
「
『
槌
ツ
ァ
』

と

『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』

は
喧
嘩
し
て

私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」

は
じ
め
に

郷
里
の
奇
妙
な
呼
称
習
慣
に
取
材
し
た
井
伏
鱒
二
の
作
品
「
『
槌
ツ
ア
」
と
『
九

郎
治
ツ
ァ
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
(
『
若
草
』

九
三
七
年
二
月
)
は
、
「
私
」
の
郷
里
の
呼
称
習
慣
の
「
事
実
」
を
説
明
す
る
と

い
う
場
か
ら
、
や
が
て
、
「
私
」
に
よ
っ
て
「
仮
定
」
さ
れ
た
「
虚
構
」
の
物
語
の

場
に
移
行
す
る
。
標
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
八
「
私
」
が
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す

る
物
語
V
の
内
部
に
、
八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩
す
る
物
語
V

が
虚
構
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
の
題
材
で
あ
る
呼
称
習
慣
に
つ
い
て
は
、
井
伏
の
郷

里
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
呼
称
習
慣
と
し
て
井
伏
は
何
度
か
エ
ッ
セ
イ
に
書
い

て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
が
一
応
事
実
を
事
実
と
し
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
事
実
を
扱
う
エ
ッ
セ
イ
の
次
元
か
ら
、

一
個
の
小
説
へ
と
飛
躍
さ
せ

て
い
る
の
が
、
こ
の
作
中
の
「
私
」
に
よ
る
「
仮
定
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
こ
の
「
仮
定
」
(
虚
構
)
さ
れ
た
八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」

が
喧
嘩
す
る
物
語
V
に
よ
っ
て
、
何
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と

が
、
こ
の
作
品
を
小
説
と
し
て
論
じ
る
の
に
最
も
相
応
わ
し
い
こ
と
だ
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
「
私
」
と
い
う
一
人
称
回
想

論

目リ

貞

昭

回

体
の
語
り
手
の
問
題
を
中
心
に
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

癒
着
す
る
「
私
」

作
品
は
、
「
私
」
が
子
供
の
頃
、
両
親
を
「
ト
ト
サ
ン
」
/
「
カ
カ
サ
ン
」
と
古
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風
に
呼
ぶ
よ
う
に
し
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
別
の
呼
び
方
に
も
変
え
ら
れ
ず
、

い
ま
だ

に
ど
う
に
も
困
惑
し
て
い
る
と
い
う
記
述
か
ら
始
ま
る
。
「
私
」
の
両
親
の
呼
び
方

は
特
別
に
古
風
だ
っ
た
が
、
「
私
」
の
郷
里
の
村
で
は
、
戸
主
の
自
負
に
従
っ
て
両

親
の
呼
び
方
が
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
村
人
た
ち
が
互
い
を
呼

ぶ
と
き
の
接
尾
語
が
、
村
内
の
階
層
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
明
確
に
区
別
さ
れ
て

い
た
。
|
|
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
作
中
事
実
と
し
て
「
私
」
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。

両
親
を
呼
ぶ
と
き
に
は
、
「
オ
ツ
ト
サ
ン
」
/
「
オ
ツ
カ
サ
ン
」
、
「
オ
ト
ッ
ツ
ァ
ン
」

/
「
オ
カ
カ
ン
」
、
「
オ
ト
ウ
ヤ
ン
」
/
「
オ
カ
ア
ヤ
ン
」
、
「
オ
ト
ッ
ツ
ア
」
/
「
オ

カ
カ
」
と
い
う
呼
び
方
が
あ
り
、
村
人
が
互
い
を
呼
び
あ
う
と
き
に
は
、
「
×
×
サ

ン
」
、
「
×
×
ツ
ァ
ン
」
、
「
×
×
ヤ
ン
」
、
「
×
×
ツ
ア
」
、
「
×
×
サ
」
と
い
う
呼
び

方
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
家
族
問
の
呼
称
習
慣
と
村
人
同
士
の
呼
称
習
慣
の
い
ず

れ
も
、
地
主
、
村
会
議
員
・
顔
役
、
自
作
農
、
小
作
人
と
い
う
村
内
の
階
層
に
画

然
と
対
応
し
て
い
た
、
と
「
私
」
は
説
明
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
問
題
に
す
る
べ
き



点
は
な
い
。
こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
井
伏
の
郷

里
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
呼
称
習
慣
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
こ
こ
で
は
、

応

作
中
事
実
と
見
な
し
て
お
守
」
う
。

こ
の
よ
う
な
村
落
内
の
呼
称
習
慣
の
説
明
に
引
き
続
い
て
、
そ
の
呼
称
を
め
ぐ

っ
て
村
人
た
ち
の
聞
で
起
こ
っ
た
争
い
を
語
る
べ
く
、
次
の
よ
う
な
「
仮
定
」
が

な
さ
れ
る
。
こ
の
「
仮
定
」
か
ら
八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩

す
る
物
語
V
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
私
が
取
り
上
げ
た
い
問
題
も
、
こ
の
「
仮

定
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
始
ま
る
。

た
と
へ
ば
子
供
の
と
き
「
槌
ツ
ア
」
と
言
は
れ
て
ゐ
た
人
は
、
成
人
し
て
村

会
議
員
に
な
っ
て
も
「
槌
ツ
ア
」
で
あ
る
。
倉
を
建
て
、
さ
う
し
て
薄
荷
相

場
で
大
儲
け
を
し
て
も
「
槌
ツ
ア
」
は
死
ぬ
ま
で
「
槌
ツ
ア
」
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
「
槌
ツ
ア
」
は
自
分
が
「
槌
ツ
ア
」
と
言
は
れ
る
の
が
苦
労
の
躍
で
、

「
槌
サ
ン
」
と
言
は
れ
た
い
希
望
が
あ
る
と
仮
定
す
る
。
彼
に
は
さ
う
い
ふ
名

誉
欲
が
あ
る
と
仮
定
す
る
。
そ
し
て
「
槌
ツ
ア
」
は
因
果
な
性
分
の
男
で
あ

る
と
仮
定
す
る
。
さ
う
す
る
と
村
長
が
村
会
議
員
の
会
合
の
と
き
、
「
槌
ツ

ア
」
の
こ
と
を
「
槌
ツ
ア
」
と
呼
ぶ
と
「
槌
ツ
ア
」
は
村
長
に
喰
っ
て
か
か

る

(
引
用
は
初
出
に
拠
り
、
傍
線
は
前
田
が
付
し
た
。
以
下
同
様
)

「
仮
定
す
る
」
と
い
う
一
語
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
、
「
私
」
の
郷
里
の
呼
称
習

慣
の
「
事
実
」
を
説
明
す
る
と
い
う
場
か
ら
、
作
中
の
「
私
」
が
設
定
し
た
「
虚

構
」
の
場
に
移
行
す
る
(
こ
れ
よ
り
以
前
に
、
小
作
人
が
金
を
貯
め
て
家
庭
内
の

呼
称
を
改
め
る
と
い
う
箇
所
で
「
仮
定
す
る
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
の
「
仮
定
」
は
例
示
の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
物
語
を
構

築
す
る
ま
で
は
行
か
な
い
し
、
語
り
手
「
私
」
と
「
仮
定
」
の
物
語
と
の
関
係
を

い
え
ば
、
そ
の
「
仮
定
」
の
話
の
中
に
語
り
手
「
私
」
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と

も
な
い
)
。
す
な
わ
ち
、
作
品
は
、
八
「
私
」
が
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
物
語
V

の
位
相
か
ら
、
「
私
」
が
「
仮
定
」
し
た
八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が

喧
嘩
す
る
物
語
V
の
位
相
に
転
位
す
る
。

こ
の
「
仮
定
」
以
降
、
読
者
は
、
作
中
に
虚
構
さ
れ
た
八
「
槌
ツ
ァ
」
と
「
九

郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩
す
る
物
語
V
を
聞
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、

そ
う
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
こ
の
〈
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩

す
る
物
語
V
に
入
っ
て
行
く
と
、
奇
妙
な
叙
述
が
日
に
つ
く
。
そ
も
そ
も
、
過
去

の
「
事
実
」
が
叙
述
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
「
仮
定
」
す
る
と
い
う
こ
と
ば
が

使
わ
れ
る
。
「
私
」
が
「
仮
定
」
し
た
話
で
あ
る
以
上
は
、
い
ま
、
こ
の
虚
構
の
物

語
を
「
仮
定
」
し
、
語
っ
て
い
る
「
私
」
の
過
去
が
、
そ
こ
に
「
事
実
」
と
し
て

語
ら
れ
る
筈
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
読
者
は
次
に
引
用
す
る
よ
う
な
部
分
に
出
会

う
の
だ
。
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私
た
ち
は
「
槌
ツ
ァ
の
う
ち
で
は
、
何
や
ら
ず
ゐ
ぷ
ん
里
の
言
葉
を
つ
か
ふ

さ
う
ぢ
や
」
と
い
ふ
の
で
、
槌
ツ
ァ
の
う
ち
へ
試
し
に
そ
れ
を
き
き
に
行
つ

て
み
た
。
な
に
げ
な
く
遊
び
に
行
っ
た
や
う
な
按
配
で
「
利
太
ヤ
ン
」
「
達
ツ

ア
ン
」
「
字
サ
ン
」
「
定
サ
」
な
ど
と
竹
馬
に
打
ち
乗
っ
て
行
っ
て
み
た
。
〈
略
)

私
た
ち
は
「
槌
ツ
ア
」
の
う
ち
の
庭
を
竹
馬
で
歩
き
ま
は
っ
た
。
庭
土
は
湿

っ
て
ゐ
て
柔
ら
か
く
、
竹
馬
で
歩
く
に
は
好
都
合
で
あ
っ
た
。

少
な
く
と
も
こ
の
引
用
部
分
が
、
事
件
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
村
童
の
一
人
で
あ

る
「
私
」
の
体
験
談
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
右
の
引
用
部
分

の
よ
う
に
直
接
「
私
」
が
姿
を
現
さ
な
い
に
し
て
も
、
他
の
部
分
で
も
、
「
私
と
同

級
生
」
・
「
私
の
村
」
・
「
私
の
う
ち
」
・
「
私
の
祖
父
」
な
ど
、
「
私
」
の
体
験
で
あ
る

こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
ば
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
仮
定
」
(
虚

構
)
さ
れ
た
筈
の
〈
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩
す
る
物
語
V
そ



れ
自
体
が
、
「
私
」
の
体
験
談
と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
事
態
に
出
会
う
。

「
私
」
の
語
り
の
進
行
と
と
も
に
、
い
つ
し
か
「
仮
定
」
か
ら
出
発
し
た
こ
と

が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ

ず
に
は
済
ま
せ
な
い
。
作
品
は
次
の
よ
う
に
幕
を
閉
じ
て
い
た
。

こ
の
強
盗
事
件
で
思
ひ
が
け
な
い
打
撃
を
受
け
た
の
は
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
の
一
家
は
東
京
弁
を
つ
か
は
な

く
な
っ
た
。
「
槌
ツ
ア
」
の
う
ち
で
も
大
阪
弁
を
つ
か
は
な
く
な
っ
た
。
せ
つ

か
く
移
入
さ
れ
か
け
て
ゐ
た
大
都
会
の
言
葉
は
私
の
村
か
ら
消
え
去
っ
た
。

そ
し
て
「
オ
ト
ッ
ツ
ア
」
「
オ
カ
カ
」
「
オ
ト
ウ
ヤ
ン
」
「
オ
カ
ア
ヤ
ン
」
「
オ

ト
ッ
ツ
ア
ン
」
「
オ
カ
カ
ン
」
と
い
ふ
用
語
は
、
百
年
た
っ
て
も
消
え
去
ら
な

い
や
う
に
思
は
れ
た
。

私
は
煩
悶
し
た
。
地
球
が
逆
に
回
転
す
る
や
う
な
大
異
変
で
も
起
ら
な
い

か
ぎ
り
、
「
カ
カ
サ
ン
」
と
い
ふ
用
語
な
ど
断
じ
て
復
興
し
な
い
だ
ら
う
。
古

風
な
ら
ば
古
風
に
何
と
か
一
工
夫
し
て
、
せ
め
て
「
母
者
ひ
と
」
で
も
「
た

ら
ち
ね
」
で
も
い
い
、
も
す
こ
し
格
好
の
つ
く
用
語
を
仕
込
ん
で
も
ら
ひ
た

か
っ
た
と
、
私
は
そ
れ
ば
か
り
気
に
病
ん
で
ゐ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
私
の
唯
一

の
悩
み
は
そ
れ
で
あ
っ
た
。

こ
の
引
用
中
の
第
二
段
落
の
「
私
」
の
絶
望
(
母
の
呼
称
を
変
え
ら
れ
な
い
)
は
、

先
に
あ
る
第
一
段
落
の
叙
述
(
「
槌
ツ
ア
」
の
試
み
の
破
綻
)
を
受
け
て
成
立
し
て

い
る
。
「
私
」
が
「
煩
悶
」
す
る
原
因
は
、
「
仮
定
」
さ
れ
た
虚
構
空
間
内
部
に
存

在
し
て
い
た
。
当
然
、
変
え
ら
れ
な
い
用
語
に
悩
む
「
私
」
も
、
「
仮
定
」
さ
れ
た

虚
構
の
「
私
」
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
が
、
必
ず
し
も
「
私
」
は
、
虚
構
空
間
内
部
の
「
私
」
で
あ
る
と
も
言

い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
に
し
て
い
る
の
は
作
品
末
尾
部
分
で
あ
る
。
右
に

引
用
し
た
二
つ
の
形
式
段
落
の
内
、
第
二
段
落
は
、
そ
の
直
前
の
段
落
を
受
け
る

と
同
時
に
、
作
品
末
尾
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
行
す
る
作
品
全
て
の

叙
述
を
受
け
て
、
作
品
を
締
め
括
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
引
用
第

二
段
落
、
分
け
て
も
作
品
最
末
尾
に
当
た
る
段
落
最
後
の
一
文
は
、
作
品
全
体
の

首
尾
の
照
応
関
係
を
喚
起
す
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
。
そ
の
作
品
全
体
の
首
尾
の

照
応
関
係
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

作
品
は
、私

は
子
供
の
と
き
自
分
の
両
親
を
「
オ
ト
ウ
サ
ン
」
「
オ
カ
ア
サ
ン
」
と
呼

ば
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
古
風
な
用
語
だ
が
「
ト
ト
サ
ン
」
「
カ
カ
サ
ン
」
と

呼
ん
で
ゐ
た
。

と
、
両
親
に
対
す
る
呼
称
の
こ
と
で
「
煩
悶
」
す
る
「
私
」
の
こ
と
か
ら
語
り
始
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め
ら
れ
、自

分
の
理
性
で
は
、
時
流
に
即
し
「
オ
ツ
カ
サ
ン
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
思
ひ

な
が
ら
、
気
恥
か
し
く
て
「
オ
ツ
カ
サ
ン
」
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。
削
司

時
、
こ
れ
が
私
の
唯
一
の
悩
み
で
あ
っ
た
。

と
、
両
親
の
呼
称
に
つ
い
て
の
話
題
が
、
「
私
」
の
「
煩
悶
」
に
引
き
寄
せ
て
纏
め

ら
れ
て
い
た
。

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
部
分
の
叙
述
は
、
「
仮
定
」
の
物
語
が
始
ま
る

以
前
の
「
私
」
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
始
め
ら
れ
た
一
連

の
記
述
を
総
括
す
る
、
傍
線
部
分
「
当
時
、
こ
れ
が
私
の
唯
一
の
悩
み
で
あ
っ
た
」

と
い
う
一
文
の
形
式
・
内
容
の
双
方
は
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
、
作
品
最
後
の

一
文
「
そ
の
こ
ろ
の
私
の
唯
一
の
悩
み
は
そ
れ
で
あ
っ
た
」
と
照
応
し
、
逆
に
、
作

品
最
末
尾
の
一
文
は
、
先
行
す
る
「
当
時
、
こ
れ
が
私
の
唯
一
の
悩
み
で
あ
っ
た
」

と
い
う
一
文
を
喚
起
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
要
求
に
素
直
に
従
え
ば
、
「
そ



の
こ
ろ
の
私
の
唯
一
の
悩
み
は
そ
れ
で
あ
っ
た
」
と
い
う
「
私
」
は
、
作
中
に
設

定
さ
れ
た
虚
構
の
外
側
に
い
て
、
こ
の
八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が

喧
際
す
る
物
語
V
を
「
仮
定
」
し
た
「
私
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、

先
に
述
べ
た
「
私
」
の
位
置
と
は
矛
盾
を
来
す
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
現
象
は
、
作
品
の
叙
述
構
造
そ
れ
自
体
が
抱
え
て
い
る
捻

れ
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
私
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
述
べ
れ
ば
、

「
仮
定
」
さ
れ
た
物
語
の
内
部
に
登
場
さ
せ
ら
れ
て
叙
述
対
象
と
な
っ
た
「
私
」
は
、

や
が
て
、
「
仮
定
」
す
る
主
体
の
「
私
」
の
過
去
の
領
域
を
浸
蝕
し
、
二
つ
の
「
私
」

は
癒
着
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
作
品
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
「
私
」
は
、
「
仮
定
」

さ
れ
た
虚
構
の
物
語
中
の
「
私
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
、
「
仮
定
」
し
た
主
体

と
し
て
の
「
私
」
で
も
あ
る
し
、
そ
し
て
、
そ
の
「
私
」
は
「
仮
定
」
物
語
に
語

ら
れ
た
「
私
」
の
過
去
を
も
背
負
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

奇
妙
と
い
え
ば
、
も
う
一
つ
、
作
品
末
尾
に
は
、
奇
妙
な
論
理
が
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
同
じ
村
落
共
同
体
で
行
わ
れ
て
い
る
呼
称
習
慣
と
は
い
え
、
「
槌
ツ
ア
」
が

提
起
し
た
の
は
村
人
同
士
で
行
わ
れ
る
呼
称
の
問
題
で
あ
り
、
作
品
最
終
段
落
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
私
」
の
母
に
対
す
る
呼
称
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
次

元
が
異
な
る
。
村
人
閣
の
呼
称
習
慣
は
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
家
族
内
で
の
呼

称
習
慣
は
、
「
私
」
を
羨
し
が
ら
せ
た
石
神
井
小
二
郎
に
し
ろ
、
「
槌
ツ
ア
」
や
「
九

郎
治
ツ
ァ
ン
」
に
し
ろ
た
や
す
く
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
作
品
最

終
段
落
に
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
呼
称
習
慣
の
場
の
相
違
に
日
を
背
け
、
村

人
間
の
呼
称
習
慣
の
問
題
と
家
族
問
の
呼
称
習
慣
と
を
同
じ
よ
う
に
牢
固
と
し
て

消
え
去
ら
な
い
呼
称
習
慣
と
し
て
一
括
り
に
受
け
止
め
る
「
私
」
の
絶
望
感
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
こ
に
も
、
作
中
の
二
つ
の
「
私
」
の
亀
裂
に
由

来
す
る
論
理
の
混
濁
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
指
摘
し
た
点
は
、
い
ず
れ
も
、
八
「
私
」
が
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
物

語
V
と
八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩
す
る
物
語
V
と
を
結
び
付

け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
出
現
す
る
。
標
題
の
「
『
槌
ツ
ア
」
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』

は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
は
、
こ
の
作
品
が
二
つ
の
物

語
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の
二
つ
の
物
語
の
結
節
点
に

お
い
て
、
私
が
指
摘
し
て
き
た
問
題
は
生
じ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

何
故
に
、
こ
の
よ
う
な
捻
れ
や
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
て
ま
で
八
「
私
」
が
用
語
に

つ
い
て
煩
悶
す
る
物
語
V
と
八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩
す
る

物
語
V
と
を
接
合
さ
せ
、
「
仮
定
」
す
る
「
私
」
が
、
「
仮
定
」
さ
れ
た
「
私
」
の

過
去
を
も
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、

物
語
の
形
式
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
困
難
だ
。
そ
ろ
そ
ろ
、
そ
の
内
容
を
検

証
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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因
習
と
し
て
の
呼
称
習
慣

「
仮
定
」
の
物
語
に
語
ら
れ
た
「
槌
ツ
ア
」
は
、
「
私
」
の
村
の
呼
称
習
慣
に
挑

戦
し
、
村
内
に
波
紋
を
引
き
起
こ
す
。
政
治
的
・
経
済
的
実
力
を
自
分
の
も
の
に

し
た
「
槌
ツ
ア
」
は
、
現
在
の
地
位
に
相
応
し
く
「
槌
サ
ン
」
と
呼
ば
れ
た
い
と

願
う
。
村
落
共
同
体
内
部
で
の
地
位
を
承
認
し
て
ほ
し
い
と
い
う
欲
望
に
突
き
動

か
さ
れ
て
い
た
「
槌
ツ
ア
」
は
、
公
式
の
場
で
「
槌
ツ
ア
」
と
呼
ん
だ
村
長
の
「
九

郎
治
ツ
ァ
ン
」
に
挑
戦
す
る
。
し
か
し
、
「
槌
ツ
ア
」
の
椋
々
な
行
為
は
、
表
層
に

現
れ
た
部
分
に
お
い
て
は
呼
称
習
慣
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
根
の
と
こ
ろ
で
は

「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
に
対
す
る
遺
恨
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
槌

ツ
ァ
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
と
の
喧
嘩
は
泥
試
合
的
な
様
相
を
呈
し
た
上
に
、

「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
矛
を
収
め
れ
ば
、
「
槌
ツ
ア
」
も
撤
退
し
て
し
ま
う
。
こ
の



喧
嘩
は
、
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
と
の
感
情
的
対
立
に
起
因
す
る
も
の

で
、
呼
称
習
慣
は
そ
の
争
い
の
具
に
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
「
槌
ツ

ア
」
の
試
み
は
失
敗
に
帰
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
一
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
ま

た
、
別
の
一
面
に
お
い
て
は
、
旧
来
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
村
落
共
同
体

の
保
守
的
な
エ
ー
ト
ス
に
果
敢
に
挑
戦
し
た
の
が
「
槌
ツ
ア
」
の
試
み
だ
っ
た
、
と

一
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
「
私
」
が
見
て
い
る
の
は
、
「
槌
ツ
ア
」
の
試
み
が

結
果
的
に
も
た
ら
す
農
村
近
代
化
の
側
面
で
あ
る
。

村
人
同
士
の
呼
称
習
慣
は
、
ど
ん
な
階
層
の
家
に
生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、

そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
槌
ツ
ア
」
の
娘
は
「
お
花
ヤ
ン
」
と
呼
ば
れ
、

「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
の
娘
は
「
お
小
夜
サ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
ツ
ア
」
か
ら

「
ヤ
ン
」
へ
、
あ
る
い
は
「
ツ
ァ
ン
」
か
ら
「
サ
ン
」
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
娘
た
ち

の
世
代
で
は
、
親
の
世
代
よ
り
も
一
つ
ず
つ
上
の
階
層
の
呼
称
に
移
行
し
て
い
る

こ
と
が
作
中
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
、
村
落
内
の
変
化
に
対

応
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
各
個
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
各
自
が

生
ま
れ
た
家
が
そ
の
時
に
村
落
共
同
体
内
で
ど
の
よ
う
な
階
層
に
あ
っ
た
か
と
い

う
過
去
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
制
度
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、

呼
称
習
慣
に
残
さ
れ
た
過
去
と
、
現
在
の
位
置
と
の
間
で
生
じ
た
時
間
的
ズ
レ

(
タ
イ
ム
ラ
グ
)
は
解
消
さ
れ
得
な
い
。

村
落
共
同
体
内
部
に
階
層
移
動
が
な
く
て
安
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ

う
な
タ
イ
ム
ラ
グ
は
生
じ
な
い
。
す
な
わ
ち
呼
称
習
慣
そ
の
も
の
が
、
変
動
の
な

い
停
滞
し
た
社
会
を
前
提
と
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
こ
で
は
最
初
か
ら
タ
イ
ム
ラ

グ
が
生
じ
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
タ
イ
ム
ラ
グ
に

起
因
す
る
不
満
を
取
り
込
め
る
十
分
な
柔
軟
性
も
備
え
て
は
い
な
い
(
も
し
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
各
個
人
の
持
つ
不
満
が
そ
れ
ぞ
れ
の
子
の
世
代
に
な
っ
て

よ
う
や
く
解
消
さ
れ
る
と
い
う
、
援
慢
で
不
十
分
な
シ
ス
テ
ム
で
し
か
な
い
。
個

人
の
意
識
が
「
家
」
意
識
に
統
合
・
吸
収
さ
れ
て
い
れ
ば
、
緩
慢
で
不
十
分
で
は

あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
の
機
能
を
果
た
し
得
る
が
、
個
人
の
意
識
が
「
家
」
か
ら

突
出
し
て
く
る
と
そ
れ
は
重
大
な
欠
陥
と
し
て
意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
)
。
そ
の
結

果
、
こ
と
ば
は
過
去
に
引
き
戻
す
力
と
し
て
作
用
し
、
出
自
と
い
う
過
去
の
影
に

よ
っ
て
現
在
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
呼
称
習
慣
を
改
変
し
よ
う
と
す
る
「
槌
ツ
ア
」
の

試
み
は
、
社
会
的
変
動
の
現
実
を
こ
と
ば
と
い
う
象
徴
体
系
に
お
い
て
も
承
認
さ

せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
、
「
槌
ツ
ア
」
た
ち
の
意
図
を
別
に
す
れ
ば
、
村
落
共
同
体

に
温
存
さ
れ
た
保
守
的
エ
ー
ト
ス
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
り
、
き
わ
め
て
近
代
性
を

持
っ
た
試
み
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
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村
童
時
代
の
「
私
」
も
、
ま
た
、
そ
う
い
う
「
槌
ツ
ア
」
が
田
舎
の
こ
と
ば
を

大
都
会
の
こ
と
ば
に
置
き
換
え
る
行
為
に
、
村
落
共
同
体
を
部
会
化
・
近
代
化
す

る
契
機
を
見
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
「
仮
定
」
さ
れ
た
物
語
内
部
の
村
人
た
ち

の
受
け
取
り
方
も
同
じ
だ
。
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
の
ど
ち
ら
か
に
荷

担
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
村
人
た
ち
は
考
え
て
は
い
な
い
。
「
槌
ツ
ア
」
た
ち

の
行
為
に
関
し
て
「
村
の
人
た
ち
は
甲
こ
れ
を
難
ず
れ
ば
乙
こ
れ
を
駁
す
と
い
ふ

や
う
な
有
様
」
で
あ
り
、
「
私
の
う
ち
の
祖
父
」
は
「
時
期
尚
早
論
」
を
唱
え
て
い

た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
作
中
の
記
述
に
従
う
限
り
、
村
人
た
ち
は
、
「
槌
ツ
ア
」

が
呼
称
習
慣
に
関
わ
る
問
題
を
提
起
し
た
と
捉
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
は
、

村
人
や
「
私
」
の
認
識
は
、
「
喧
嘩
」
の
当
事
者
で
あ
る
、
「
槌
ツ
ア
」
や
「
九
郎

治
ツ
ァ
ン
」
の
意
識
を
超
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
う
い
う
呼
称
習
慣
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
は
、
「
仮
定
」
さ
れ
た

虚
構
の
物
語
の
中
の
「
私
」
だ
け
で
は
な
い
。
「
仮
定
」
の
物
語
が
始
め
ら
れ
る
以



前
に
お
U
て
も
、
こ
の
呼
称
習
慣
を
語
る
際
に
は
、
「
私
」
は
、
「
時
代
お
く
れ
」
と

か
「
古
風
」
と
か
「
時
流
に
即
す
る
」
と
か
い
っ
た
よ
う
に
、
近
代
的
な
匂
い
の

す
る
新
し
い
も
の
に
価
値
が
あ
る
と
判
断
し
、
時
間
系
を
価
値
系
に
置
き
換
え
て

評
価
す
る
こ
と
ば
を
多
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
私
」
は
石
神
井
小
二
郎
の
使

っ
た
「
オ
ト
ッ
ツ
ァ
ン
」
/
「
オ
カ
カ
ン
」
と
い
う
こ
と
ば
を
羨
ん
だ
の
で
は
な

く
、
用
語
を
改
め
る
と
い
う
「
進
取
の
気
象
を
羨
ん
だ
」
と
説
明
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
箇
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
話
を
「
仮
定
」
し
て
語
っ
て
い
る

「
私
」
自
身
も
、
「
槌
ツ
ア
」
の
行
為
を
呼
称
習
慣
を
破
ろ
う
と
す
る
試
み
と
見
な

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
過
去
」
を
背
負
う
「
私
」

そ
れ
で
は
、
こ
の
作
品
か
ら
、
停
滞
し
た
村
落
共
同
体
へ
の
嫌
悪
と
近
代
化
へ

の
一
方
的
な
賛
美
が
読
み
取
れ
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
封
建

的
遺
制
を
全
面
的
に
否
定
し
、
村
落
共
同
体
の
制
度
の
合
理
・
不
合
理
を
考
え
、
近

代
化
の
可
能
な
方
法
を
発
見
し
よ
う
と
試
み
る

l
i
こ
の
よ
う
な
近
代
的
合
理
的

思
考
に
よ
っ
て
作
品
世
界
が
裁
断
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

保
守
的
な
エ
ー
ト
ス
が
描
屈
す
る
村
落
共
同
体
の
旧
習
を
否
定
的
に
眺
め
る

「
私
」
の
意
識
が
出
現
し
は
す
る
が
、
他
方
、
形
式
上
の
約
束
を
破
っ
て
「
私
」
が

八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩
す
る
物
語
V
に
入
り
込
ん
だ
結
果
、

「
私
」
は
、
「
仮
定
」
さ
れ
た
物
語
中
の
過
去
を
も
背
負
っ
た
存
在
で
も
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
習
慣
を
持
っ
た
村
落
共
同
体
に
生
ま

れ
育
っ
た
と
い
う
逃
れ
ら
れ
な
い
「
私
」
の
「
過
去
」
が
、
合
理
・
不
合
理
と
い

う
近
代
主
義
的
判
断
や
善
悪
の
倫
理
的
判
断
を
超
え
て
存
在
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
、

い
ま
現
に
あ
る
「
私
」
の
記
憶
の
深
部
に
「
私
」
を
形
成
し
た
世
界
と
し
て
生
き

て
い
る
こ
と
も
否
定
し
よ
う
の
な
い
「
事
実
」
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
あ
の
母
の
呼
称
に
対
す
る
屈
折
し
た
対
処
の
仕
方
に
端
的
に
現
れ
て
い

る
。
「
私
」
は
、
い
ま
も
っ
て
「
カ
カ
サ
ン
」
と
い
う
呼
称
へ
の
蓋
恥
心
が
消
え
な

い
た
め
に
、
別
の
呼
び
方
を
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
古
風
な
用
語
を
避
け
る

と
い
う
姑
息
な
手
段
に
よ
っ
て
、
自
分
の
基
恥
心
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
る

の
だ
。「

『
槌
ツ
ア
』
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す

る
こ
と
」
と
い
う
作
品
を
物
珍
し
い
習
慣
を
綴
っ
た
農
村
風
俗
誌
に
終
わ
ら
せ
な

い
最
大
の
要
因
は
、
こ
の
二
律
背
反
的
な
事
実
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
私
」
の
感

情
の
描
出
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
八
「
私
」
が
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
物
語
V
の

内
部
に
八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
が
喧
嘩
す
る
物
語
V
を
包
み
込
み
、

「
虚
構
」
と
「
事
実
」
と
の
境
界
を
破
っ
て
、
「
私
」
が
村
落
共
同
体
の
内
側
に
生
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き
た
存
在
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
た
。

「
仮
定
」
さ
れ
た
村
童
時
代
の
「
私
」
を
も
背
負
い
込
ん
で
、
こ
の
物
語
を
語

る
「
私
」
は
存
在
し
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
、
八
虚
構
V
さ
れ
た
八
過
去
V
に

拘
束
さ
れ
る
。
先
に
、
「
仮
定
」
の
物
語
内
の
「
私
」
が
、
「
仮
定
」
し
た
「
私
」
の

過
去
を
浸
蝕
す
る
と
述
べ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
村
人
た
ち
が
村
落
共
同
体

の
内
部
に
生
き
て
い
た
よ
う
に
、
「
仮
定
」
さ
れ
た
「
私
」
の
み
な
ら
ず
、
「
仮
定
」

す
る
「
私
」
の
意
識
も
、
そ
の
「
仮
定
」
さ
れ
た
「
私
」
の
延
長
上
に
、
同
様
に

呼
称
習
慣
に
締
ら
れ
て
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」
も
呼
称
習
慣
と
い
う
村
落

共
同
体
内
部
の
制
度
を
生
き
、
現
在
も
、
そ
の
拘
束
の
下
に
作
品
世
界
を
語
る
こ

と
を
強
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
が
呼
称
習
慣
に
縛
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
「
私
」

の
存
在
の
根
の
部
分
が
、
そ
の
よ
う
な
呼
称
習
慣
と
共
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も



あ
る
。
そ
れ
は
、
差
別
的
で
あ
れ
封
建
的
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
呼
び
方
で
非
難

さ
れ
よ
う
と
も
、
「
私
」
が
「
近
代
」
以
前
の
村
落
共
同
体
に
育
ち
、
そ
こ
に
少
年

時
代
の
「
私
」
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
だ
。
た
と
え
封
建
的
で
あ
る
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
よ
う
が
、
そ
こ
に
「
私
」
の
育
っ
た
場
が
あ
り
、
周
囲
と
の
粋

が
存
在
し
た
し
、
現
在
も
存
在
す
る
。
「
仮
定
」
さ
れ
た
「
私
」
の
「
過
去
」
は
、

こ
う
し
て
、
現
在
の
「
私
」
を
犯
し
、
そ
し
て
現
在
の
「
私
」
を
縛
る
。
そ
れ
を

象
徴
す
る
の
が
母
の
呼
称
に
思
い
め
ぐ
ら
す
「
私
」
の
「
煩
悶
」
で
あ
る
。
母
の

呼
称
と
は
母
と
の
粋
を
保
証
す
る
機
能
を
持
つ
。
母
か
ら
仕
込
ま
れ
た
呼
称
に
よ

っ
て
母
と
の
繋
が
り
は
確
保
さ
れ
る
。
母
か
ら
与
え
ら
れ
た
呼
称
を
や
め
る
こ
と

は
、
母
か
ら
「
私
」
に
与
え
ら
れ
た
、
母
と
の
関
係
を
「
私
」
の
側
か
ら
切
断
す

る
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
「
私
」
は
、
「
カ
カ
サ
ン
」
と
い
う
呼
び
方
を
避
け
る
こ
と

は
し
て
も
、
い
ま
も
っ
て
、
別
の
呼
称
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
槌
ツ
ア
」
の
家
の
庭
を
竹
馬
で
踏
ん
だ
と
き
の
「
湿
っ
て
ゐ
て
柔
ら
か
」
い
感
触

は
、
「
私
」
の
記
憶
の
底
か
ら
、
「
利
太
ヤ
ン
」
「
達
ツ
ァ
ン
」
「
字
サ
ン
」
「
定
サ
」

と
い
う
呼
び
名
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
友
人
た
ち
と
一
緒
に
体
験
さ
れ

た
生
き
生
き
と
し
た
時
間
の
内
に
呼
び
戻
さ
れ
る
。
こ
の
「
差
別
的
」
な
呼
称
は
、

友
人
の
出
身
階
層
の
多
様
性
の
証
明
で
は
な
い
。
友
人
た
ち
と
の
体
験
は
、
「
利
太

ヤ
ン
」
「
達
ツ
ァ
ン
」
な
ど
と
い
っ
た
呼
称
に
よ
っ
て
の
み
確
実
に
追
想
し
得
る
の

だ
。
「
利
太
チ
ャ
ン
」
「
達
チ
ャ
ン
」
な
ど
と
呼
ん
だ
と
き
に
は
、
そ
の
体
験
は
別

物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
か
に
差
別
的
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
呼
称
体
系
を
含

め
た
村
落
共
同
体
全
体
の
中
に
生
ま
れ
、
生
き
た
と
い
う
宿
命
か
ら
は
逃
れ
得
な

ぃ
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
私
」
は
母
の
呼
称
に
困
惑
す
る
。

村
童
時
を
回
想
す
る
楽
し
げ
な
筆
致
ゃ
、
「
お
花
ヤ
ン
」
と
「
お
小
夜
サ
ン
」
と

の
文
通
発
覚
事
件
も
、
そ
の
よ
う
な
掛
け
替
え
の
な
い
「
私
」
の
少
年
時
代
の
一

要
素
と
し
て
点
綴
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
世
界
に
生
ま
れ
、
育
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
呼
称
習
慣
を
含
め
た
全
体
と
し
て
「
私
」
の
村
落
共
同
体
は
存
在
し
た
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

「
私
」
が
「
仮
定
」
さ
れ
た
物
語
内
世
界
の
存
在
と
し
て
そ
の
内
部
空
間
に
生

き
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
は
設
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
母
に
対
す
る
呼

で 称
lまに
な現
くれ
、て

そい
こる
によ
縛う
らに
れ二
て 私
L 、」ー

るは
存 村
位洛
つ 立
ま同
り体
村の
落 呼
共称
同習
体 慣
のか
エ ら
l 決
トし
ス て
に白
拘由

束
さ
れ
た
存
在
と
し
て
登
場
す
る
。
内
部
空
間
を
生
き
る
と
は
、
そ
の
よ
う
に
、

作
品
世
界
内
部
を
支
配
す
る
関
係
の
網
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
関

係
の
拘
束
に
、
意
識
や
行
為
も
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

作
中
世
界
は
単
な
る
認
識
や
批
評
の
対
象
と
い
う
次
元
を
超
え
て
、
そ
の
世
界
に
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生
き
続
け
る
こ
と
が
い
か
に
可
能
か
と
い
う
、
作
品
世
界
内
部
に
含
ま
れ
た
位
置

か
ら
の
関
わ
り
方
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
村
落
共
同
体
内
部

に
取
り
込
ま
れ
た
者
と
し
て
規
定
さ
れ
た
「
私
」
は
、
そ
の
世
界
の
内
法
に
沿
っ

た
論
理
や
直
観
の
有
効
性
・
妥
当
性
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
現

実
的
有
効
性
(
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
作
品
内
世
界
で
の
現
実
的
有
効
性
で
あ
る
)
を

持
た
な
い
、
外
側
か
ら
の
観
念
的
な
裁
断
を
不
毛
だ
と
し
て
退
け
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
、
「
私
」
の
認
識
と
行
為
の
出

発
す
べ
き
原
点
が
据
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
所
与
の
関
係
の
絶
対
性
か
ら
出
発

し
て
、
そ
の
内
部
で
可
能
な
思
考
や
行
為
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
庶

民
的
意
識
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
「
私
」
が
、
単
に
「
仮
定
」
の

物
語
を
外
側
か
ら
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
仮
定
」
の
物
語
の
内
部
を
生
き
た

「
私
」
と
し
て
存
在
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
『
槌
ツ
ア
」
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て



煩
悶
す
る
こ
と
」
に
お
い
て
は
、
作
品
世
界
内
の
諸
関
係
の
拘
束
の
中
に
生
き
る

「
私
」
を
媒
介
と
し
て
、
作
品
世
界
に
お
け
る
認
識
や
思
考
の
座
標
軸
の
原
点
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
私
」
は
、
作
品
世
界
を
覗
き
見
る
単
な
る
レ
ン
ズ

で
は
な
い
。
そ
の
レ
ン
ズ
は
、
作
品
世
界
内
の
諸
関
係
に
拘
束
さ
れ
た
レ
ン
ズ
な

の
で
あ
る
。

封
建
的
遺
制
が
生
き
続
け
る
現
実
の
拘
束
か
ら
逃
れ
て
、
観
念
や
理
念
の
領
域

で
思
考
し
批
判
す
る
自
由
〈
そ
れ
は
ど
こ
に
も
所
属
し
な
い
と
い
う
仮
構
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
自
由
で
あ
っ
た
)
を
得
た
多
く
の
近
代
日
本
の
知
識
人
は
、
そ
の
代

償
と
し
て
、
か
れ
ら
の
言
説
の
有
効
性
も
往
々
に
し
て
観
念
や
理
念
の
次
元
に
と

ど
ま
る
と
い
う
欠
陥
を
持
ち
、
そ
の
言
説
が
現
実
の
諸
関
係
の
前
に
上
滑
り
し
が

ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
か
れ
ら
は
、
現
実
の
諸
関
係
の
拘
束
か
ら

逃
れ
、
そ
れ
を
一
挙
に
相
対
化
す
る
批
判
の
自
由
を
得
た
が
、
逆
に
、
現
実
の
座

標
軸
に
自
己
の
定
め
る
べ
き
位
置
も
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
「
『
槌
ツ
ァ
」
と
『
九

郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
が
、
近
代
日

本
知
識
人
の
そ
う
し
た
陥
穿
か
ら
逃
れ
て
、
庶
民
的
な
も
の
に
連
続
す
る
要
素
を

持
つ
の
は
、
そ
こ
に
登
場
す
る
「
私
」
が
、
作
品
世
界
内
の
諸
関
係
に
拘
束
さ
れ

た
視
点
を
手
に
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
観
念
的
飛
躍
や
論
理
の

一
人
歩
き
を
抑
制
し
、
そ
し
て
、
作
品
世
界
を
支
配
す
る
現
実
の
拘
束
の
内
部
か

ら
世
界
を
見
つ
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
の
か
な
め
に
、
こ
の
よ
う
な

「
私
」
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
「
『
槌
ツ
ア
』
と
『
九
郎
治

ツ
ァ
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
の
「
私
」
は
、
語

り
手
と
か
舞
台
廻
し
と
い
う
役
割
を
超
え
て
、
作
品
世
界
内
部
の
諸
関
係
の
拘
束

の
中
に
視
点
を
定
め
る
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
の
視
点
の
制
約
が
観
念
的
な

言
辞
の
侵
入
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
座
標
軸
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
、

そ
こ
で
思
考
し
行
動
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
庶
民
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
井
伏
文
学

の
庶
民
性
の
表
現
機
構
の
根
は
こ
こ
に
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四

媒
介
と
し
て
の
「
私
」

作
中
世
界
の
事
実
は
「
私
」
の
視
点
と
意
識
を
媒
介
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
を
支
配
し
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
者
の
批
評
的
視
点
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
作
品
世
界
内
部
の
関
係
の
拘
束
を
離
れ
て
い
る
。
作
品
世

界
内
の
諸
関
係
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
作
中
の
「
私
」
で
あ
り
、
作

者
は
、
そ
の
「
私
」
を
も
対
象
化
し
得
る
地
点
、
す
な
わ
ち
、
作
品
世
界
の
外
部

に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
片
岡
惣
が
指
摘
す

る
、
「
『
槌
ツ
ア
」
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶

す
る
こ
と
」
が
含
む
批
評
意
識
を
取
り
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
急
い
で
付
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け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
作
品
世
界
内
部
の
拘
束
を
離
れ
て
い

る
と
は
言
っ
て
も
、
「
私
」
が
語
る
と
い
う
形
式
で
語
り
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
以
上

は
、
表
面
上
は
、
「
私
」
が
知
り
得
た
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
し
(
た
と
え

は
、
「
お
花
ヤ
ン
」
と
「
お
小
夜
サ
ン
」
の
文
通
事
件
の
経
緯
は
、
あ
く
ま
で
も
噂

話
と
し
て
伝
聞
の
形
式
で
語
ら
れ
る
)
、
そ
こ
に
直
接
的
な
作
者
の
批
評
的
言
辞
が

出
現
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
「
私
」
の
視
点
の
制
約
の

中
で
、
何
を
語
る
か
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
支
配
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
、
作
者
の
批

評
意
識
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
槌
ツ
ア
」
を
動
か
す
原
動
力
は
、
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
へ
の
遺
恨
で
あ
る
。
近

代
化
の
推
進
役
で
あ
る
は
ず
の
「
槌
ツ
ア
」
が
、
そ
れ
に
甚
だ
似
つ
か
わ
し
く
な

い
こ
と
も
作
中
に
は
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
槌
ツ
ア
」
の
企
て
は
、
そ
も
そ
も
「
槌

ツ
ァ
」
個
人
の
社
会
的
野
心
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
用
語
の
上
で



承
認
し
な
い
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
へ
の
対
立
感
情
が
、
か
れ
に
呼
称
習
慣
へ
の
挑

戦
に
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
っ
た
し
、
社
会
的
野
心
や
名
誉
欲
は
地
位
に
相
応
し
い

象
徴
を
要
求
す
る
わ
け
で
、
呼
称
習
慣
を
破
填
し
て
平
準
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は

「
槌
ツ
ア
」
の
願
い
に
反
す
る
だ
ろ
う
。
「
槌
ツ
ア
」
は
象
徴
体
系
そ
の
も
の
を
破

援
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
槌
ツ
ア
」
の
企
て
は
、
あ
く
ま
で
も
、
呼
称
習
慣
そ

の
も
の
は
温
存
し
て
お
い
て
、
そ
の
呼
称
習
慣
の
枠
内
で
上
昇
し
た
い
と
い
う
だ

け
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
槌
ツ
ア
」
の
企
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
呼
称

習
慣
に
備
わ
っ
た
階
層
性
を
無
化
し
よ
う
と
す
る
革
命
で
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま

り
は
、
階
層
的
区
別
の
存
立
を
願
っ
て
い
る
点
で
は
、
「
槌
ツ
ア
」
も
、
き
わ
め
て

保
守
的
な
エ
ー
ト
ス
の
持
ち
主
で
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
「
槌
ツ
ア
」
は
、
こ
こ
に
語
ら
れ
た
「
私
」
が
是
と
す
る
よ
う

な
近
代
化
を
担
う
に
足
り
る
よ
う
な
人
物
で
も
な
い
。
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ

ア
ン
」
と
の
言
語
騒
動
の
背
後
に
は
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
騒
動
が
控
え
て
い
た

」
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
と
き
村
長
は
、
自
分
の
失
言
を
「
槌
ツ
ア
」
に
謝
る
と
事
は
無
事
に
お

さ
ま
る
が
、
「
槌
ツ
ァ
と
言
っ
た
の
が
悪
い
か
の
う
」
と
反
問
す
る
と
面
倒
に

な
る
。
或
る
と
き
、
さ
う
い
ふ
採
め
ご
と
か
ら
村
長
は
恨
み
を
買
ひ
、
無
実

の
罪
を
誼
訴
さ
れ
、
裁
判
所
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
槌
ツ
ア
」
の
歪
み
・
否
定
面
も
怠
り
な
く
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
っ
て
、
感
情
に
駆
ら
れ
て
極
端
な
行
動
に
走
る
「
槌
ツ
ア
」
の
性
格
的
歪
み

が
露
骨
に
見
え
て
く
る
。
こ
れ
ら
「
槌
ツ
ア
」
の
性
格
や
そ
の
行
為
を
支
え
る
感

情
の
あ
り
ょ
う
は
、
「
私
」
の
語
り
を
媒
介
と
し
て
い
る
が
、
プ
ロ
ッ
ト
を
構
築
し

て
ゆ
く
作
者
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
右
の

引
用
中
、
「
『
槌
ツ
ァ
と
言
っ
た
の
が
悪
い
か
の
う
』
と
反
問
す
る
と
面
倒
に
な
る
」

云
々
と
い
う
部
分
、
就
中
「
面
倒
に
な
る
」
と
い
う
表
現
は
明
ら
か
に
、
プ
ロ
ッ

卜
を
作
り
上
げ
て
行
く
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
「
槌
ツ
ア
」
を
「
名
誉

欲
」
の
持
ち
主
と
規
定
し
た
り
、
「
因
果
な
性
分
の
男
」
と
設
定
し
た
り
す
る
の
も

同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
作
中
物
語
を
語
っ
て
行
く

「
私
」
と
ほ
と
ん
ど
一
体
化
し
た
、
物
語
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
作
者
で
あ
る
。
-
Y
一口

語
合
戦
に
関
わ
っ
た
「
槌
ツ
ア
」
の
本
質
部
分
が
見
え
て
い
る
の
は
、
虚
構
の
物

語
を
「
仮
定
」
す
る
「
私
」
を
操
っ
て
、
あ
る
と
き
は
プ
ロ
ッ
ト
を
作
り
、
あ
る

と
き
は
「
槌
ツ
ア
」
の
負
の
部
分
を
あ
た
か
も
村
内
の
噂
話
の
よ
う
に
「
私
」
に

語
ら
せ
る
作
者
で
あ
る
。
作
者
が
直
接
姿
を
現
し
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
露
骨

な
評
価
を
下
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
作
中
人
物
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
与
え
、
ど

の
よ
う
な
噂
話
を
語
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
ど
こ
に
配
置
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
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作
中
の
「
私
」
を
操
る
作
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
検
証
し
て
み
れ
ば
、
村
落
共
同
体
内
部
で
は
封
建
的
な
呼
称
習

慣
を
否
定
し
て
近
代
化
し
よ
う
と
い
う
行
為
も
、
実
は
か
な
り
怪
し
げ
な
個
人
の

欲
求
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
と
い
う
皮
肉
(
片
岡
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

村
落
共
同
体
内
部
に
位
置
す
る
「
槌
ツ
ア
」
の
試
み
は
失
敗
し
、
外
部
か
ら
来
た

「
学
校
の
先
生
た
ち
」
に
よ
っ
て
成
功
し
た
の
で
あ
る
)
、
そ
し
て
、
近
代
化
を
願

う
「
私
」
の
存
在
の
根
の
部
分
も
そ
う
し
た
封
建
的
な
要
素
の
中
で
形
成
さ
れ
、
さ

ら
に
は
、
「
近
代
化
」
な
る
も
の
が
そ
れ
ら
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実

と
そ
れ
に
付
随
す
る
感
情
|
|
こ
れ
ら
の
複
合
し
た
、
村
落
共
同
体
と
そ
の
近
代

化
を
め
ぐ
る
愛
憎
の
ア
マ
ル
ガ
ム
を
、
そ
の
村
落
共
同
体
内
部
に
生
き
る
者
の
視

点
か
ら
描
き
出
す
際
に
、
「
私
」
が
、
「
仮
定
」
さ
れ
た
物
語
中
の
「
過
去
」
を
背

負
う
こ
と
は
必
須
条
件
で
あ
っ
た
し
、
そ
う
し
た
も
の
を
描
出
し
た
と
こ
ろ
に
こ

の
作
品
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
の
世
界
を
外
か
ら



見
る
の
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
見
る
た
め
に
は
、
作
品
世
界
の
関
係
の
網
に
拘
束

さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
空
疎
な
観
念
性
か
ら
救

ぃ
、
さ
ら
に
は
、
様
々
な
関
係
に
拘
束
さ
れ
て
生
き
る
、
い
わ
ゆ
る
庶
民
の
視
点

を
保
証
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
「
私
」
に
与
え
ら
れ
た

拘
束
は
、
そ
の
「
私
」
を
媒
介
と
し
て
作
者
の
認
識
や
批
評
意
識
が
出
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
作
者
が
こ
の
作
品
世
界
の
諸
関
係
の
外
か
ら
観
念
的
に
批

評
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
。
逆
説
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
井

伏
は
現
実
の
諸
条
件
を
超
え
た
観
念
的
追
求
や
理
念
の
提
示
を
得
意
と
し
な
い
作

家
で
あ
る
が
、
作
品
世
界
の
関
係
に
締
ら
れ
た
「
私
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
そ

う
し
た
作
者
の
限
界
を
限
界
で
は
な
く
、
「
私
」
の
思
考
や
認
識
の
必
然
で
あ
る
か

の
よ
う
に
思
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
井
伏
の
思
考
ス

タ
イ
ル
や
資
質
に
沿
っ
た
巧
妙
な
戦
略
で
あ
る
と
評
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

以
上
、
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、

八
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ア
ン
」
が
喧

嘩
す
る
物
語
V
が
、
語
り
手
「
私
」
の
過
去
の
体
験
談
と
し
て
語
ら
れ
た
結
果
、

「
『
槌
ツ
ア
』
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る

こ
と
」
に
お
い
て
は
、
奇
妙
な
呼
称
習
慣
へ
の
関
心
と
い
っ
た
単
な
る
田
舎
風
俗

誌
や
井
伏
自
身
の
少
年
時
代
の
回
想
と
い
う
次
元
を
超
え
て
、
村
落
共
同
体
内
部

か
ら
眺
め
ら
れ
た
農
村
近
代
化
の
様
相
と
と
も
に
、
そ
の
内
部
を
生
き
た
者
の
村

落
共
同
体
に
対
し
て
抱
い
た
愛
憎
半
ば
す
る
感
情
が
ト
ー
タ
ル
に
描
か
れ
得
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
「
虚
構
」
の
前
提
で
出
発
し
た
も
の
が
「
私
」
の
「
体
験
談
」
の
ス
タ
イ

ル
に
変
容
し
た
こ
と
は
、
井
伏
が
虚
構
を
事
と
す
る
よ
う
な
客
観
小
説
ス
タ
イ
ル

よ
り
も
、
体
験
談
を
語
る
/
聞
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
へ
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
よ

く
現
し
て
い
る
。
事
実
、
井
伏
は
、
多
く
の
作
品
で
体
験
談
を
語
る
/
聞
く
と
い

う
ス
タ
イ
ル
を
採
用
し
て
い
る
。
作
者
そ
の
人
を
思
わ
せ
る
「
私
」
が
登
場
し
て

自
ら
の
体
験
を
語
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
「
私
」
が
出
会
っ
た
誰
か
の
体
験
を
聞
く
と

い
う
ス
タ
イ
ル
が
採
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
肝
心
な
の
は
、
そ
こ
で
語
ら
れ

る
体
験
談
が
、
語
り
手
が
屈
す
る
様
々
な
制
度
に
縛
ら
れ
た
場
に
自
ら
の
位
置
を

定
め
た
上
で
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手
は
、
自
ら
の
体
験
の

外
部
か
ら
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
み
れ
ば
、
こ
の
「
『
槌
ツ
ア
』
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に

つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
に
お
け
る
、
「
仮
定
」
さ
れ
た
物
語
か
ら
「
私
」
の
体
験

談
へ
の
些
か
強
引
な
変
更
は
、
単
な
る
語
り
手
で
は
な
く
、
作
品
世
界
内
の
諸
関

係
を
生
き
た
存
在
へ
と
「
私
」
を
変
貌
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
仕
掛
け
だ
っ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
所
与
の
条
件
を
絶
対
と
見
な
す
庶
民
的
発
想
の
限
界
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を
突
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一
つ
の
必
然
と
見
な
し
、
そ
の
発
想
を
汲
み
上
げ

て
い
っ
た
井
伏
文
学
を
支
え
る
有
効
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
働
い
た
と
考
え
て
よ
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
私
」
が
作
中
人
物
の
体
験
談
の
聴
き
手
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
(
た

と
え
ば
戦
後
の
作
品
で
あ
る
が
「
山
峡
風
物
誌
」
な
ど
の
場
合
)
に
「
私
」
は
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
「
遥
拝
隊
長
」
の
よ
う
に
「
私
」
の

登
場
し
な
い
作
品
に
お
け
る
庶
民
的
視
点
は
ど
の
よ
う
な
機
構
に
よ
っ
て
い
る
の

か
な
ど
検
討
す
べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、
別

の
機
会
に
譲
り
た
い
。

注
〈
1
)
井
伏
の
自
伝
「
私
の
履
歴
書
」
〈
『
日
本
経
済
新
聞
』

一
九
七

O
年
二

月
1
一
一
一
月
。
の
ち
、
「
半
生
記
|
|
私
の
履
歴
書
|
|
」
と
改
題
)
で
は
、

郷
里
の
呼
称
体
系
ゃ
、
古
風
な
「
カ
カ
サ
ン
」
と
い
う
呼
称
に
困
惑
し
た



」
と
な
ど
に
詳
し
く
触
れ
、
ま
た
、
「
自
叙
伝
」
(
『
早
稲
田
文
学
』

九

六
年
五
月

1
一
一
一
月
。
の
ち
、
「
鶏
肋
集
」
と
改
題
)
で
は
、
東
京
弁
を
使

う
強
盗
の
こ
と
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

(
2
)
た
と
え
ば
、
小
林
秀
雄
「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」
(
『
文
芸
春
秋
」

九

三
三
年
八
月
)
も
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(
3
)
片
岡
惣
「
近
代
文
学
|
|
何
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
|
|
」
(
『
国
語

と
国
文
学
』
三
三
巻
四
号
二
九
五
六
年
四
月
)
。
郷
里
へ
の
郷
愁
を
描
い

た
と
す
る
「
『
槌
ツ
ア
」
と
『
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に

つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
評
が
目
立
つ
が
、
こ
と
ば
と
い
う
象
徴
体
系
に

特
ら
れ
た
人
間
を
描
い
た
と
す
る
平
岡
篤
頼
「
井
伏
鱒
二
覚
書
き

i
l
記

号
の
震
」
(
『
早
稲
田
文
学
』

一
O
三
号
・
一
九
八
四
年
一
二
月
)
と
と
も
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に
、
片
岡
の
論
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
片
岡
は
、
歴
史
社
会
学
派
的
な

観
点
か
ら
、
こ
の
作
品
が
「
民
衆
生
活
の
種
々
相
を
描
く
と
共
に
、
田
舎

の
生
活
と
近
代
文
化
の
関
係
を
示
し
て
い
」
る
と
し
て
、
卓
抜
な
作
品
分

析
を
試
み
て
い
る
。

(
4
)
片
問
、
前
掲
論
文
。

(
5
)
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
炭
鉱
地
帯
病
院
」
論

l
l
私
小
説
的

方
法
の
パ
ロ
デ
ィ
と
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
か
ら
|
|
」

(
『
昭
和
文
学
研
究
」
二
七
集
・
一
九
九
三
年
七
月
)
で
触
れ
た
。


