
方
　
言
　
研
　
究
　
の
　
推
　
進

ふ
旛

は
し
が
き

一
九
六
五
年
六
月
五
日
、
大
阪
市
の
帝
塚
山
学
院
短
期
大
学
で
、
「
日
本
方

言
研
究
会
第
一
回
研
究
発
表
会
」
が
開
か
れ
た
。
そ
の
厩
で
㍉
私
は
、
右
の
題

目
の
も
と
に
、
す
こ
し
の
発
言
を
し
た
。
今
、
そ
の
あ
ら
す
じ
に
よ
っ
て
、
所

見
の
い
く
ら
か
を
、
開
陳
し
て
み
た
い
と
恩
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
発
表
で
は
、
私
は
、
私
自
身
を
強
く
む
ち
打
ち
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

方
言
研
究
の
推
進

す
べ
て
の
科
学
者
が
、
今
日
よ
り
は
明
日
に
と
、
願
い
を
か
け
、
夢
を
措
い

て
、
進
歩
を
期
し
て
い
る
。
方
言
の
科
学
を
恩
念
す
る
者
と
し
て
、
私
も
ま
た
、

つ
ね
に
、
進
歩
を
志
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
方
言
の
研
究
を
、
今
日
よ

り
は
明
日
に
と
．
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
を
、
考
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

方
言
研
究
の
推
進
の
た
め
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
一
つ
に
研
究
対
象
の
開

拓
で
あ
り
、
二
つ
に
研
究
方
法
の
反
省
で
あ
る
。
二
者
は
、
二
に
し
て
l
で
も

あ
る
。研

究
方
法
の
反
省
に
成
功
す
れ
ば
、
今
ま
で
の
、
も
の
の
と
ら
え
か
た
を
、

是
正
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
今
ま
で
は
あ
つ
か
わ
な
い
で
き
た
も
の

（
あ
つ
か
う
べ
き
こ
と
を
知
ら
な
い
で
き
た
も
の
）
を
、
進
ん
で
あ
つ
か
う
よ

う
に
も
な
ろ
う
。
研
究
法
の
展
開
が
、
旧
対
象
の
新
し
い
把
撞
、
新
対
象
の
新

把
塩
に
な
る
。

右
の
意
味
を
く
ん
で
、
私
は
、
以
下
に
、
憂
コ
ロ
研
究
推
進
の
た
め
の
、
二
・

三
の
提
言
を
試
み
る
。
（
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
さ
ら
に

多
く
の
こ
と
を
述
べ
て
み
た
く
も
思
う
。
し
か
し
、
ま
た
思
う
の
で
あ
る
。
議

論
よ
り
も
実
践
で
あ
る
と
。
）

「
純
粋
音
声
言
語
と
し
て
の
方
言
」
を
研
究
す
べ
き
こ
と

私
は
、
こ
の
せ
つ
ま
た
い
ち
だ
ん
と
、
方
言
は
、
純
粋
音
声
言
語
と
し
で
、

こ
れ
を
研
究
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
人
は
た
い
て
い
、
口
頭
語
の
方
言
を
、
こ
れ
ま
で
も
、
純
粋
音

声
言
語
と
見
て
、
研
究
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
話
し
こ
と
ば
と
い
う
と
ら
え
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か
た
は
、
み
な
、
「
音
声
言
語
」
の
と
ら
え
か
た
だ
っ
た
。
が
、
ふ
り
か
え
っ

て
み
る
と
、
・
そ
の
音
声
言
語
の
と
ら
え
か
た
は
、
か
な
ら
ず
L
も
、
純
度
の
高

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ど
う
か
す
る
と
、
し
ぜ
ん
に
、
書
き
こ
と
ば
の
見
地

が
導
入
さ
れ
た
。
1
－
そ
こ
か
ら
、
話
し
の
こ
と
ば
、
音
声
言
語
を
見
る
こ
と

が
、
す
く
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
、
ク
そ
う
で
す
ノ
ー
。
〝

と
と
も
に
、
ク
叫
－
デ
ス
　
パ
ン
。
ク
と
言
う
＜
近
意
、
紀
州
例
V
、
そ
の

「
ノ
ン
」
を
と
ら
え
て
は
、
こ
れ
を
、
「
ノ
」
と
「
ン
」
と
に
分
け
て
と
り
上

げ
た
り
し
た
。
関
西
の
「
ス
ズ
シ
　
ナ
ッ
ク
」
（
涼
し
ゅ
う
な
っ
た
）
を
と
ら
え

て
は
、
連
体
形
の
「
ス
ズ
シ
イ
」
が
副
詞
的
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
と
説
い
た
り

す
る
。
方
言
の
現
象
を
、
何
も
の
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
純
粋
に
、
音
声
言

語
の
賢
頭
と
し
て
見
る
こ
と
が
、
と
か
く
不
徹
底
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
趨
勢
に
対
し
て
は
、
私
ど
も
は
、
「
純
粋
空
白
声
言
語
と
し
て
の
方
言
現

象
」
を
、
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
、
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

方
言
の
研
究
は
、
共
時
論
的
に
も
、
比
較
論
（
1
す
な
わ
ち
通
時
論
）
的

に
も
展
開
せ
し
め
ら
れ
る
。
比
較
論
な
い
し
地
理
学
的
研
究
の
た
め
に
は
、
比

較
す
べ
き
も
の
の
理
想
的
な
と
り
上
げ
が
先
に
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
方
言

の
研
究
は
、
一
般
に
、
共
時
論
的
研
究
を
基
礎
基
底
と
す
べ
き
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
基
礎
で
、
私
ど
も
は
、
ま
っ
た
く
純
粋
一
路
に
、
方
言
の
純
粋
音
声

言
語
を
ね
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
の
を
正
し
く
と
り
上
げ
る
こ
と
が
、

す
べ
て
の
方
言
研
究
の
も
と
、
貴
重
な
出
発
に
な
る
。

私
は
、
先
年
、
津
軽
万
言
の
調
査
に
し
た
が
っ
て
、
こ
と
新
し
く
も
、
方
言

を
、
ま
っ
た
く
、
純
粋
音
声
言
語
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
痛
感
し
た
。

津
軽
方
言
に
は
限
ら
な
い
。
広
く
東
北
方
言
を
見
て
も
、
．
そ
の
実
相
は
、
音
の

也
細
に
ま
で
迫
ら
な
く
て
は
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
南
方

の
琉
球
方
言
な
ど
に
関
し
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

さ
て
、
津
軽
で
の
私
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
ク
あ
の

ね
。
〃
　
と
い
う
よ
う
な
気
も
ち
の
表
現
の
時
、

○
ア
パ
　
シ
ロ
ア
ー
。

一
．
し

と
言
う
。
「
ア
ノ
　
シ
川
」
の
「
シ
川
」
は
、
「
も
し
」
の
「
し
」
で
あ
ろ

う
。
1
－
－
こ
れ
が
、
文
末
の
、
呼
び
か
け
の
文
末
詞
で
あ
る
。
「
あ
の
、
も

し
。
」
な
ら
、
な
る
ほ
ど
、
ク
あ
の
ね
。
〃
　
の
意
味
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
そ
の
「
シ
聖
の
あ
と
に
、
わ
ず
か
な
空
自
が
つ
い
て
い
る
。
わ
る

く
す
れ
ば
、
聞
き
の
が
し
も
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
気
づ
い
て
も
、
「
な

ん
だ
か
、
終
わ
り
で
、
口
が
開
く
な
。
」
と
い
う
ぐ
ら
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
、
気
を
つ
け
て
い
る
と
、
だ
ん
だ
ん
に
、
こ
の
踵
の
も
の
を
多
く
聞
く

こ
と
か
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

○
ハ
ッ
可
　
マ
ッ
可
　
へ
l
ア
。

は
い
っ
て
、
待
っ
て
下
さ
い
。
（
「
へ
」
は
「
セ
」
の
転
。
「
セ
」

は
「
サ
イ
」
の
転
。
「
サ
イ
」
は
「
な
さ
い
」
。
）

と
言
う
。
「
へ
」
で
終
わ
っ
て
も
よ
い
も
の
が
、
「
へ
ァ
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
ア
」
が
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

○
ン
列
オ
ン
シ
用
㍑
。

だ
も
ん
ね
え
。

○
ソ
ン
列
　
オ
ン
　
ネ
シ
り
ア
ー
。

一
し

そ
う
で
す
も
の
ね
え
。

こ
れ
ら
は
、
さ
き
の
例
と
同
じ
よ
う
に
、
「
も
し
」
の
「
シ
m
」
の
も
と
で
、

「
ア
ー
」
を
見
せ
て
い
る
。

○
ヤ
君
イ
叩
ク
㌫

山
へ
行
こ
う
よ
。

こ
れ
で
は
、
さ
き
の
「
へ
」
に
似
て
、
「
ベ
」
の
も
と
で
、
「
ア
」
音
が
出
て
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い
る
。
中
止
的
表
現
の
場
合
で
も
、
こ
う
い
う
音
を
出
す
。
た
と
え
ば
こ
う
で

あ
る
。○

ユ
キ
は
　
ッ
可
J
到
ア
ー
。

雪
が
積
も
っ
て
ね
。

要
す
る
彗
文
表
現
で
、
相
手
に
訴
え
か
け
る
と
、
そ
の
末
尾
に
、
右
の
よ
う

に
、
特
殊
の
皆
目
を
随
伴
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
事
実
は
、
上
記
の
よ
う
に
、

一
つ
の
規
則
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
い
よ
い
よ
も
っ
て
、
私
ど
も

は
、
こ
れ
を
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
、
文

末
に
必
要
な
、
相
手
へ
の
訴
え
音
な
の
で
あ
る
。
1
－
1
こ
れ
を
、
文
末
訴
え
音

と
呼
び
た
い
。

津
軽
で
、
こ
う
い
う
文
末
訴
え
音
を
耳
に
し
つ
つ
、
私
は
、
す
ぐ
に
、
仙
台

方
面
、
あ
る
い
は
宮
城
県
下
の
、

㌧

○
パ
ー
引
。
刃
二
川
－
ツ
叫
可
－
。

は
あ
い
。
何
ね
。
（
際
の
主
婦
が
、
買
い
も
の
に
来
た
幼
男
に
言

う
。
）

な
ど
の
「
～
シ
ャ
ー
」
　
を
思
い
お
こ
し
た
。
出
雲
地
方
や
北
陸
地
方
の
　
「
ニ

ャ
ー
」
文
末
詞
も
思
い
お
こ
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
「
シ
ャ
」
と
か
「
ニ
ャ
」
と

か
に
聞
こ
え
て
も
、
も
と
も
と
、
「
シ
ァ
」
「
ネ
ァ
」
な
の
だ
。
文
末
音
何
の

は
た
ら
き
が
み
と
め
ら
れ
る
。
右
の
宮
城
県
下
例
だ
と
、
「
何
し
」
　
（
「
し
」

は
「
も
し
」
の
「
し
」
）
の
問
い
か
け
の
下
に
、
文
末
訴
え
音
の
回
か
つ
い
た

の
で
あ
る
。

考
え
て
み
る
と
、
望
日
が
、
文
末
に
立
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
訴
え
の
効
果
を

に
な
う
の
は
、
理
に
か
な
っ
た
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
訴
え
は
、
す
べ
て
、
顕

著
な
形
態
を
と
っ
て
こ
そ
、
訴
え
の
本
旨
に
か
な
う
。
（
た
と
え
ば
、
ク
そ
う

〕

で
す
　
ヌ
ー
聖
ク
と
い
う
よ
う
な
「
ヌ
ー
」
形
態
は
、
音
の
聞
こ
え
が
顕
著

〔

で
な
い
か
ら
、
文
末
の
訴
え
の
要
素
と
し
て
は
、
適
当
で
な
か
ろ
う
。
）
望
日

は
、
口
の
開
い
た
、
聞
こ
え
の
効
果
の
大
き
い
も
の
ゆ
え
、
文
末
で
の
訴
え
効

果
を
に
な
う
特
殊
要
素
と
し
て
、
出
て
き
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

方
言
の
把
担
と
し
た
ら
、
舌
畠
の
研
究
に
か
ぎ
ら
ず
、
ど
の
方
由
の
研
究
の

場
合
に
も
、
実
体
・
実
情
・
真
実
の
把
捉
の
た
め
に
、
私
ど
も
は
、
方
言
現
象

の
、
．
そ
の
音
声
形
態
を
、
徴
細
に
わ
た
っ
て
、
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
正
確
と
徹
底
と
の
た
め
に
、
今
は
、
こ
と
改
め
て
、

方
言
を
、
方
言
の
事
象
を
、

純
粋
音
声
言
語
と
し
て
と
ら
え
る

と
い
う
言
い
か
た
を
し
た
い
の
で
あ
る
。
「
純
粋
音
声
言
語
」
と
い
う
、
そ
の

「
純
粋
」
に
力
点
が
あ
る
。
こ
の
「
純
粋
」
の
見
つ
め
か
た
が
、
も
っ
と
も
純

粋
で
、
高
く
捏
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

方
言
の
世
界
は
、
純
粋
口
頭
語
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
っ
て
は
、
私

ど
も
は
、
出
て
く
る
現
象
の
す
べ
て
を
、
も
っ
と
も
し
ぜ
ん
に
、
純
粋
音
と
し

て
、
純
粋
音
の
違
続
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
　
－
　
こ
の
さ
い
、
純
粋

音
と
そ
の
違
続
と
が
、
生
き
た
こ
と
ば
の
す
べ
て
、
生
き
た
こ
と
ば
の
事
実
な

の
で
あ
る
。
純
粋
音
声
言
語
を
、
そ
れ
と
し
て
と
ら
え
た
時
が
、
こ
と
ば
を
、

生
き
た
す
が
た
で
と
ら
え
た
時
な
の
で
あ
る
。

文
字
も
何
も
な
い
、
未
開
民
族
の
言
語
は
、
は
じ
め
て
こ
れ
を
調
査
す
る
さ

い
、
諸
現
象
を
、
ま
っ
た
く
、
音
と
そ
の
遠
視
と
し
て
う
け
と
る
。
純
粋
音
と

勝
負
す
る
こ
と
が
、
研
究
者
に
琴
試
さ
れ
る
。
方
言
の
世
界
に
臨
ん
だ
場
合

も
、
つ
ま
り
、
右
の
場
合
と
同
様
に
こ
と
を
考
え
、
同
岸
に
も
の
を
処
聖
し
て

い
っ
た
ら
よ
い
の
だ
と
思
う
。
ヨ
く
こ
と
を
予
琵
し
な
い
方
言
の
世
界
に
、
琶

き
こ
と
ば
か
ら
の
板
壁
せ
も
っ
て
臨
む
こ
と
な
ど
は
、
あ
っ
て
な
ら
な
い
と
息

－つ。
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以
上
の
趣
旨
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
津
軽
空
己
の
研
究
」
－

（
「
方
言
研
究
」
　
考
）
－
が
あ
る
。
（
広
島
大
学
文
学
部
　
「
紀
要
」
、

第
二
十
四
拳
二
号
、
一
九
六
五
年
三
月
）

方
法
の
学
問
か
も
の
の
学
問
か

前
項
の
論
旨
を
う
け
て
、
こ
こ
で
は
、
も
の
の
学
問
の
重
要
性
を
強
調
し
た

く
思
う
。

方
言
研
究
に
つ
い
て
、
い
ち
お
う
、
「
も
の
の
学
問
」
　
「
方
法
の
学
問
」
と

い
う
よ
う
な
判
別
を
し
て
み
よ
う
。
も
の
曇
正
し
く
と
り
上
げ
る
こ
と
の
、
い

か
に
た
い
せ
つ
で
あ
る
こ
と
か
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
正
し
く
通
り
き
ら
な
く
て

は
、
方
言
研
究
を
、
正
し
く
前
進
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
き
の
文
末
訴

え
音
に
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
を
処
理
し
な
く
て
は
、
方
言
の
事
実
を
開
い
た
こ

と
に
も
と
ら
え
た
七
と
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
の
正
柁
な
把
捉

に
ま
で
、
「
も
の
」
の
学
問
を
、
徹
底
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

「
も
の
」
の
把
捉
は
、
実
体
の
把
迄
で
あ
る
。
方
言
研
究
の
た
め
に
は
、
方

言
研
究
に
ふ
さ
わ
し
い
、
堅
固
な
実
体
把
捉
が
い
る
。

そ
う
で
あ
る
の
に
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
も
の
の
学
問
は
そ
こ
そ
こ
に
し

て
、
方
法
の
学
問
に
は
ね
を
お
る
と
い
う
傾
向
が
、
わ
が
方
言
研
究
界
に
、
な

く
は
な
か
っ
た
。
こ
の
傾
向
が
、
今
も
な
お
、
か
な
り
強
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
わ
が
国
の
方
言
研
究
界
ば
か
り
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

西
洋
の
言
語
地
理
学
の
、
二
二
二
の
実
践
を
見
た
と
こ
ろ
で
言
う
と
、
製
図

に
か
け
る
資
料
そ
の
も
の
の
整
頓
に
、
私
な
ど
の
す
ぐ
に
感
じ
る
疑
問
が
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
現
地
調
査
の
調
査
員
を
つ
か
っ
て
も
、
調
査
員
た
ち
の
質
の

高
下
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
い
ろ
い
ろ
の
質
差
の
あ
る
、
罠
料
が
あ

が
っ
て
こ
よ
う
。
調
査
期
間
も
長
い
。
長
い
期
間
に
、
質
の
ち
が
っ
た
人
た
ち

が
作
業
し
て
得
た
も
の
を
、
か
ま
わ
ず
一
枚
の
地
図
に
排
列
す
る
。
期
間
に
つ

い
て
は
、
あ
る
長
さ
は
や
む
を
曇
は
い
と
し
て
も
、
そ
の
長
さ
に
対
す
る
、
言

語
地
理
学
的
な
用
心
が
軍
か
っ
た
の
に
は
失
望
し
た
。
（
畏
さ
に
対
す
る
解
釈

と
、
調
査
を
で
き
る
だ
け
短
期
田
作
業
に
し
よ
う
と
す
る
艮
轟
と
は
、
つ
ね
に

必
要
で
あ
る
。
）
あ
る
学
者
は
、
方
言
音
損
の
地
理
学
的
調
査
で
、
年
層
の
は

な
は
だ
し
く
ち
が
う
諸
対
象
人
物
を
の
つ
か
い
、
男
女
別
も
無
視
し
て
い
た
。

そ
う
し
て
、
ク
こ
こ
で
の
九
十
い
く
つ
か
の
お
じ
い
さ
ん
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
よ

い
被
調
査
者
で
あ
っ
た
。
〃
な
ど
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
あ
つ
か
い

で
、
そ
の
人
は
、
多
く
の
吉
田
分
布
図
を
つ
く
っ
て
お
り
、
童
系
上
の
、
こ
ま

か
い
薫
銅
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
作
品
は
、
学
位
受
領
の
論
文
だ
っ
た
。
バ

ン
ク
ー
バ
ー
の
一
大
学
の
英
語
文
体
論
を
や
る
教
導
の
雲
間
が
忘
れ
ら
れ
な

い
。
彼
は
私
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
方
言
地
建
学
に
つ
い
て
の
三
見
を
輯
い
た
。
調

査
期
闇
の
こ
と
を
私
が
問
題
に
す
る
と
、
役
は
そ
れ
に
同
調
す
る
と
同
時
に
、

ク
調
査
す
る
人
そ
の
人
の
、
質
も
そ
ろ
え
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
″
、
と
切
り
こ
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

も
の
を
正
踵
に
　
ー
　
（
あ
ら
ゆ
る
習
患
昧
に
お
い
て
）
1
と
ら
え
る
、
「
も

の
の
学
問
」
に
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
、
私
の
経
放
し
た
西
洋
の

方
言
地
理
学
は
、
け
っ
し
て
お
そ
ろ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
不
安
な
も
の
だ
っ
た
。
西
洋
の
方
言
地
艶
等
、
か
昼
皇
ヲ
L
も
進
歩
し

て
は
い
な
い
。
進
歩
し
て
い
る
の
は
完
図
学
－
－
ま
さ
に
製
図
学
／
～
か

も
知
れ
な
い
。

私
は
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
う
言
い
た
い
。
「
も
の
の
学
問
」
を
、
け
っ
し

て
、
そ
受
ニ
」
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
か
つ
て
、
朝
日
新
関
の
「
新
・
入

国
記
」
に
、
こ
う
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
（
昭
三
九
・
八
・
二
七
）
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「
私
は
学
者
じ
ゃ
な
い
。
資
料
を
採
集
す
る
肉
体
労
偽
者
だ
」

こ
れ
が
、
だ
れ
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
私
ど
も
は
、
こ
れ
を
頂
き
た
く

思
う
。
研
究
の
手
だ
て
を
く
ふ
う
す
る
前
に
、
原
資
料
を
正
し
く
整
頓
す
る
肉

体
労
働
者
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
方
言
研
究
者
に
必
要
で
は
な
い
か
。

比
喩
で
な
ら
、
こ
う
言
え
る
。
水
を
使
用
す
る
生
活
の
た
め
に
は
、
水
道
管

を
改
良
す
る
よ
り
も
．
湧
い
て
や
ま
な
い
水
源
を
掘
る
こ
と
が
、
ま
ず
大
切
で

あ
る
。ア

メ
リ
カ
の
楕
造
言
語
学
を
適
用
し
て
、
そ
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
日
本

ヽ

　

ヽ

の
方
言
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
る
と
す
る
か
。
そ
の
時
も
、
「
水
道
管
な
り
、

水
の
輸
送
設
備
な
り
を
用
意
し
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
水
源
を
た
ず
ね
る

（
ま
た
は
掘
る
）
。
」
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
、
徹
底
的
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

研
究
の
た
め
に
、
方
法
の
観
念
が
さ
き
立
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
で
あ

っ
て
も
、
も
の
に
直
到
し
た
ら
、
も
の
の
た
め
に
、
も
の
の
要
求
す
る
方
法

を
、
も
の
か
ら
、
開
き
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
日
ま
で
に
、
わ
が
方
言

研
究
で
、
い
か
に
、
こ
と
多
く
、
西
洋
の
ク
理
論
タ
や
方
法
が
憎
用
（
じ
つ
は

お
し
あ
て
）
さ
れ
た
こ
と
か
。
お
し
あ
て
て
み
て
、
通
用
の
限
界
を
考
え
た
り

し
た
の
は
、
一
方
か
ら
言
え
ば
、
迂
遠
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
非
自
律
的
な
こ
と

だ
っ
た
。
（
立
場
と
い
う
の
は
、
自
律
的
な
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
〕

処
理
法
は
予
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
も
の
に
し
た
が
う
処
理
法
改
訂
も
、
予

定
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
態
度
で
臨
め
ば
、
つ
ね
に
、
も
の
の

兄
か
た
・
と
ら
え
か
た
を
、
新
し
く
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
も
の
の
と
ら

え
か
た
を
新
し
く
す
る
こ
と
と
、
と
ら
え
て
か
ら
の
処
理
法
を
新
し
く
す
る
こ

と
と
が
、
つ
ね
に
一
致
し
て
い
る
の
が
理
想
的
で
あ
る
。

方
言
会
話
の
研
究

さ
て
、
も
の
の
、
新
し
い
と
り
あ
げ
か
た
と
し
て
、
一
つ
、
方
言
会
話
の
研

究
が
あ
る
と
思
う
。
方
言
研
究
彗
こ
う
い
う
が
わ
か
ら
も
、
粧
進
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

方
言
の
現
実
は
、
会
話
の
現
実
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
問
で
、
何
か
が
話
さ

れ
る
と
こ
ろ
に
、
方
言
の
真
骨
頂
が
あ
る
。
方
言
は
、
会
扇
に
、
生
き
て
い

る
。
こ
う
気
づ
い
て
み
れ
ば
、
方
言
会
話
の
研
究
は
、
も
っ
と
も
あ
た
り
ま
え

の
こ
と
だ
っ
た
。

で
は
、
方
言
会
話
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
研
究
し
て
い
く
か
。

こ
こ
で
、
だ
れ
で
も
が
す
ぐ
に
採
用
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
一
般
的
・
合
理

的
な
手
順
を
立
て
る
こ
と
は
、
容
易
で
な
い
。
じ
つ
は
、
こ
の
た
め
、
今
ま
で

は
、
こ
う
い
う
部
面
の
研
究
が
、
お
き
去
り
に
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
研
究
の
重
要
さ
が
こ
こ
に
み
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
私
ど
も
は
、
科
学

的
な
討
究
法
の
発
見
に
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
つ
に
は
、
方
言
会
話
を
、
会
話
の
中
の
一
人
の
発
言
者
に
の
み
即
し
て
見

て
い
く
分
析
法
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
さ
い
は
、
一
発
言
者
の
表
現
の
、
セ

ン
テ
ン
ス
か
ら
セ
ン
テ
ン
ス
へ
の
違
続
の
構
造
が
、
研
究
の
主
対
象
に
な
る
。

二
つ
に
は
、
方
言
会
話
を
、
人
間
対
人
問
の
こ
と
と
し
て
、
二
者
以
上
の
相

関
の
中
で
見
て
い
く
分
析
法
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
さ
い
は
、
役
の
一
セ
ン
テ
ン

ス
に
対
も
て
我
の
一
セ
ン
テ
ン
ス
が
出
る
な
ど
の
、
対
は
∴
景
引
の
「
文
」
（
1

「
文
童
」
）
違
接
構
造
が
、
・
研
究
興
味
の
、
三
対
象
に
な
る
。

会
話
の
中
の
一
人
刀
人
骨
の
、
や
や
長
い
話
し
な
ど
を
崇
材
に
し
て
は
、
そ

の
個
人
の
セ
ン
テ
ン
ス
遠
征
構
造
が
問
題
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
場
画
の

展
開
が
問
題
に
な
る
。
場
面
の
屋
閑
が
分
析
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
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出
現
の
個
々
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
分
摂
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
（
去
年
、
漬

戸
口
俊
治
君
は
、
大
学
院
の
演
習
で
、
こ
の
よ
う
な
試
み
を
発
表
し
た
。
）
　
こ

の
さ
い
は
、
話
題
に
よ
る
衰
弱
の
制
的
い
っ
さ
い
を
考
慮
す
る
こ
と
の
周
到
さ

が
い
る
。

話
す
時
と
書
く
時
と
で
は
、
私
ど
も
の
、
意
識
の
流
れ
が
ち
が
お
う
。
書
く
．

時
は
、
じ
っ
く
り
と
、
物
を
押
さ
え
る
よ
う
な
こ
こ
ち
で
あ
り
、
話
す
時
に
く

ら
べ
れ
ば
、
意
識
の
流
れ
が
お
そ
い
。
話
す
時
は
、
一
般
に
、
意
識
の
流
れ

が
、
よ
り
早
く
て
、
か
つ
、
や
や
乱
拝
に
も
な
り
、
一
線
的
で
な
い
。
こ
う
い

う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
方
言
表
現
の
「
文
章
」
形
態
の
分
析
に
は
、
書
き
こ
と

ば
の
分
析
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
さ
が
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

方
言
会
話
に
、
個
人
的
習
癖
の
あ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
応
答
の
こ
と
ば
一
つ
に
し
て
も
、
時
に
、
個
人
的
習
癖
の
甚
し

い
も
の
が
あ
る
。
方
言
会
話
に
、
方
言
的
な
習
慣
の
あ
る
こ
と
も
、
時
に
み
と

め
ら
れ
よ
う
。
入
間
こ
と
ば
な
ど
と
言
わ
れ
た
も
の
も
、
一
種
の
、
方
言
会
話

の
地
方
的
習
慣
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
方
言
的
習
慣
の
顕
票
に
み
と
め
ら

れ
る
の
は
、
通
常
、
特
殊
の
場
合
に
お
い
て
ば
か
り
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

か
ぎ
ら
れ
た
、
特
窪
的
な
方
言
に
お
い
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ

っ
て
も
、
な
お
、
私
ど
も
は
、
一
般
的
に
、
方
言
に
は
、
そ
の
方
言
会
話
の
方

言
的
習
慣
の
あ
り
う
る
こ
と
を
、
予
定
し
て
お
く
こ
と
が
、
有
意
義
だ
と
思

う
。
明
確
な
も
の
が
す
ぐ
に
発
見
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
方
言
的
習

慣
の
存
在
す
る
可
能
性
は
、
ど
こ
の
方
言
に
も
、
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

会
話
法
を
、
個
人
に
即
し
て
見
た
場
合
、
「
反
復
傾
向
」
は
、
ど
こ
の
だ
れ

に
も
み
と
め
ら
れ
る
、
顕
著
な
事
実
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
反
復
法
の
ほ
か

に
、
何
が
、
こ
れ
と
並
ぶ
ほ
ど
に
大
き
な
傾
向
を
な
し
て
い
る
か
。
ち
ょ
っ

と
、
思
い
よ
り
も
つ
か
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
方
言
の
会
話
に
は
、
方
言
人
の
、

た
く
ま
な
い
、
そ
れ
で
い
て
じ
っ
に
う
ま
い
反
復
表
現
が
多
い
。

㌧

○
刺
－
チ
ャ
ン
　
可
可
イ
　
イ
コ
。
l
訓
l
l
訓
l
刺
　
パ
ー
　
ヨ
。

か
あ
ち
ゃ
ん
、
こ
こ
へ
行
こ
う
よ
。
こ
こ
が
い
い
よ
。
（
愛
媛
県
今

治
駅
で
。
汽
軍
に
乗
り
こ
ん
だ
母
子
）

こ
れ
は
幼
女
の
見
せ
た
反
復
表
頭
で
あ
る
。
人
は
し
ば
し
ば
、
第
一
文
の
つ
ぎ

に
、
そ
れ
の
わ
ず
か
一
語
を
さ
し
か
え
た
だ
け
の
第
二
文
を
、
く
っ
き
り
と
光

ら
せ
る
。
会
話
表
現
の
効
果
の
、
見
す
ご
し
が
た
い
も
の
が
こ
こ
に
あ
る
。

や
り
と
り
の
、
二
者
問
の
会
話
で
な
ら
、
た
と
え
ば
狂
言
の
太
郎
冠
者
が
、

主
人
の
こ
と
ば
を
く
り
か
え
す
。
一
見
、
機
械
的
な
く
り
か
え
し
が
、
か
え
っ

て
お
も
し
ろ
み
を
も
こ
し
て
い
る
。
あ
あ
し
た
こ
と
も
、
方
言
会
話
に
頻
出
す

る
こ
と
で
あ
る
。

方
言
会
諸
研
究
の
た
め
に
は
、
と
に
か
く
、
会
話
例
を
、
相
当
に
長
く
、
記

録
し
て
み
る
こ
と
が
よ
い
。
第
一
に
は
録
音
し
、
第
二
に
、
そ
れ
を
忠
実
に
転

写
す
る
。
そ
の
結
果
を
、
縦
横
に
解
剖
し
、
比
較
す
べ
き
要
素
・
要
件
は
比
較

し
て
、
統
合
の
努
力
を
重
ね
る
。
こ
の
よ
う
な
し
ご
と
を
、
い
く
つ
も
い
く
つ

も
の
、
ち
が
っ
た
録
音
例
に
つ
い
て
、
や
っ
て
み
る
。
そ
れ
ら
の
作
業
結
果
を

賃
成
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
な
に
ほ
ど
か
の
、
科
学
的
な
説
明
は
、
か
な
ら
ず

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
一
つ
の
資
料
例
と
し
て
、
「
三
重
県
方
言
」

第
一
三
号
　
特
集
「
志
摩
町
越
賀
・
和
具
の
会
話
」
を
あ
げ
て
お
く
。
）

科
学
的
な
説
明
と
し
て
、
た
と
え
ば
さ
き
の
反
復
法
に
関
連
し
て
も
、
な
ん

ら
か
の
、
会
話
法
の
型
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。
塾
や
傾
向
や
特
殊
相
が
、
い
ろ
い
ろ
に
兄
い
だ
さ
れ
る
よ
う
だ
と
お
も

し
ろ
い
。
方
言
会
話
で
す
ぐ
に
見
ら
れ
る
特
性
の
条
々
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
、
さ
ら
に
、
方
言
会
話
に
で
な
く
て
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
性
の
条
々
を

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
研
究
は
成
功
と
言
え
る
。
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方
言
会
話
の
研
究
は
、
「
生
活
詔
と
し
て
の
方
言
」
の
、
総
合
的
な
研
究
に

な
る
。
達
文
法
（
「
文
」
の
違
技
法
）
や
楕
文
法
の
研
究
、
直
選
表
現
法
や
間

接
表
現
法
の
研
究
な
ど
も
、
お
の
ず
か
ら
こ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
亭
っ
ま

で
も
な
い
。
生
き
生
き
と
し
た
方
言
研
究
が
、
こ
の
方
画
の
研
究
に
、
期
待
さ

れ
よ
う
。

抑
揚
の
研
究

つ
ぎ
に
、
私
は
、
空
き
の
よ
い
方
言
研
究
の
た
め
、
抑
揚
の
研
究
を
提
案
す

る
。
こ
の
画
で
、
方
言
研
究
を
推
進
さ
せ
る
こ
と
も
、
私
ど
も
の
急
翳
だ
と
信

h
レ
る
。抑

揚
は
、
一
セ
ン
テ
ン
ス
ま
た
は
〓
文
以
上
の
達
抗
体
に
l
、
文
脈
と
並
行
す

る
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
る
．
と
こ
ろ
の
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
「
音
の
高
低

起
伏
の
波
の
進
行
事
実
」
で
あ
る
。

イ
ン
ト
ネ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
術
語
を
、
セ
ン
テ
ン
ス
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
つ
術
語
と
は
、
区
別
す
る
。
セ
ン
テ
ン

ス
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
文
字
ど
お
り
、
一
セ
ン
テ
ン
ス
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
、
1
そ
う
い
ぅ
、
か
ぎ
ら
れ
た

意
味
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
r
4
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
達
文
上
に
臼
・
E
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
、
特

殊
の
場
合
と
し
て
、
達
文
の
臨
隈
で
あ
る
一
セ
ン
テ
ン
ス
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（
こ
う
し
て
お
い

て
、
セ
ン
テ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
語
に
つ
圭
請
ア
ク
セ
ン
ト
を
言
い
、
文
に
つ
き
モ
ア
ク
セ
ン
ト
を
言
う
。
以

上
で
、
名
目
の
意
虫
と
利
用
法
と
は
、
は
っ
き
り
と
し
て
い
よ
っ
。
）

抑
揚
そ
の
も
の
は
、
沌
乎
た
る
パ
ロ
ー
ル
．
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
瞬
々
々
が
偶

発
的
に
見
え
る
、
く
ら
げ
の
運
動
に
も
、
鍵
動
の
摂
理
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い

の
に
似
て
、
偶
発
的
個
別
的
に
見
え
る
個
々
の
抑
揚
に
も
、
そ
の
二
つ
以
上
に

わ
た
る
、
な
ん
ら
か
の
共
通
因
子
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抑
揚
に

も
、
そ
の
パ
ロ
ー
ル
を
支
え
る
ラ
ン
グ
が
、
そ
の
す
ぐ
背
後
に
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
不
安
定
そ
う
に
見
え
る
抑
揚
に
も
、
じ
つ
は
骨
が
通
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
骨
が
な
か
っ
た
ら
、
抑
揚
は
抑
揚
と
し
て
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
I
l

人
に
、
あ
る
意
味
の
も
と
で
、
通
用
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
し
抑
揚
に
骨
が

あ
り
、
個
々
の
抑
揚
に
、
共
通
的
な
因
子
が
あ
る
た
め
、
抑
揚
の
発
頭
も
、
多

く
猿
型
的
な
も
の
と
な
る
。
抑
揚
の
研
究
は
、
こ
の
賃
塾
の
把
捉
を
主
要
目
的

と
す
る
。

抑
揚
の
類
型
は
、
抑
揚
の
社
会
的
習
慣
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
が
、
方

言
社
会
に
存
立
す
る
方
言
の
研
究
の
う
え
で
、
重
要
な
研
究
項
目
に
な
る
。
む

ろ
ん
、
多
方
言
に
わ
た
っ
て
、
抑
揚
餌
型
の
比
較
的
、
地
理
学
的
研
究
を
す
名

こ
と
も
、
興
味
ぶ
か
い
作
業
で
あ
る
。

抑
揚
類
型
の
挟
究
把
捉
の
た
め
に
は
、
個
々
の
パ
ロ
ー
ル
と
し
て
の
抑
揚

が
、
的
把
に
と
ら
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
か
ろ

う
。
と
ら
え
て
み
れ
ば
、
個
々
の
抑
揚
自
体
、
み
な
、
二
言
譜
表
頭
の
生
命
を
反

映
す
る
、
意
味
の
漂
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
個
々
の
抑
揚
を
と
ら
え

る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
す
で
に
抑
揚
研
究
の
直
接
目
的
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

抑
揚
の
記
述
の
重
要
性
（
1
し
た
が
っ
て
、
抑
揚
甑
塾
の
把
転
の
一
班
項
性
）

を
、
私
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
、
説
明
し
て
み
た
く
思
う
。

方
言
の
研
究
を
、
従
来
の
研
究
部
門
別
（
音
融
・
文
法
な
ど
）
を
超
え
て
、

新
し
い
心
が
ま
え
で
お
こ
な
う
と
す
れ
ば
、
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（
意
味
の
研
究

抑
揚
の
研
究

の
二
見
地
で
、
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
こ

の
二
途
を
考
え
る
こ
と
が
、
研
究
法
の
新
長
路
に
．
登
る
と
考
え
て
い
る
。
≡
味
諭

は
、
文
法
に
も
、
音
声
音
招
最
に
も
、
語
詞
藷
墓
に
も
わ
た
り
、
そ
れ
ら
の
す
べ

て
に
関
与
す
る
。
1
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
積
う
。
誓
っ
て
、

し
か
も
内
在
諭
的
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
抑
揚
請
も
、
正
長
に
は
話
し
こ

と
ば
の
、
文
法
に
も
音
声
音
嵩
に
も
、
詔
詞
詔
墓
に
も
わ
た
る
べ
き
も
聖
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
は
、
形
式
論
的
見
地
に
立
つ
。
こ
の
よ
う
に
、



二
者
は
同
方
式
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
表
責
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

表
裏
た
見
わ
け
う
る
二
つ
の
も
の
、
こ
の
二
途
が
、
二
に
し
て
一
、
必
要
に
し

て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
を
「
二
に

し
て
一
」
の
抑
揚
研
究
の
重
要
性
は
、
多
く
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
抑

揚
研
究
の
い
っ
さ
い
の
た
め
に
、
ど
ん
な
個
別
の
抑
揚
の
記
述
も
、
・
1
1
そ
の

記
述
の
一
個
も
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

抑
揚
は
、
言
語
．
表
現
の
成
情
血
統
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
未
知
の
人
同
士
も
、

抑
揚
で
、
心
を
通
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
抑
揚
は
、
こ
と
ば
の
意
味
作
用
そ
の

も
の
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
荊
癌
が
、
生
き
た
こ
と
ば
で
も
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
抑
揚
類
型
の
研
究
も
、
た
だ
に
形
式
的
な
も
の
に
な
っ
て
は
な

ら
な
い
。
哀
痛
の
表
現
力
・
意
味
作
用
を
躍
誼
す
る
た
め
に
、
抑
揚
類
型
を
求

め
て
こ
そ
、
そ
れ
を
求
め
る
憲
黄
が
あ
る
。

抑
揚
損
塾
の
探
究
と
し
た
ら
、
は
じ
め
に
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
抑
揚
（
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
ョ
ン
）
‥
H
H
H
文
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
類
型
の
探
求
を
し
た
の
が
よ

い
。
つ
ぎ
に
、
特
殊
構
造
の
二
文
違
浩
体
（
た
と
え
ば
「
ペ
イ
。
ワ
カ
利
男
マ
ー
シ

タ
。
」
）
に
つ
い
て
の
類
型
探
究
に
お
よ
ぶ
。
．

以
上
、
私
は
、
「
言
語
研
如
巴
の
方
法
と
し
て
、
「
抑
揚
の
研
究
」
を
考
圧

す
る
。
抑
揚
研
究
の
開
拓
が
、
方
言
研
究
を
大
い
に
稚
進
せ
し
め
る
こ
と
に
な

る
の
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

む
す
び

方
言
研
究
の
粧
進
を
主
題
に
し
て
、
私
は
、
方
言
会
話
の
研
究
や
抑
揚
の
研

究
を
強
調
し
た
。
こ
れ
は
、
巨
視
的
方
向
の
開
拓
を
言
っ
て
い
る
。
一
方
、
純

粋
音
声
言
語
の
観
点
か
ら
、
方
言
現
象
の
彼
細
を
精
密
に
観
察
す
べ
き
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
甥
祝
的
方
向
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
方
向
に
し
て
も
、

分
析
に
ち
が
い
な
い
。
私
ど
も
が
、
分
析
を
正
し
く
二
方
向
に
お
し
進
め
て
、

現
実
の
現
象
の
円
満
な
把
捉
に
つ
と
め
る
暗
、
方
言
研
究
は
、
方
言
科
学
の
名

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
ろ
う
。

ヽ

　

ヽ

日
本
語
の
方
言
に
即
し
、
そ
の
班
宍
の
も
の
を
、
正
し
く
二
方
向
か
ら
と
り

上
げ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
日
本
語
学
の
名
に
価
す
る
、
方
言
の
学
問
が
で
き
よ

う
。
こ
う
し
て
う
ま
れ
る
、
方
言
の
、
其
の
日
本
学
が
、
世
界
の
他
国
の
方
言

研
究
に
も
、
よ
い
影
響
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。

方
言
研
究
が
推
進
さ
れ
て
、
わ
が
方
言
研
究
が
、
そ
れ
こ
そ
、
世
界
へ
の
文

化
的
影
坪
力
を
持
っ
た
「
日
本
の
方
言
研
究
」
、
方
言
科
学
に
な
る
こ
と
が
、

陥
わ
し
い
。

（
4
1
・
4
・
1
9
）
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