と
っ
て
も
や
は
り
作
者
自
身

を
語
る
乙
と
、
つ
ま
り
、
自
己
表
現
、
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、

乙
こ
で
は
、
「
私
」
の
役
割
が
チ
ュ
ン
セ
と
「
あ
る
ひ
と
」
の
代
弁
行
為
に
見
出
さ
れ
て
い
る

点
を
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
も
し
、
作
者
に
と
っ
て
表
現
行
為
が
、
単
に
自
己
を

諮
る
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
自
分
の
分
身
で
あ
る
チ
ユ
ン
セ
と
「
あ
る
ひ

と
」
の
登
場
す
る
物
語
を
た
だ
語
る
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
語
り
手
た
る
「
私
」
の
役
割

が
彼
ら
の
代
弁
で
あ
る
こ
と
を
、
殊
更
に
主
張
し
て
み
せ
る
必
要
は
な
ん
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
、

寧
ろ
、
表
現
行
為
と
い
う
も
の
を
、
何
者
か
を
代
弁
す
る
行
為
と
し
て
、
即
ち
、
語
り
手
で
あ

る
自
分
以
外
の
他
を
表
現
す
る
行
為
と
し
て
、
捉
え
る
発
想
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

客
観
的
に
見
れ
ば
、
作
者
自
身
が
表
現
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
彼
自
身
は
他
を
表
現
し
て
い
ろ

と
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
些
一
か
奇
妙
だ
が
、
恐
ら
く
、
こ
の
奇
妙
さ
を
生
み
出
し
た
川

は
宮
沢
の
自
己
認
識
の
特
異
性
で
あ
る
。
が
、
そ
の
点
に
触
れ
る
の
は
あ
と
廻
し
に
す
る
。
ア
-

乙
で
は
、
表
現
行
為
に
対
す
る
同
様
の
認
識
が
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
に
も
あ
る
こ
と
を
、

先
に
見
て
お
き
た
い
。

四

童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
庖
』
の
場
合
、
作
者
は
序
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
リ

る。

(
前
略
)
乙
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鉄
道
線
路
や
ら

で
、
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
の
で
す
。
/
ほ
ん
た
う
に
、
か
し
は
ば
や
し
の
膏

い
夕
方
を
、
ひ
と
り
で
通
り
か
か
っ
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、
ふ
る
え
な
が
ら

立
っ
た
り
し
ま
す
と
、
も
う
ど
う
し
て
も
乙
ん
な
気
が
し
て
し
か
た
な
い
の
で
す
。
ほ
ん
た

う
に
も
う
、
ど
う
し
て
も
乙
ん
な
乙
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た

く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で
で
す
。
/
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
あ
な
た
の

た
め
に
な
る
と
乙
ろ
も
あ
る
で
せ
う
じ
、
た
だ
そ
れ
っ
き
り
の
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、

わ
た
く
し
に
は
、
そ
の
み
わ
け
が
よ
く
つ
き
ま
せ
ん
。
な
ん
の
乙
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら

な
い
と
乙
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か

ら

な

い

の

で

す

。

(

後

略

)

乙
の
、
自
分
の
物
語
は
野
山
の
風
物
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
類
の
注
釈
は
、
集
中

の
作
品
中
で
も
、
「
乙
の
森
が
い
つ
ご
ろ
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
奇
体
な

名
前
が
つ
い
た
の
か
、
(
中
略
)
黒
坂
森
の
ま
ん
な
か
の
巨
き
な
巌
が
あ
る
日
、
威
張
っ
て
こ

の
お
は
な
し
を
わ
た
く
し
に
聞
か
せ
ま
し
た
己
(
『
狼
森
と
然
森
、
盗
森
』
)
と
か
、
「
苔
の
野
原

の
夕
陽
の
中
で
、
わ
た
く
し
は
こ
の
お
は
な
し
を
す
き
と
ほ
っ
た
秋
の
風
か
ら
聞
い
た
の
で

す
は
(
『
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
』
)
と
か
い
っ
た
風
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

乙
れ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
童
話
ら
し
さ
を
粧
う
た
め
の
虚
構
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い

が
、
作
者
は
存
外
に
本
気
で
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
本
童
話
集
販
売
の
た

め
の
自
作
の
広
告
文
中
で
、
彼
は
、
自
分
の
物
語
の
舞
台
で
あ
る
「
イ

1
ハ
ト
グ
」
に
つ
い
て

は
、
「
実
に
乙
れ
は
著
者
の
心
象
中
に
、
こ
の
様
な
状
景
を
も
っ
て
実
在
し
た
ド
リ
ー
ム
ラ
ン

ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
で
あ
る
は
と
言
い
、
ま
た
、
集
中
の
各
々
の
作
品
に
つ
い
て
は
、

「
そ
れ
は
全
く
、
作
者
に
未
知
な
絶
え
ざ
る
驚
異
に
値
す
る
世
界
自
身
の
発
展
で
あ
っ
て
決
し

て
崎
型
に
担
ね
あ
げ
ら
れ
た
煤
色
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
い
U

と
も
、
「
多
少
の
再
度
の
内
省

と
分
析
と
は
あ
っ
て
も
、
た
し
か
に
乙
の
通
り
そ
の
時
心
象
に
現
は
れ
た
も
の
で
あ
る
己
と
も

言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
は
、
作
者
に
は
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
し

て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
直
接
に
は
自
分
の
心
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
る
に

し
て
も
、
本
質
的
に
は
自
分
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
作
為
と
は
関
わ
り
の
な
い
、

飽
く
ま
で
も
客
観
的
な
実
在
、
彼
自
身
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
世
界
自
身
」
、
と
し
て
受
取
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
た
ま
た
ま
自
分
の
心
に
現
出
し
た
そ
の
客
観
的

な
実
在
に
促
さ
れ
る
形
で
物
語
る
こ
と
こ
そ
が
、
作
者
の
役
割
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
乙
と

も
、
察
せ
ら
れ
る
。
『
注
文
の
多
い
料
理
底
』
の
作
者
に
は
、
表
現
行
為
の
主
体
は
自
分
に
よ

り
も
寧
ろ
表
現
さ
れ
る
事
柄
自
体
に
備
わ
っ
て
お
り
、
自
分
は
そ
れ
を
代
弁
し
読
者
に
媒
介
す

る
従
属
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
風
に
恩
わ
れ
、
そ
う
し
た
思
い
の
端
的
な
表
明
が
、

「
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
」
と
か
、
「
す
き
と
ほ
っ
た
秋
の
風
か
ら
聞
い
た
」
と

か
い
っ
た
言
葉
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
物
語
の
「
な
ん

の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
と
ろ
」
は
「
わ
た
く
し
に
も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な

い
」
と
い
う
鱈
晦
め
か
し
た
一
言
葉
も
、
作
者
の
立
場
を
素
直
に
語
っ
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
る
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-つ。
表
現
行
為
は
乙
こ
で
も
、
門
手
紙
四
〕
と
同
じ
く
、
作
者
の
自
己
表
現
で
は
な
く
、
何
者
か

(
乙
こ
で
は
、
自
然
の
風
物
)
を
代
弁
す
る
行
為
で
あ
り
、
他
者
の
表
現
と
し
て
自
覚
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
で
も
詩
集
『
春
と
修
羅
』
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

集
中
の
作
品
を
見
て
ゆ
く
と
、
明
ら
か
に
、
他
者
の
表
現
と
い
う
乙
と
は
当
て
議
り
そ
う
に

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
『
春
と
修
繕
』
中
の
作
品
は
、
作
者
宮
沢
賢
治
と
覚
し
き
語
り
手
自
身

の
心
理
や
行
動
体
験
の
叙
述
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
そ
れ
ら
は
紛
れ
も
な
く
作
者
の

自
己
表
現
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
集
中
の
、
例
え
ば
、
自
己
の
情
念
の
燃
え
立
ち
に
対

す
る
怒
り
・
絶
望
・
悲
し
み
を
、
「
お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ
」
と
い
う
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
自
己
認
識
の
言
葉
に
凝
縮
さ
せ
た
「
春
と
修
羅
」
の
一
篇
な
ど
、
特
に
そ
の
感
が
強
い
。

し
か
し
、
乙
れ
も
章
一
話
集
の
場
合
と
同
様
、
自
己
表
現
で
は
な
い
。
作
者
の
自
覚
に
お
い
て

は
、
少
く
と
も
そ
う
で
あ
る
。
序
の
冒
頭
部
に
、
作
者
は
、
自
己
表
現
と
い
う
観
念
を
無
効
に

す
る
次
の
よ
う
な
前
提
を
予
め
仕
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は
/
仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の
/
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
寸

/
(
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
)
/
風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
/
せ
は
し
く
サ

は
し
く
明
滅
し
な
が
ら
/
い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る
/
因
果
交
流
需
燈
の
/
ひ

と
つ
の
青
い
照
明
で
す
/
(
ひ
か
り
は
た
も
ち
そ
の
電
燈
は
失
は
れ
)

こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の
/
過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
か
ら
/
紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
を
つ
ら
ね

/
(
す
ぺ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し
/
み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の
)
/
こ
乙
ま
で
た
も
丸

つ
づ
け
ら
れ
た
/
か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
づ
っ
/
そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で

す「
わ
た
く
し
」
お
よ
び
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
に
関
す
る
命
題
を
提
示
し
た
第
一
連
と
第
二
速

で
あ
る
が
、
作
者
は
、
さ
ら
に
、
第
三
、
第
四
連
で
、
そ
れ
ら
を
展
開
さ
せ
た
幾
つ
か
の
命
題

を
提
示
し
た
後
、
最
後
に
「
す
ぺ
て
こ
れ
ら
の
命
題
は
/
心
象
や
時
間
そ
れ
自
身
の
性
質
と
し

て
/
第
四
次
延
長
の
な
か
で
主
張
さ
れ
ま
す
」
と
結
ん
で
い
る
。

「
現
象
」
・
「
仮
定
」
・
「
有
機
」
・
「
交
流
電
燈
」
・
「
複
合
体
」
等
の
科
学
用
語
風
の

語
晶
表
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
乙
の
序
は
、
宮
沢
賢
治
の
書
い
た
も
の
の
中
で
も
特
に
難
解
を
も
っ

て
鳴
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
難
解
さ
は
、
一
つ
に
は
、
序
自
体
が
か
な
り
高

い
詩
的
結
晶
度
を
保
持
し
て
お
り
、
一
々
の
語
句
か
ら
一
定
の
観
念
を
描
き
出
す
こ
と
が
難
し

い
点
に
も
原
因
が
あ
る
の
だ
が
、
よ
り
根
本
の
原
因
は
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
科
学
用
語
風
の
詩

集
が
、
「
因
果
」
・
「
修
羅
」
と
い
っ
た
異
質
の
仏
教
用
語
と
当
り
前
の
よ
う
に
結
び
合
わ
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
、
即
ち
、
宮
沢
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
第
四
次
延
長
」
な
る
場
で
、
「
わ
た

く
し
」
や
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
ゃ
に
つ
い
て
の
幾
つ
か
の
命
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

作
者
が
自
ら
の
主
張
の
前
提
と
し
て
い
る
乙
の
「
第
四
次
延
長
」
な
る
立
場
が
い
か
な
る
も

の
か
を
予
め
了
解
し
て
い
な
い
読
者
に
は
、
乙
の
序
は
何
や
ら
捉
え
ど
乙
ろ
の
な
い
奇
体
な
交

章
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
序
か
ら
何
ら
か
の
作
者
の
認
識
を
抽
出

し
よ
う
と
思
え
ば
、
作
者
の
こ
の
前
提
の
立
場
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
わ
け
で
、
詳
細

は
序
全
体
を
細
か
く
考
察
す
る
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
こ
と
で
は
、
実
証
抜
き
の
結
論

、
だ
け
を
述
ぺ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
一
言
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
作
者

自
身
を
も
含
め
た
一
切
の
も
の
を
、
変
化
の
相
に
お
い
て
把
握
す
る
一
種
の
相
対
主
義
的
な
立

場
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
引
用
中
に
見
ら
れ
る
「
わ
た
く
し
」
を
「
現
象
」
と
し
、

「
わ
た
く
し
」

H

「
受
流
電
燈
の
照
明
」
と
い
う
命
題
を
「
仮
定
さ
れ
た
」
も
の
と
す
る
前

提
、
あ
る
い
は
、
「
過
去
」
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
「
か
ん
ず
る
方
角
」
と
す
る
前
提
、
さ

ら
に
ま
た
、
第
四
速
で
の
、
「
わ
れ
わ
れ
の
感
官
ゃ
、
風
景
や
人
物
」
、
ま
た
「
記
録
や
歴
史

ヂ
ー
タ

あ
る
い
は
地
史
」
と
そ
れ
の
「
論
料
」
を
、
「
た
だ
共
通
に
感
ず
る
だ
け
」
の
も
の
と
す
る
前

提
と
、
そ
の
前
提
の
上
に
提
示
さ
れ
る
、
作
者
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
、
感
覚
上
で
の
擬
似

不
変
性
の
主
張
、
乙
れ
ら
は
、
そ
う
し
た
彼
の
相
対
主
義
的
な
立
場
を
物
語
る
も
の
に
ほ
か
な

る
ま
い
と
恩
わ
れ
る
。

さ
て
、
乙
の
よ
う
な
相
対
主
義
的
な
立
場
か
ら
、
一
つ
の
「
仮
定
」
と
し
て
、
作
者
の
自
己

規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
わ
た
く
し
」
と
は
「
風

景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
/
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら
/
い
か
に
も
た
し
か
に
と

も
り
つ
づ
け
る
」
「
交
流
電
燈
の
ひ
と
つ
の
」
「
照
明
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
作

者
は
、
自
分
を
自
分
以
外
の
も
の

(
H
『
風
景
や
み
ん
な
』
)
と
同
様
の
「
明
滅
し
な
か
ら
も
」

「
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る
」
も
の
と
し
て
、
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
、
八
明
滅
し
な
が
ら
も
燈
り
続
け
る
交
流
電
燈
の
照
明
V
と
い
う
言
葉
は
少
々
分
り
に

く
い
が
、
こ
う
し
た
言
葉
の
裡
に
作
者
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
や
ら
、
心
の
、
事
物
を

表
象
し
イ
メ
ー
ジ
と
し
で
現
前
す
る
働
き
、
端
的
に
言
え
ば
、
視
覚
意
識
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
意
識
の
備
え
て
い
る
、
事
物
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
認
知
す
る
働
き
が
、
一
定
の
視
野

の
裡
託
、
周
囲
の
存
在
物
の
姿
を
照
ら
し
出
し
浮
き
上
ら
せ
る
「
照
明
」
に
替
え
ら
れ
て
い

る
、
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
運
由
の
一
つ
は
、
第
二
速
で
、
「
わ
た
く
し
」
の
記
録
た
る
集
中

の
作
品
を
、
「
か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
づ
っ
/
そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
言

っ
て
い
る
乙
ど
に
あ
る
。
ど
こ
に
は
、
。
「
か
げ
と
ひ
か
り
U
ひ
と
く
さ
り
」
日
「
心
象
」
と
い

う
認
識
が
明
ら
か
だ
が
、

ζ

の
「
か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ

J

り
」
と
は
、
恐
ら
く
は
第
一
連

で
の
〈
明
滅
し
寸
な
が
ら
燈
る
交
流
電
燈
の
照
明
V
つ
ま
り
「
わ
た
く
し
」
の
言
い
換
え
で
あ
ろ

う
か
ら
、
こ
の
背
後
に
は
、
さ
ら
に
、
「
わ
た
く
し
」

H

「
心
象
」
と
い
う
認
識
も
潜
ん
で
い

る
と
推
察
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

-
J

わ
た
く
し
」
と
は
、
視
覚
の
対
象
で
あ
る
「
ひ
か
り
と
か

げ
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
心
的
な
作
用
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
乙
に
、
視
覚

意
識
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
第
三
速
で
、
「
す
ぺ
て
が

わ
た
く
し
の
な
か
の
み
ん
な
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
、
「
わ
た
く

し
」
を
、
「
す
ぺ
て
」
を
そ
の
内
側
に
包
合
し
う
る
も
の
と
し
て
捉
え
う
る
の
は
、
作
者
が
、

対
象
に
応
じ
て
自
在
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
(
無
論
、
こ
れ
は
錯
覚
だ
が
)
意
識
の
作

用
に
、
自
己
の
本
質
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
く
し
」
と
は
、
要
J
肖
旬
、
電
燈
の
照
明
に
も
似
た
現
象
、
視
覚
に
伴
う
意
識
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

な
お
、
つ
い
で
に
言
っ
て
お
け
ば
、
そ
の
「
照
明
」
が
「
明
滅
」
す
る
「
交
流
電
燈
」
の
そ
れ

だ
と
さ
れ
る
の
は
、
一
切
の
も
の
は
そ
れ
と
感
受
し
え
な
い
聞
に
も
生
成
・
消
滅
を
繰
り
返
し

て
お
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
事
態
が
不
断
の
持
続
と
し
て
感
受
さ
れ
る
と
乙
ろ

に
、
例
え
ば
「
わ
た
く
し
」
と
い
う
一
つ
の
意
識
が
成
立
す
る
|
ー
と
い
う
風
な
認
識
が
、
作

者
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
作
者
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
「
わ
た
く
し
」
は
、
「
交
流
電
燈
」

が
瞬
時
の
間
に
も
絶
え
間
な
く
電
流
の
方
向
を
交
替
さ
せ
点
滅
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
し
か

も
、
光
源
と
し
て
は
持
続
的
に
周
辺
を
照
ら
し
出
す
、
そ
の
現
象
に
、
そ
の
ま
ま
重
な
り
合
弓

わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
存
在
認
識
は
-
萩
原
昌
好
氏
の
指
摘
に

a
「
梓
注
均

'J

よ
れ
ば
、
倶
舎
論
の
剃
那
滅
の
思
想
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
と
言
う
。

五

通
常
、
一
人
の
作
家
に
と
っ
て
、
表
現
行
為
が
自
己
表
現
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
た
め
に

は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
ま
ず
前
提
に
、
自
己
と
い
う
も
の
が
他
者
と
は
載
然
と

分
け
ら
れ
る
固
有
の
実
体
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
に
見
て
き

た
よ
う
に
、
「
わ
た
く
し
」
は
「
風
景
や
み
ん
な
」
と
同
じ
「
交
流
電
燈
」
の
「
照
明
」
で
あ

る
と
き
一
口
う
宮
沢
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
は
存
在
じ
な
い
。
彼
の
場
合
、
自
己
と
は
実

は
他
者
(
『
風
景
や
み
ん
な
』
)
の
映
像
が
そ
の
裡
に
結
ぼ
れ
る
「
現
象
」
の
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
他
者
を
抜
き
に
し
て
そ
れ
自
体
で
存
在
し
う
る
よ
ト
つ
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
他
者
を
常
に
相
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
宮
沢
に
と
っ
て
の
自
己
で
あ
る
、
と
言
っ
て

も
よ
い
。

こ
う
し
た
自
己
認
識
に
立
つ
限
り
、
自
己
を
表
現
す
る
行
為
は
、
同
時
に
ま
た
他
者
を
表
現

す
る
行
為
で
も
あ
っ
て
、
二
つ
の
乙
と
は
本
質
的
に
は
別
の
乙
と
で
は
な
い
。
と
言
う
乙
と
は

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
は
、
表
現
行
為
に
お
け
る
対
象
が
自
己
で
あ

る
か
他
者
で
あ
る
か
と
い
う
分
別
を
、
無
意
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

「
す
ぺ
て
」
が
「
み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か
の
す
べ
て
」
で
あ
る
(
第
三
連
)
宮
沢
に
と
っ

て
、
「
わ
た
く
し
」
の
表
現
行
為
と
は
、
飽
く
ま
で
も
、
そ
の
「
み
ん
な
の
お
の
お
の
」
の
一

っ
た
る
「
わ
た
く
し
の
中
の
み
ん
な
」
を
、
「
す
ぺ
て
」
を
、
表
現
す
る
行
為
で
あ
り
、
改
め

て
そ
れ
を
自
己
表
現
か
否
か
と
詮
議
す
る
余
地
な
ど
、
も
と
も
と
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
、
序

に
は
自
己
表
現
の
観
念
を
無
効
に
す
る
前
提
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
、
と
述
ぺ
た
所
以
で
あ

ヲ
也
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
初
に
、
〔
手
紙
四
〕
と
童
話
集
の
序
に
見
ら
れ

る
作
者
の
表
現
行
為
に
対
す
る
発
想
を
、
他
者
表
現
と
い
う
言
葉
で
特
色
づ
け
た
の
は
、
極
め

て
不
正
確
で
あ
っ
た
乙
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
チ
ュ
ン
セ
や
「
あ
る
ひ
と
」
に
代
っ
て
ポ
l
セ
を

尋
ね
る
と
か
、
「
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
」
は
な
し
を
伝
え
る
と
か
い
っ
た
言
い

方
で
作
者
が
表
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
実
は
、
自
分
以
外
の
他
の
も
の
を
表
現
す
る
の
だ
と

い
う
風
な
、
自
・
他
の
二
元
論
を
前
提
と
し
た
主
張
で
は
な
く
、
自
分
の
表
現
は
、
自
他
一
如

と
も
言
う
ぺ
き
全
体
性
を
も
っ
た
あ
る
何
か
|
|
彼
自
身
の
乙
乙
で
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
わ

た
く
し
の
中
の
み
ん
な
」
と
し
て
あ
る
「
す
ぺ
て
」
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
ち
ひ
さ
な
自
分
を

劃
る
こ
と
の
で
き
な
い
/
乙
の
不
可
思
議
な
大
き
な
心
象
宙
字
」
(
『
小
岩
井
農
場
』
バ

l
ト
九
)

と
か
、
「
著
者
の
心
象
中
に
、
こ
の
様
な
状
景
を
も
っ
て
実
在
し
た
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て

の
日
本
岩
手
県
」
(
童
話
集
広
告
す
〈
)
と
か
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
要
す
る
に
「
心
象
」

l
l・
を
そ
の
ま
ま
写
し
、
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
乙
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
他
者
を
表
現
す
る
こ
と
の
主
張
に
見
え
た
の
は
、
思
う
に
、
作
者
を
自
他
の
二
元
論
に
立

つ
存
在
と
前
提
し
た
、
読
者
の
側
の
勝
手
な
先
入
観
の
せ
い
に
す
ぎ
ま
い
。

宮
沢
賢
治
に
お
け
る
表
現
行
為
が
凡
そ
以
上
の
よ
う
な
意
味
の
営
み
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

彼
が
自
分
の
書
い
た
も
の
を
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
称
し
、
世
の
一
般
の
文
学
作
品
と
殊
更
に

区
別
し
よ
う
と
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
乙
と
だ
っ
た
、
と
い
ま
は
納
得
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

些
一
か
乱
暴
な
揺
り
方
で
あ
る
の
を
承
知
の
上
で
敢
え
て
言
え
ば
、
当
時
、
宮
沢
が
接
す
る
乙
と

の
で
き
た
文
学
の
主
流
は
作
者
の
自
己
表
現
と
し
て
の
文
学
だ
っ
た
、
と
言
う
乙
と
が
で
き
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る
。
そ
れ
ら
が
果
し
て
本
質
的
な
意
味
で
自
己
表
現
た
り
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
さ
て
措
く
と

し
て
、
少
く
と
も
そ
れ
ら
が
、
表
現
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
固
有
の
自
己
の
存
在
を
、
素
朴

に
前
提
し
た
作
者
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
う
言
っ
て
も
よ
い
と
思

う
。
し
か
し
、
宮
沢
の
場
合
、
そ
う
し
た
自
己
表
現
と
い
う
発
想
に
は
立
っ
て
い
な
い
。
恐
ら

く
、
そ
の
こ
と
の
自
覚
が
、
彼
を
し
て
、
自
分
の
書
い
た
も
の
は
一
般
に
言
う
文
学
と
し
て
の

詩
で
は
な
く
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
だ
と
言
わ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
、
自
分
の
表

現
行
為
の
文
学
性
を
本
質
的
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
春
と
修
羅
』
・
『
注
文
の
多
い
料
理
庖
』
の
二
著
を
端
初
と
す
る
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集

の
出
版
が
、
歴
史
や
宗
教
に
対
す
る
社
会
の
意
識
を
変
革
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
意
味
で
は
世
相

蒙
的
と
も
言
え
る
、
対
他
的
な
意
図
を
持
っ
た
行
動
で
あ
っ
た
乙
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の

論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
先
に
見
た
童
話
集
の
序
文
や
広
告

円
註

av

文
、
あ
る
い
は
『
春
と
修
羅
』
出
版
の
意
図
を
述
懐
し
た
書
簡
等
か
ら
も
容
易
に
窺
い
知
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
社
会
に
向
け
て
の
こ
う
し
た
出
版
活
動
の
根
拠
に
つ
い
て

も
‘
「
心
象
」
を
彼
の
特
異
な
幻
覚
体
験
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
心
理
学
的
な
解
明
を

始
め
と
し
て
、
仏
教
思
想
、
就
中
、
宮
沢
が
所
属
し
た
国
柱
会
の
天
台
教
学
、
と
の
連
関
ゃ
、

地
学
・
物
理
化
学
等
の
自
然
科
学
方
面
で
の
彼
の
知
見
と
の
つ
な
が
り
の
解
明
も
、
徐
々
に
滋

門司
9
v

め
ら
れ
て
い
る
。
細
部
の
具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
の
点
が
多
い
な
が
ら
、
そ
れ

ら
の
点
か
ら
見
て
も
、
こ
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
の
出
版
が
、
宮
沢
賢
治
な
り
に
根
拠
を
踏

ま
え
た
自
己
の
思
想
を
主
張
す
る
行
動
で
あ
っ
て
、
単
な
る
文
学
創
作
物
の
出
版
で
は
な
か
っ

た
乙
と
は
、
ま
ず
、
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
う
し
た
出
版
活
動
が
、
表
現
行
為
に
対
す
る
認
識
を
共
通
に
す
る
〔
手
紙
四
〕

の
執
筆
・
配
布
と
相
表
裏
す
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
乙
れ
を
対
社
会
的
な
思
想
主
張
の
行
動
の

面
の
み
に
お
い
て
考
え
る
の
は
、
些
か
片
手
落
ち
で
あ
ろ
う
。
乙
う
し
た
行
動
の
契
機
の
一
つ

に
は
、
表
現
行
為
に
よ
っ
て
、
妹
ト
シ
の
死
を
め
ぐ
る
内
的
矛
盾
の
現
実
か
ら
、
自
己
を
脱
却

せ
し
め
よ
う
と
す
る
願
い
も
恐
ら
く
あ
っ
た
筈
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
彼
自
身
そ
れ
を
何
と
呼

ぼ
う
と
も
、
乙
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
出
版
は
、
自
己
救
済
の
意
味
を
荷
っ
た
文
学
的
行
動

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
の
意
識
の
変
革
と
い
う
対
他
的
行
動
は
、
寧
ろ
、

そ
う
し
た
文
学
的
行
動
の
大
義
名
分
で
あ
る
と
一
一
)
一
一
回
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
乙
乙
で
改
ゆ

τ、

「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
集
に
と
っ
て
の
ト
シ
体
験
の
意
味
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
ー
が
、
¥

乙
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
る
乙
と
と
し

J

、
小
篇
〔
手
紙
四
〕
の
、
ポ
l
セ
を
允
づ
ね

る
手
紙
し
]
と
い
ラ
品
一
品
葉
の
持
つ
で
い
る
意
味
の
広
が
り
が
見
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
一
先
ず

筆
・
を
摘
く
と
と
に
じ
た
い
d

註

ー
、
『
詩
の
宇
宙
重
吉
・
暮
鳥
・
元
吉
・
墨
田
』
(
皆
美
社
昭
U
・
9
・
却
)

2
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
「
ポ
l
セ
を
た
づ
ね
る
手
紙
」
に
自
己
救
済
的
な
発
想
が
あ
る
乙
と

は
、
芹
沢
俊
介
氏
に
も
指
摘
が
あ
る
。
が
、
氏
の
場
合
、
専
ら
宮
沢
の
思
想
性
に
注
目
し
た

指
摘
で
あ
る
。

3
、
『
無
声
働
突
』
ノ

l
ト
(
『
磁
場
』
臨
時
増
刊
宮
沢
賢
治
特
集
号
昭
印
・

u
・
お
)

4
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
音
の
カ
ナ
表
記
の
例
は
、
〔
手
紙
四
〕
以
外

に
は
、
『
春
と
修
羅
』
初
版
本
中
の
、
「
ナ
モ
サ
ダ
ル
7

プ
フ
ン
ダ
リ
カ
サ
ス
l
ト
ラ
」
四

例
(
内
訳
は
『
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
』
・
『
樺
太
鉄
道
』
中
の
そ
れ
ぞ
れ
二
例
)
と
「
ナ
マ
サ

ダ
ル
7

プ
フ
ン
ダ
リ
カ
サ
ス
l
ト
ラ
」
一
例
(
『
樺
太
鉄
道
』
)
、
そ
れ
に
「
兄
妹
像
手
帳
」
中

の
メ
モ
の
「
ナ
モ
サ
:
:
:
」
一
例
(
『
春
と
修
羅
第
二
集
/
終
結
』
と
題
さ
れ
て
い
る
作
)
、

以
上
計
六
例
が
あ
る
。
う
ち
、
「
樺
太
鉄
道
」
中
の
「
ナ
マ
サ
:
:
:
」
の
方
は
、
初
版
本
の

正
誤
表
で
は
「
ナ
モ
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
兄
妹
像
手
帳
」
中
の
メ
モ
の
成
立
が

昭
和
六
年
九
月
以
降
と
推
察
で
き
る
点
を
も
考
え
併
せ
る
と
、
〔
手
紙
四
〕
の
「
ナ
ム
サ
:
・

:
・
」
の
例
を
除
く
と
、
『
春
と
修
羅
』
刊
行
以
後
の
表
記
は
全
て
「
ナ
モ
サ
:
:
:
」
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
「
樺
太
鉄
道
」
中
の
「
ナ
マ
サ
:
:
:
」
の
例
を
、
印
刷
用
の

清
書
原
稿
で
見
る
と
、
そ
こ
で
も
や
は
り
「
ナ
マ
」
と
な
っ
て
お
り
、
の
み
な
ら
ず
、
「
オ

ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
中
の
「
ナ
モ
サ
:
:
:
」
の
一
例
も
、
実
は
清
害
時
に
一
度
「
ナ
マ
」
と
書

き
、
後
で
「
ナ
モ
」
に
直
し
て
い
る
乙
と
が
判
る
。
つ
ま
り
、
少
く
と
も
清
書
原
稿
の
中
で

は
「
ナ
マ
」
と
「
ナ
モ
」
と
ニ
通
り
の
表
記
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
「
ナ

モ
」
に
直
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
乙
の
「
ナ
マ
」
の
表
記
は
、
作
者
の
単
純
な
書
き
損
じ

と
見
ら
れ
な
く
は
な
い
の
だ
が
、
私
は
、
乙
れ
を
作
者
の
表
記
法
の
揺
れ
の
名
残
り
と
考
え

た
い
。
と
言
う
の
は
、
「
モ
」
を
「
マ
」
に
二
度
も
書
き
間
違
え
る
の
は
若
干
不
自
然
に
思

わ
れ
る
し
、
ま
た
、
松
山
俊
太
郎
「
『
宮
沢
賢
治
と
蓮
』
覚
書
」
(
『
ユ
リ
イ
カ
』
昭
臼
-

u
・
1
)
の
教
え
る
と
乙
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
南
無
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
音
の
表
記
と
し

て
は
「
ナ
モ
」
よ
り
も
「
ナ
マ
」
の
方
が
正
し
い
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
「
ナ
マ
サ
:
:
:
」
が
二

箇
所
に
出
て
来
る
の
は
、
単
純
な
文
字
の
書
き
間
違
い
で
は
な
く
、
原
稿
清
書
以
前
の
段
階

で
、
作
者
に
「
ナ
7

」
と
も
表
記
し
た
時
期
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
情
の
上
に
、
さ
ら
に
〔
手
紙
四
〕
の
「
ナ
ム
サ
:
:
:
」
の
表
記
例
の
時

期
を
想
定
す
る
と
、
よ
り
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
が
『
春
と
修
羅
』
清
書
原
稿
成
立
以
前
に

な
る
。

-'/.7→ 



5
、
「
童
話
集
」
の
原
型

l
振
替
用
紙
耳
目
の
広
告
文
|
(
『
四
次
元
』
別
号
昭
幻
・

2
・

m〉

6
、
宮
沢
の
「
心
象
」
と
い
う
語
に
、
意
識
の
意
味
が
簡
め
ら
れ
て
い
る
乙
と
は
、
既
に
し
ば

し
ば
言
わ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
視
覚
的
な
意
味
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
境
忠
一

『
評
伝
宮
沢
賢
治
』
(
桜
楓
社
昭
m
M

・
4
・
お
)
に
指
摘
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
専
ら

作
者
の
自
己
規
定
の
内
実
を
考
究
し
、
「
心
象
」
の
意
味
を
改
め
て
問
う
乙
と
は
し
て
い
な

い
の
だ
が
、
以
下
の
論
述
か
ら
も
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
指
摘
を
も

視
野
に
入
れ
て
、
「
わ
た
く
し
」

H

「
明
滅
」
す
る
「
交
流
電
燈
」
の
「
ひ
と
つ
の
照
明
」

(
H
視
覚
意
識
)

H
「
風
景
や
み
ん
な
」
(
H
『
す
ぺ
て
』
)
の
姿
を
そ
の
裡
に
蔵
す
る
も
の

H

「
心
象
」
と
い
う
風
に
は
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
「
わ
た
く
し
」

H

「
心
象
」
と
い
う
風

に
単
純
化
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
少
々
疑
問
が
あ
ろ
う
と
思
う
。
乙
の
点
に
関
し

て
は
、
序
の
全
体
を
考
察
す
る
中
で
考
え
て
み
た
い
。

7
、
宮
沢
賢
治
の
世
界
ー
ー
そ
の
文
学
的
契
機
と
「
春
と
修
羅
」
序
詩
句
意
味
す
る
も
の
|
|
(
『
埼
玉
大
学

紀
要
教
育
学
部
(
人
文
・
社
会
科
学
)
』
第
忽
巻
昭
総
)

な
お
、
「
明
滅
」
と
い
う
認
識
の
背
景
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
に
お
け
る
円

融
三
諦
説
を
主
張
す
る
、
杉
浦
静
「
詩
集
『
春
と
修
羅
』
『
序
』
の
一
解
釈
」
(
『
国
文
学
・

言
語
と
文
芸
』
第
位
号
昭
日
・

7
-
m
)
も
あ
る
。
し
か
し
、
序
の
作
者
の
立
場
は
「
わ

た
く
し
」
と
は
何
か
と
い
う
存
在
論
で
あ
り
、
か
っ
、
円
融
三
諦
説
と
い
う
の
は
真
理
を
認

識
す
る
方
法
論
の
立
場
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
私
に
は
、
萩
原
氏
の
説
の
方

が
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

8
、
大
正
十
四
年
二
月
九
日
、
森
佐
一
宛
書
簡
。

9
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
の
注
目
す
べ
き
論
稿
は
少
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
敢
え
て
各

々
一
篇
の
み
を
順
に
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
池
上
雄
三
、
宮
沢
賢
治
の
幻
想
l
「春
E
修
羅
」
解
釈

私
噌

ω
「
真
也
事
情
山
崎
」
|
(
『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
8
号
昭
日
・

3
・
1
)

栗
原
教
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
思
想
|
宮
沢
賢
治
論
円
三
|
(
『
近
代
文
学
論
』
第
6
号

昭

却・

9
・
1
)
・
斎
藤
文
一
『
宮
沢
賢
治
と
そ
の
展
開

l
氷
室
棄
の
世
界
l

』
(
国
文
社
昭
臼
-

m
-
m〉
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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