
「
紋
　
章
」
　
論

「
紋
章
」
は
、
枝
光
利
一
の
作
品
の
な
か
で
、
「
機
械
」
と
と
も
に
も
っ
と

も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
評
価
の
観
点
は
、

行
動
人
雁
金
橡
の
称
賛
や
、
「
純
粋
小
説
論
」
に
関
連
す
る
も
の
が
多
く
、
知

識
人
山
下
久
内
の
内
面
に
立
ち
入
っ
た
論
は
、
意
外
に
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

表
面
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
も
ち
ろ
ん
雁
金
の
行
動
に
あ
る
の

だ
が
、
作
者
に
近
い
人
物
は
山
下
久
内
で
あ
り
、
作
者
は
主
人
公
を
久
内
と
考

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
か
れ
が
そ
れ
に
蕃
接
か
か
わ
る

自
意
識
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
、
作
家
構
光
利
一
論
の
な
か

に
付
置
づ
け
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。

同
時
に
、
「
純
粋
小
説
論
」
に
関
連
し
て
、
四
人
称
の
方
法
の
問
題
に
つ
い

て
も
、
第
千
の
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

〓

「
紋
章
」
は
、
昭
和
九
年
、
『
改
造
』
九
月
号
を
も
っ
て
、
九
回
の
連
載
を

終
え
る
が
、
そ
の
笠
十
月
号
に
、
青
野
季
吉
の
「
『
紋
章
』
の
世
界
に
つ
い

て
」
が
載
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
桟
光
氏
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
わ
れ
ー
′
＼

江
　
　
後
　
　
寛
　
　
士

の
日
常
の
現
実
性
、
日
常
の
『
自
然
』
に
ま
で
普
遍
化
さ
れ
た
必
然
に
対
し

て
、
見
事
に
芸
術
的
現
実
を
実
現
し
、
新
ら
し
い
必
然
を
具
体
化
し
て
、
再
々
と

迫
り
攻
め
寄
せ
て
ゐ
る
の
だ
。
」
と
、
実
験
室
的
で
な
い
芸
術
的
リ
ア
リ
テ
ィ

を
認
め
て
、
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
中
心
人
物
は
、
雁
金
で
は
な
く
、

山
下
久
内
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
は
現
実
世
界
に
お
い

て
は
雁
金
が
可
能
的
な
存
在
に
と
ゞ
ま
る
に
反
し
て
、
あ
く
ま
で
実
在
的
な
存

在
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
投
影
だ
と
云
っ
て
も
決
し
て
過
大
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
代
表
的
な
イ
ン
テ
リ
が
、
同
じ
く
イ
ン
テ
リ
で
は
′
あ
る
が
、
ほ

と
ん
ど
イ
ン
テ
リ
性
を
欠
い
た
、
無
苦
悶
な
、
実
践
一
徹
の
雁
金
八
郎
に
よ
っ

て
、
精
神
の
自
由
に
目
醒
め
し
め
ら
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
～
に
長
篇
『
紋
章
』

の
核
心
が
お
か
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
」
と
し
、
「
紋
章
」
を
、
「
近
代
イ
ン
テ
リ

の
桟
雑
さ
」
に
「
何
等
か
の
精
神
的
な
支
柱
」
を
与
え
よ
う
と
し
た
、
卓
越
し

た
作
品
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
ぐ
れ
た
見
解
だ
と
思
う
。

こ
れ
に
反
し
て
、
恒
石
上
順
一
は
、
「
構
光
利
こ
　
（
昭
1
7
）
　
に
お
い
て
、

「
横
光
の
作
家
的
能
力
が
、
正
し
い
文
学
的
方
向
に
於
て
示
さ
れ
た
唯
一
の

達
成
は
、
私
に
は
、
雁
金
の
形
象
の
創
造
だ
け
だ
と
恩
は
れ
る
。
」
と
述
べ
、

「
『
紋
章
』
の
芸
術
的
な
感
動
は
、
雁
金
と
久
内
と
の
対
照
か
ら
生
じ
る
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
い
ふ
な
ら
ば
、
雁
金
と
い
ふ
人
間
像
そ
の
も
の
の
な
か
か
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ら
生
れ
る
。
」
と
言
っ
て
、
雁
金
像
を
一
方
的
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
紋
章
」
の
評
価
は
、
自
意
識
人
山
下
久
内
を
中
心
人
物
と

す
る
か
、
行
動
人
雁
金
を
中
心
人
物
と
す
る
か
の
論
を
両
極
と
し
て
、
そ
の
間

に
、
窪
川
鶴
次
郎
の
、
四
人
称
不
要
・
自
意
識
の
絶
対
化
の
論
（
「
文
学
の
通

俗
化
と
純
粋
小
説
論
」
昭
1
1
）
、
由
良
哲
次
の
、
「
純
粋
小
説
」
の
理
念
を
完

全
に
具
現
し
た
と
い
う
説
（
「
枝
光
利
一
の
芸
術
思
想
」
昭
1
2
）
、
中
村
光
夫

の
、
硯
友
社
流
の
風
俗
小
説
と
す
る
説
（
「
風
俗
小
説
論
」
昭
2
5
）
、
日
沼
倫
太

郎
の
、
社
会
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
を
表
現
し
た
の
だ
と
す
る
説
（
「
二
流
の
悲
劇
」

昭
3
9
）
等
が
あ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
か
な
り
大
づ
か
み
な
論
の
展
開
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
い
ま
少
し
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
雁
金
像
か
ら
始
め
よ
う
。

狂
気
に
近
い
研
究
心
の
持
主
雁
金
が
、
醸
造
に
関
す
る
発
明
に
没
頭
す
る
よ

う
に
な
っ
た
最
初
の
動
機
は
、
没
落
し
た
家
産
の
挽
回
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
芋
取
醤
油
の
特
許
に
と
び
つ
い
た
の
も
「
一
掴
千
金
」
の
夢
に
と
り
つ
か

れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
は
、
魚
の
干
物
の
特
許
を
民
衆
に
解
放
す
る

と
い
う
、
無
欲
で
、
純
粋
な
と
こ
ろ
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
け
れ
ど
も
、
最
初

の
動
機
は
、
決
し
て
き
れ
い
ご
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
芋
取
醤
油

に
よ
る
一
掴
千
金
の
夢
が
破
れ
、
絶
望
的
な
窮
極
の
果
て
に
落
ち
込
む
と
、
彼

の
本
来
の
性
質
を
勃
然
と
持
ち
上
げ
て
き
て
、
発
明
と
い
う
「
純
粋
な
希
望
」

に
燃
え
立
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

絶
望
の
果
て
に
は
、
名
門
家
と
い
ふ
も
の
は
私
た
ち
の
想
像
を
赦
さ
ぬ
ほ

ど
、
祖
先
か
ら
貫
き
流
れ
て
来
た
そ
の
家
系
独
特
な
紋
章
の
背
光
の
た
め

に
、
行
動
も
自
然
に
独
白
の
姿
と
な
っ
て
来
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
は
一

っ
の
不
思
議
な
現
象
だ
と
思
ふ
。
雁
金
に
は
常
常
か
ら
家
系
が
代
代
勤
王

を
も
っ
て
鳴
っ
て
ゐ
た
た
め
に
、
彼
の
行
為
に
は
、
国
家
と
い
ふ
観
念
が

大
海
の
や
う
に
押
し
迫
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
私
は
見
受
け
た
が
、
（
中
略
）

彼
の
行
為
の
上
で
は
、
お
よ
そ
何
事
に
よ
ら
ず
、
た
だ
自
身
が
正
し
い
と

蔽
覚
し
た
こ
と
の
み
に
玉
進
す
る
と
い
ふ
勇
壮
果
敢
な
蓑
硯
を
と
っ
て
少

し
も
怪
し
ま
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
影
響
し
た
。

こ
れ
は
、
雁
金
の
偶
然
性
の
強
い
、
突
飛
な
行
為
に
必
然
性
を
も
た
せ
る
た

め
の
、
い
さ
さ
か
無
理
な
理
由
づ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ご
く
素
朴
に
考
え

て
み
て
も
、
勇
壮
果
敢
な
行
為
を
す
る
人
間
を
設
定
す
る
の
、
に
、
「
紋
章
の
背

光
」
を
背
負
わ
せ
る
こ
と
が
、
不
可
欠
の
条
件
で
は
あ
る
ま
い
。
勤
王
の
家
系

を
も
た
ず
、
祖
先
の
血
に
何
ら
呪
細
さ
れ
な
い
自
由
な
人
間
、
そ
れ
は
、
貧
農

の
せ
が
れ
で
も
、
一
漁
民
の
子
孫
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
祖
先
ら
し
き
も
の
を

も
た
な
い
．
人
間
で
あ
っ
て
も
よ
い
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
人
間
の
方
が
、
ま
っ

た
く
自
由
な
、
勇
壮
果
敢
な
行
為
に
走
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
d

だ
が
、
杭
光
の
日
本
主
義
へ
の
関
心
は
「
紋
章
」
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
す
で
に
、
「
上
海
」
に
お
い
て
、
あ
の
掃
滑
的
虚
無
の
世
界
で
の
、
参

木
の
唯
一
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
祖
国
「
日
本
」
を
取
り
上
げ
、
ま
た
、
「
旅

愁
」
に
お
い
て
は
、
日
本
主
義
を
あ
れ
ほ
ど
大
き
ぐ
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
一
貫
し
た
脈
絡
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
今
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
が
日
本
精
神
を
軽
蔑
し
て
る
る
時
代
は
な
い
で
あ

ら
う
。
－
　
雁
金
の
そ
の
後
の
悪
戦
苦
闘
も
、
根
元
は
こ
と
ご
と
く
こ
の
世
人

の
軽
蔑
か
ら
始
っ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
も
良
か
っ
た
。
」
と
い
う
、
こ
の
前
半
部

は
、
西
欧
的
合
理
主
義
が
日
本
古
来
の
精
神
主
義
を
圧
倒
し
て
い
る
時
代
状
況

を
考
え
あ
わ
せ
る
と
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
後
半
部
の
、
雁
金

の
悪
戦
苦
闘
が
、
す
べ
て
こ
の
対
立
に
起
因
し
て
い
る
と
す
る
設
定
は
強
引
す
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ざ
る
し
、
そ
れ
は
、
物
語
の
全
体
に
十
分
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
要
す

る
に
、
雁
金
の
相
貌
と
行
為
を
「
日
本
精
神
と
い
ふ
も
の
の
実
物
」
と
す
る
性

急
な
結
び
つ
け
は
、
決
し
て
必
然
性
の
あ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

物
語
の
展
開
の
中
か
ら
抽
出
す
れ
ば
、
雁
金
の
悪
戦
苦
闘
は
、
素
人
の
成
功

が
、
世
人
か
ら
妬
ま
れ
、
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

雁
金
の
成
功
は
、
「
素
人
の
方
が
理
論
を
無
視
し
て
む
や
み
矢
鱈
に
や
る
か
ら

犬
も
歩
け
ば
で
、
た
ま
に
や
あ
た
る
こ
と
が
あ
る
」
式
の
発
明
で
あ
っ
て
、
隠

元
豆
の
醤
油
、
魚
層
や
攫
節
の
煮
出
欝
の
皆
池
、
バ
ナ
ナ
の
皮
で
造
る
酒
、
酵

素
利
用
の
魚
の
干
物
な
ど
、
い
ず
れ
も
、
安
甫
な
と
言
っ
て
も
い
い
程
度
の
思

い
つ
き
の
、
偶
発
的
な
成
功
と
し
か
思
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
、
バ

ナ
ナ
の
皮
を
体
温
で
あ
た
た
め
た
り
、
魚
の
肉
を
米
粒
で
つ
つ
ん
で
、
そ
の
中

へ
焼
火
箸
を
突
込
む
と
い
っ
た
奇
妙
な
脱
臭
法
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
り
す
る
の
だ

が
、
そ
れ
が
次
々
と
成
功
し
て
、
逆
に
、
学
閥
の
泰
斗
で
あ
る
山
下
清
一
郎
の

発
明
に
よ
る
事
業
が
失
敗
し
、
さ
ら
に
、
利
益
の
分
配
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る

多
多
雁
の
申
し
出
を
拒
否
し
て
敵
に
ま
わ
す
と
い
っ
た
こ
と
が
加
わ
っ
て
、
雁

金
の
悪
戦
苦
田
は
激
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
雁
金
の
行
為
が
、
「
紋

章
の
背
光
」
を
背
負
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

雁
金
の
よ
う
な
偶
然
を
た
の
み
と
す
る
発
明
家
は
、
学
理
的
な
研
究
者
は
ど
世

人
に
信
用
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
、
直
ち
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
が
日
本
精

神
を
軽
蔑
す
る
と
い
ふ
点
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
、

雁
金
の
受
難
の
起
因
と
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。

「
紋
章
」
の
一
面
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
雁
金
の
特
許
に
ま
つ
わ
る
果
敢
な
闘

争
と
、
多
多
淫
一
派
に
よ
っ
て
、
社
会
の
裏
面
的
な
悪
が
真
電
さ
れ
る
こ
と
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
雁
金
と
い
う
人
間
像
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
通
し
て
で

ほ
な
く
、
対
立
的
な
付
置
に
あ
る
知
識
人
山
下
久
内
の
内
面
の
問
題
に
照
ら
さ

れ
て
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
山
下
久
内
は
、
自
意
識
の
過
剰
に
悩
ん
で
い
る
近
代
の
知
識
人
の
典
型

と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
こ
ろ
、
山
下
久
内
は
頑
が
悪
さ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、

こ
れ
は
あ
ま
り
頭
脳
が
良
い
た
め
に
密
集
し
て
来
る
映
像
や
内
部
に
閃
く

抽
象
物
の
氾
濫
に
、
適
度
の
処
理
を
失
ひ
が
ち
な
た
め
で
あ
ら
う
。
多

分
、
こ
の
久
内
は
内
面
の
緩
雑
さ
に
圧
倒
せ
ら
れ
つ
づ
け
て
、
糊
は
場
違

ひ
に
絶
え
ず
う
ろ
う
ろ
と
遅
れ
走
せ
に
活
動
さ
せ
て
ゐ
る
人
物
に
相
違
な

い
。
（
中
略
）
思
ふ
に
山
下
久
内
は
、
必
ず
左
様
に
高
い
部
分
で
今
や
混

乱
に
混
乱
を
重
ね
な
が
ら
、
う
づ
く
ま
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
近
代
の
知
識

人
に
ち
が
ひ
な
か
ら
う
。

さ
き
に
引
用
し
た
青
野
季
雷
の
文
章
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、

当
時
の
イ
ン
テ
リ
に
多
く
見
ら
れ
た
現
実
の
姿
で
あ
ろ
う
。
彼
は
大
学
の
法
科

を
卒
業
し
て
七
年
を
経
て
い
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
就
職
も
せ
ず
、
自
意
識
の
過

剰
に
悩
み
な
が
ら
も
、
身
の
処
し
か
た
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
善
良
な
青
年
で

あ
る
が
、
た
だ
考
え
る
ば
か
り
で
、
少
し
も
行
動
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

い
る
人
物
で
あ
る
。
「
意
識
の
自
由
さ
に
一
種
異
様
な
不
自
由
さ
を
感
じ
て
異

常
に
崩
れ
出
す
」
と
い
う
個
所
か
ら
推
察
す
る
と
、
ジ
イ
ド
流
の
、
あ
ら
ゆ
る

既
成
の
モ
ラ
ル
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
精
神
の
自
由
を
求
め
、
そ
れ
が
得
ら
れ
れ

ば
、
ま
た
再
び
そ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
、
非
常
に
高
次
元
の
、
と
ら
え
が

た
い
、
複
雑
な
内
面
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
要

求
は
、
日
常
的
な
生
活
の
段
階
に
お
い
て
は
、
非
常
に
実
現
し
が
た
い
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
久
内
は
そ
れ
を
求
め
る
。
知
識
人
は
そ
の
実
硯
を
願
っ
て
悩
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み
ぬ
く
の
で
あ
る
。
彼
の
求
め
て
い
る
も
の
の
実
体
は
何
か
。

久
内
は
、
以
前
僅
金
と
婚
約
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
い
た
敦
子
を
妻
に
し

て
い
る
の
だ
が
、
衝
動
的
に
敦
子
に
近
づ
こ
う
と
す
る
脛
金
に
対
し
て
、
家
庭

を
守
る
た
め
の
防
御
の
態
勢
を
と
る
こ
と
は
せ
ず
、
敦
子
を
雁
金
に
会
わ
せ
よ

う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
敦
子
は
、
際
会
の
貧
因
へ
の
同
情
も
あ
り
、
ま
た
夫

の
非
行
勤
性
へ
の
嫌
悪
も
あ
っ
て
、
曜
金
に
接
近
し
て
い
っ
て
、
夫
婦
の
問
に

微
妙
な
陰
が
さ
す
。
し
か
も
、
久
内
は
そ
の
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
一
方
、
曜
金
が
以
前
縁
談
を
断
っ
た
初
子
と
久
内
と
の
問
に
恋
愛
関

係
が
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
久
内
は
」
そ
の
初
子
を
、
再
び
腔
金
と
結
婚
さ
せ

よ
う
と
す
る
。
　
－
　
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
、
こ
れ
は
、
「
寝
園
」
　
「
花

花
」
　
「
雅
歌
」
な
ど
の
世
界
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
h
軍
づ
く
で
あ

ろ
う
。
自
己
の
確
固
た
る
生
き
か
た
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
周
囲
の

人
た
ち
と
の
相
対
的
な
か
か
わ
り
の
中
で
揺
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る
、
近
代
知

識
人
の
、
不
幸
な
姿
で
あ
る
。

横
光
が
相
対
的
な
生
き
か
た
に
不
幸
を
見
た
の
は
ご
く
初
期
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
「
悲
し
み
の
代
価
」
定
お
い
て
、
す
で
に
、
愛
の
相
対
的
な
構
造
と
、
そ

の
不
幸
な
結
果
を
定
着
さ
せ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
を
意
識
す
る
と
同

時
に
他
者
を
も
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
自
己
の
行
為
は
、
他
者
と
の
関
係
の
う
ち

に
決
定
さ
れ
て
、
結
局
は
、
自
己
の
絶
対
的
な
生
き
か
た
は
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
「
日
輪
」
に
お
け
る
卑
弥
呼
は
、
男
た
ち
の
上
に
君
臨
す
る
か
の
よ

う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
、
絶
対
的
な
生
の
肇
矢
を
嘆
い
て
い
る
一
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
認
識
は
、
「
上
海
」
と
い
う
現
実
的
な
舞
台
の
上
で
確
か
め
ら

れ
、
「
槻
械
」
に
お
い
て
、
こ
の
相
対
的
な
人
間
関
係
こ
そ
現
実
だ
と
い
う
、

決
定
的
な
現
実
認
識
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
機
械
」
は
、
図
式
的
に
作

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
大
が
か
り
に
物
語
化
し
た
も
の
が
「
寝
園
」
以
下
の

一
連
の
長
編
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
て
、
相
対
的
な
人
間
の
生
き
か
た
を
、

近
代
の
知
識
人
の
も
つ
現
実
で
あ
る
と
し
て
提
山
し
た
も
の
の
、
相
対
的
に
揺

れ
続
け
る
人
間
の
意
識
は
、
結
局
は
、
自
己
喪
失
と
い
う
不
幸
な
事
態
に
お

も
む
い
て
し
ま
う
。
そ
の
不
幸
の
深
さ
は
、
「
機
械
」
の
終
り
の
部
分
に
あ
る

「
私
」
の
叫
び
を
思
い
起
せ
ば
、
十
分
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

久
内
は
、
そ
う
し
た
相
対
的
な
自
己
に
嫌
悪
し
、
自
己
の
回
復
を
は
か
ろ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。

俺
が
当
分
の
間
家
出
を
し
て
ひ
と
り
生
活
し
た
い
と
い
ふ
の
は
、
つ
ま
り

俺
と
い
ふ
も
の
が
ち
っ
と
も
権
の
自
然
な
動
き
を
し
よ
う
と
し
な
い
か
ら

な
の
だ
。
俺
は
一
皮
自
分
の
自
然
な
と
こ
ろ
を
見
て
、
心
を
姓
へ
て
か
ら

で
な
く
ち
や
、
権
の
心
と
い
ふ
も
の
が
自
分
に
納
得
さ
せ
る
わ
け
に
は
い

か
ん
ぢ
や
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
お
前
は
俺
の
行
動
ば
か
り
を
見
て
、
い

ち
い
ち
ひ
っ
か
か
つ
て
く
る
と
な
る
と
ま
す
ま
す
俺
も
平
衡
を
失
っ
て
い

く
ば
か
り
だ
か
ら
ね
。
一
度
そ
れ
で
俺
は
俺
に
な
る
か
ら
、
お
前
も
お
前
に

な
る
と
良
い
の
だ
。
後
は
そ
れ
か
ら
も
う
一
度
お
前
も
俺
も
建
て
直
し
だ
。

こ
こ
で
い
う
「
自
然
」
と
は
、
相
対
的
に
揺
れ
つ
づ
け
る
自
意
識
か
ら
解
放

さ
れ
る
か
、
越
え
る
か
し
て
、
意
識
と
行
為
と
が
貢
の
統
一
を
獲
得
し
た
状
態

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
窪
川
鵜
次
郎
は
、
「
自
意
識
と
は
個
の
生
活
に
お
け
る

認
識
と
実
践
と
の
統
一
的
モ
メ
ン
ト
へ
の
自
覚
に
他
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
こ
の

統
一
的
モ
メ
ン
ト
に
お
け
る
力
が
弱
ま
る
と
き
、
私
た
ち
は
称
に
こ
の
自
意
識

を
自
意
識
と
し
て
、
或
は
過
剰
と
し
て
特
に
感
じ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
」

（
「
文
学
の
通
俗
化
と
純
粋
小
説
論
」
）
と
、
自
意
識
に
つ
い
て
の
定
義
的
な

言
い
か
た
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
認
識
と
実
践
、
あ
る
い
は
意
識
と
行
為
と

が
統
一
で
き
な
い
で
分
裂
し
て
い
る
状
態
か
ら
、
久
内
は
逃
げ
出
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
家
出
し
て
妻
と
別
居
す
る
の
で
は
、
分
裂
す
る
自
意
識
を
越
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え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
逃
避
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
久
内
は
、
逃
避
に
よ

っ
て
で
も
、
相
対
的
な
人
間
関
係
の
中
で
失
わ
れ
た
自
己
を
回
復
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
な
ら
別
れ
て
ゐ
る
の
も
た
ま
に
は
い
い
わ
ね
。
」

前
く
上
機
嫌
に
な
っ
て
来
た
ら
し
い
敦
子
を
久
内
は
見
な
が
ら
、
自
分

の
云
ひ
た
い
こ
と
は
ま
だ
半
分
も
説
明
し
て
な
い
云
ひ
足
り
な
さ
を
感
じ

た
。
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
敦
子
の
機
嫌
の
良
さ
に
つ

い
つ
り
込
ま
れ
て
、
も
う
平
安
な
心
に
な
り
か
か
ら
う
と
し
て
ゐ
る
自
分

を
知
る
と
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
こ
の
や
う
な
も
の
な
の
か
と
ま
た
突
然
恩

は
ぬ
淋
し
さ
に
巣
ほ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

相
対
か
ら
逃
れ
、
自
己
回
復
を
は
か
ろ
う
と
す
る
久
内
で
は
あ
る
が
、
敦
子

の
行
為
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
が
た
く
、
「
と
ど
の
つ
ま
り
」
は
、
や
は

り
相
対
の
世
界
か
ら
逃
げ
お
虻
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
と
「
恩
は
ぬ
琳
し

さ
」
に
襲
わ
れ
る
。
久
内
の
、
相
対
世
界
で
の
自
己
褒
失
感
は
、
こ
れ
ほ
ど
に

根
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
自
己
の
「
自
然
」
を
求
め

る
鳳
い
は
切
実
な
も
の
と
な
る
。

そ
う
し
た
相
対
の
世
界
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
自
己
に
忠
実
に
、
果
敢
に
生

き
て
い
る
対
極
の
人
物
が
雁
金
な
の
で
あ
る
。

私
は
久
内
の
や
う
な
知
識
の
深
み
に
達
し
て
ゐ
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
雁

金
の
や
う
な
行
為
の
世
界
で
実
行
を
主
と
し
て
困
難
に
身
を
突
き
あ
て
、

貧
窮
を
も
の
と
も
せ
ず
に
立
ち
働
く
人
物
と
い
ふ
も
の
は
、
限
り
な
く
尊

敬
に
価
ひ
す
る
対
象
と
な
っ
て
映
っ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
は
、
さ
ほ
ど

理
解
す
る
に
困
難
な
こ
と
だ
と
は
忠
は
な
か
っ
た
。

「
私
」
な
る
人
物
の
推
定
の
形
で
は
あ
る
が
、
久
内
が
雁
金
を
尊
敬
の
対
象

と
し
、
関
心
を
示
す
事
情
は
、
右
の
文
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

横
光
は
、
雁
金
に
「
紋
章
の
背
光
」
を
背
負
わ
せ
、
久
内
を
茶
会
に
出
席
さ
せ

て
、
茶
法
の
精
神
統
一
を
も
っ
て
合
理
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
を
越
え
さ
せ
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

今
は
恐
ら
く
世
紀
の
違
ひ
こ
そ
あ
れ
、
最
も
戦
国
の
菅
に
似
通
っ
た
心
の

乱
れ
が
万
人
の
上
に
流
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
文
物
の
発
展
が

何
ん
と
い
っ
て
も
茶
法
を
中
心
に
置
い
て
進
展
し
て
来
て
ゐ
る
以
上
は
、

精
神
の
統
一
の
仕
方
は
利
休
に
帰
っ
て
み
る
こ
と
が
先
づ
何
よ
り
の
近
路

に
相
違
な
い
と
、
さ
う
久
内
は
思
っ
た
の
に
ち
が
ひ
あ
る
ま
い
。

わ
が
国
の
文
物
が
茶
法
を
中
心
に
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
い

さ
さ
か
怪
し
げ
な
、
独
断
的
な
史
勧
だ
と
思
う
が
、
い
ま
私
に
は
、
こ
れ
を
批

判
す
る
用
意
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
、
「
紋
章
の
背
光
」
を
背
負
っ

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
雁
金
の
イ
メ
ー
∴
シ
と
久
内
の
鳳
望
と
を
重
ね
合
わ

せ
る
た
め
の
設
定
と
し
て
、
か
な
り
無
理
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
こ
れ
l
が
、
の
ち
の
「
旅

愁
」
の
日
本
主
義
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
久
内
の
関

心
は
、
そ
う
し
た
日
本
古
来
の
伝
統
的
な
精
神
主
義
に
こ
重
結
す
る
の
で
は
な
く
、

雁
金
の
「
思
ふ
こ
と
と
実
行
す
る
こ
と
が
常
に
同
一
に
な
っ
て
運
動
し
て
ゐ
る
」

点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
雁
金
の
「
意
志
の
強
さ
と
実
行
力
」
と
が
久
内
を
救

う
も
の
な
の
で
あ
る
。

僕
に
は
雁
金
君
が
発
明
す
る
か
ら
ど
う
か
う
と
い
ふ
ん
ぢ
や
な
い
の
だ
。

あ
の
人
は
何
を
し
よ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
た
だ
僕
一
人
に
と
つ
ち
や
初

め
つ
か
ら
ど
′
ぅ
だ
っ
て
良
い
の
で
、
あ
の
人
が
僕
に
と
っ
て
有
難
い
の
は
、

僕
の
精
神
や
想
像
力
を
誰
よ
り
も
美
し
く
し
て
く
れ
る
か
ら
な
ん
だ
。
つ

ま
り
あ
の
人
は
、
僕
の
意
識
や
情
熱
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
、
さ
き
も

云
っ
た
物
や
思
想
を
所
有
す
る
と
い
ふ
や
う
な
浪
漫
的
な
感
傷
主
義
か

ら
．
全
く
日
用
に
ひ
き
離
し
て
く
れ
る
の
に
大
変
便
利
な
人
だ
っ
た
の
だ
。
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僕
の
愛
惜
と
か
正
義
と
か
い
ふ
よ
う
な
高
尚
な
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
始
る

の
だ
。
僕
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
が
い
よ
い
よ
伐
な
ん
だ
。

雁
金
は
、
一
掴
千
金
を
夢
み
て
発
明
の
道
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
狂
気

の
よ
う
に
発
明
に
と
り
つ
か
れ
て
か
ら
は
、
た
だ
発
明
す
る
こ
と
だ
け
が
彼
の

目
的
と
な
り
、
特
許
を
と
っ
て
も
す
べ
て
民
衆
に
解
放
す
る
純
粋
さ
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
右
の
文
の
「
浪
漫
的
な
感
傷
主
義
」
や
、
「
所
有
の
観

念
」
を
配
れ
た
「
自
由
な
精
神
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
雁
金
の
、
現
実
生
活
の

世
界
か
ら
離
脱
し
、
超
越
し
た
境
地
を
さ
し
て
い
る
ら
し
い
。
官
貴
を
求
め
る

こ
と
は
、
相
対
的
志
向
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
捨
て
て
、
発
明
の
み
に
生
き

る
雁
金
の
純
粋
な
姿
は
、
ま
っ
た
く
相
対
的
な
認
識
を
離
れ
た
、
久
内
に
と
っ

て
は
、
絶
対
的
な
輝
き
を
も
つ
、
自
由
な
精
神
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
て
、

雁
金
像
は
、
久
内
と
い
う
自
意
識
の
過
剰
に
悩
む
知
識
人
の
内
海
に
お
い
て
、

明
確
な
像
を
結
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
久
内
と
憺
金
と
が
、
相
対
的
に
形
象
化
さ
れ
、
腔
金
の
行
動
性

が
久
内
の
知
性
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
的
な
統
一
の
世

界
へ
の
発
展
が
期
待
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
「
紋
㌍
」

は
、
「
知
識
人
回
復
」
　
（
青
野
季
吾
）
　
の
希
望
を
託
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
横
光
は
、
「
紋
章
」
の
結
末
に
お
い
て
、
そ
れ
を
放
棄
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
久
内
は
知
識
人
の
回
復
を
、
あ
え
て
相
対
的
な
現
実
の
な
か

で
行
な
お
う
と
し
て
、
再
び
自
家
へ
帰
る
。

彼
は
父
と
敦
子
と
を
う
ち
捨
て
て
一
人
自
分
の
動
揺
を
整
へ
よ
う
と
努
力

し
て
ゐ
た
昨
日
ま
で
の
行
ひ
は
、
何
の
効
果
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
、
強
く
思
ひ
始
め
て
来
た
新
た
な
心
の
動
き
に
乗
り
出
し
か
け
て
ゐ
る

の
だ
っ
た
。

「
一
番
面
倒
な
こ
と
、
と
に
か
く
、
俺
は
そ
奴
を
や
ら
う
。
」
と
か
う
久

内
は
突
然
に
、
大
き
な
声
で
云
ひ
聞
か
す
や
う
に
思
っ
た
。

彼
は
悪
行
の
た
め
に
傷
つ
き
倒
れ
た
父
を
負
ひ
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
良

い
の
か
分
か
ら
ぬ
敦
子
を
負
っ
て
、
歩
く
だ
け
は
歩
い
て
み
よ
う
と
決
心

す
る
と
、
他
の
こ
と
は
ど
ち
ら
で
も
彼
に
と
っ
て
は
も
う
良
く
な
っ
た
。

「
自
然
」
と
「
自
由
」
を
求
め
て
自
己
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
方
法

が
・
別
居
と
い
う
逃
避
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
た
、
そ
の
こ
と
に
久
内

は
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
対
的
な
、
誰
し
も
逃
れ
る
こ
と
の
で
き

な
い
現
実
の
世
界
に
帰
っ
て
、
そ
の
な
か
で
、
意
識
と
行
為
の
統
一
を
は
か
ろ

う
と
思
い
な
お
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
変
に
国
難
な
、
「
面
倒
」
な
こ

と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
久
内
は
勇
気
を
も
っ
て
逃
避
を
や
め
、
困
難
な
遺

を
進
む
決
心
を
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
結
果
的
に
は
、
相
対
世
界
で
の
埋

没
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

自
由
と
い
ふ
の
は
自
分
の
感
情
と
思
想
と
を
独
立
さ
せ
て
冷
然
と
眺
め

る
こ
と
の
出
来
る
闊
達
自
在
な
精
神
な
ん
だ
。
腔
金
君
な
ん
か
は
伴
に
と

っ
ち
や
た
し
か
に
徹
だ
が
、
敵
な
れ
ば
こ
そ
あ
の
人
の
行
動
は
、
僕
に
誰

よ
り
も
白
山
と
い
ふ
精
神
を
強
く
教
へ
て
く
れ
た
の
だ
。
僕
は
稚
金
君
に

負
か
さ
れ
詰
め
だ
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
は
た
う
と
う
僕
の
方
が
勝
っ

た
の
だ
。

久
内
は
梢
利
を
叫
ん
で
い
る
。
久
内
は
、
腔
金
的
要
素
を
十
分
に
学
び
と
り
、

そ
れ
を
相
対
の
世
界
で
実
現
し
う
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

青
野
季
書
の
「
知
識
人
復
活
の
宣
言
」
と
見
な
す
根
拠
は
、
こ
の
あ
た
り
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
∴
て
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
宣
言
」
で
あ
り
、
期
待
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
も
、
「
撲
る
問
題
は
、
そ
の
精
神
の
自
由
の
じ
っ

さ
い
の
内
容
で
あ
り
、
一
層
つ
き
詰
め
た
個
人
的
、
社
会
的
の
意
義
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
も
早
や
『
紋
章
』
の
世
界
か
ら
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
横
光
氏
の
つ
ぎ

の
作
品
に
お
い
て
と
う
ぜ
ん
に
問
題
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
」
と
述
べ
て
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い
る
が
、
果
し
て
、
次
の
作
品
に
お
い
て
、
そ
れ
が
追
求
さ
れ
、
実
現
さ
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
紋
章
」
に
続
く
、
「
時
計
」
　
「
盛
装
」
　
「
天
使
」
　
「
家

族
会
議
」
　
「
春
闘
」
　
「
鶏
閑
」
な
ど
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
右
の
よ
う
な
、
久

内
の
願
望
の
迂
成
さ
れ
た
人
物
は
一
人
も
見
当
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
長
編
は
、

「
寝
閑
」
と
同
じ
、
相
対
心
理
の
遊
戯
的
な
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
も
の
ば
か

り
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
紋
葦
」
で
宣
言
し
た
知
識
人
の
回
複
が
、
観

念
的
に
は
り
餞
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
に
は
実
現
不
可
醜
な
た
め
放
発
さ

れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
久
内
の
叫
ん
だ
「
略
利
」
は
、
幻
影

に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
紋
章
」
以
後
の
作
品
を
加
え
て
こ
の
点
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
防

利
」
の
声
を
、
「
知
識
人
回
復
宣
言
」
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
知

ヽ

　

ヽ

識
人
優
位
宣
言
」
で
し
か
な
い
。

俺
は
な
る
ほ
ど
父
に
ぐ
ら
べ
て
は
、
因
循
姑
息
で
、
為
す
何
事
も
な
い
人

物
だ
。
し
か
し
、
俺
は
為
す
あ
る
べ
き
人
物
よ
り
も
お
の
れ
の
不
幸
を
知

っ
て
ゐ
る
の
だ
。

こ
の
久
内
の
思
い
は
、
父
ば
か
り
で
な
く
、
行
動
人
腔
金
を
も
〃
物
忠
わ
ぬ

人
〃
と
し
て
お
と
し
め
、
自
意
識
の
過
剰
に
悩
む
自
ら
を
松
柏
に
置
い
て
い
る

証
拠
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
久
内
の
「
肪
利
」
の
叫
び
は
、
物
思
う
ゆ
え
に
知

識
人
の
方
を
尊
L
と
す
る
、
自
己
慰
撫
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
構
光
は
、
久
内
を
通
し
て
育
て
て
き
た
揮
金
の
価
値
を
こ
こ
で
据
対
し
、

久
内
を
絶
対
化
し
て
し
ま
っ
た
。

青
野
季
吉
の
期
待
に
反
し
て
、
宣
言
に
続
く
知
識
人
同
校
の
物
語
は
書
か
れ

な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
雁
金
と
久
内
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
人
物
、
あ
る
い

は
、
久
内
の
中
に
雁
金
を
含
み
こ
ん
だ
よ
う
な
人
物
を
期
待
し
た
が
、
そ
れ
は

実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
宣
言
は
し
た
も
の
の
、
あ
ま
り
に
囲
盤
な
問
題
な
の
で
、

醇
び
「
寝
間
」
型
に
逆
も
ど
り
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
、

そ
れ
が
問
題
提
起
に
終
っ
た
の
は
、
分
裂
し
た
自
意
識
を
さ
ら
に
高
度
な
次
元

に
高
め
、
統
一
を
求
め
る
、
ジ
イ
ド
流
の
現
代
小
説
へ
の
闇
心
が
、
観
念
的
な

も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
技
的
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
横
光
の
自
意
識
に
関
す
る
考
察
、
と
り
わ
け
、
知
識
人

の
不
幸
に
関
す
る
認
識
の
椴
は
、
案
外
浅
い
も
の
で
あ
っ
・
た
の
で
は
な
い
か
、

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
「
紋
章
」
を
雁
金
の
物
語
と
見
て
し
ま

っ
た
り
、
「
風
俗
小
説
」
と
い
う
裁
断
を
可
能
に
し
た
り
す
る
要
関
が
ひ
そ
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
旅
愁
」
に
お
け
る
日
本
主
壷

へ
の
移
行
を
容
易
に
し
た
の
も
、
こ
の
根
の
浅
さ
が
原
机
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

「
紋
章
」
を
論
ず
る
場
合
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
、
「
四
人
称
」

の
問
題
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
「
四
人
称
」
を
用
い
た
作
品
は
「
機
械
」
で
あ

る
と
す
ろ
説
が
出
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
が
、
人
称
と
し
て
明
確
な
形
を
と
っ
て
い

る
の
は
「
紋
章
」
に
お
け
る
「
私
」
で
あ
ろ
う
。

描
光
は
「
純
粋
小
説
論
」
に
お
い
て
、
「
今
ま
で
の
心
理
を
崩
し
、
理
智
を

被
り
、
感
情
を
一
染
め
」
る
、
渥
乱
し
た
一
自
意
識
と
い
ふ
不
安
な
精
神
」
は
、

「
自
分
を
見
る
自
分
」
と
い
う
新
し
い
人
称
を
生
せ
し
め
た
た
め
に
、
古
い
リ

ア
リ
ズ
ム
で
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
そ
こ
に
「
匹

人
称
の
発
明
工
夫
」
が
心
要
な
の
だ
と
言
う
。

寺
田
透
の
こ
と
ば
（
「
紋
章
」
－
『
文
芸
』
桟
光
利
一
読
本
）
を
倍
り
れ
ば
、

「
紋
章
」
の
「
私
」
は
「
実
体
」
で
は
な
く
、
「
機
棺
」
で
あ
る
。
ま
た
、
河
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上
撤
太
郎
は
、
こ
の
「
私
」
の
効
果
を
、
非
常
に
肯
定
的
に
見
て
い
る
（
河
出

版
『
椅
光
利
一
全
集
』
第
五
幸
隋
説
）
。

し
か
し
、
「
四
人
称
」
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
否
定
論
が
多
い
。
当
時
の
む

の
は
、
．
川
端
康
成
の
「
『
純
粋
小
説
論
』
の
反
響
」
　
（
昭
1
0
・
9
）
を
見
れ
ば

明
ら
か
だ
が
、
中
村
光
夫
の
「
純
粋
小
説
論
に
つ
い
て
」
　
（
昭
1
0
・
5
）
　
の
よ

う
に
、
こ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
三
人
称
で
書
け
る
と
い
っ
た
「
四
人
称
」
の
存

在
そ
の
も
の
の
否
定
を
は
じ
め
と
し
て
、
窪
川
鵜
次
郎
の
「
自
意
識
を
独
立
的

な
精
神
現
象
と
し
て
絶
対
化
す
る
」
　
（
前
山
）
と
い
う
説
が
、
そ
の
代
表
的
な

も
の
で
あ
る
。
最
近
の
も
の
で
は
、
小
久
保
実
の
、
「
私
」
は
人
間
の
条
件
を

体
験
し
な
い
の
だ
か
ら
他
の
人
物
と
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
は
期
待
で
き
な
い

と
す
る
説
（
「
『
純
粋
小
説
論
』
の
再
検
討
」
　
（
昭
4
1
・
8
）
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
ほ
と
ん
ど
が
抽
象
的
な
論
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
「
紋
章
」
の
内
部
に

立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

「
私
」
な
る
人
物
は
、
は
じ
め
は
、
雁
金
に
よ
く
随
伴
し
、
曜
金
を
動
か
す

演
出
者
の
よ
う
な
役
割
を
つ
と
め
る
が
、
照
会
は
「
恩
ふ
こ
と
と
す
る
こ
と
か

同
こ
の
一
面
的
な
行
動
人
で
あ
る
か
ら
、
「
自
意
識
と
い
ふ
不
安
な
精
神
」

を
も
つ
久
内
の
方
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
私
」
は
、
松
山
と
い
う
姓
を
も
つ
文
学
者
で
著
書
も
あ
る
人
物
だ
が
、
ほ

と
ん
ど
そ
の
実
体
は
な
く
、
久
内
と
共
鳴
す
る
精
神
的
交
流
を
も
つ
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
「
私
」
・
の
機
能
は
、
「
一
見
す
る
と
こ
ろ
山
下
久
内
は
湖
が
悪
さ
う

に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
ま
り
琉
脳
が
艮
い
た
め
に
密
集
し
て
来
る

映
像
や
内
部
に
閃
め
く
抽
象
物
の
氾
濫
に
、
適
度
の
処
理
を
失
ひ
が
ち
な
た
め

な
の
で
あ
ら
う
。
」
以
下
、
「
…
・
相
違
な
い
」
　
「
…
・
ち
が
ひ
な
い
」
「
…
・

ち
が
ひ
な
か
ら
う
」
と
い
っ
た
n
ハ
令
に
、
久
内
の
内
部
を
推
察
す
る
点
に
、

も
っ
と
4
明
瞭
に
表
わ
れ
て
い
る
。
右
に
引
用
し
た
個
所
は
、
知
語
人
の
性
格

を
定
義
し
た
よ
う
な
断
定
的
な
ひ
び
き
を
も
っ
て
い
る
が
、
形
式
的
な
面
か
ら

云
え
ば
、
「
四
人
称
」
の
椛
鵜
を
も
た
せ
る
洋
一
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
ほ
か
、
「
…
・
‥
か
も
し
れ
な
い
」
　
「
も
し
か
し
た
ら
、

…
…
か
も
し
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
　
「
…
…
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
　
「
も
し
さ

う
で
な
け
れ
ば
…
…
と
思
っ
た
」
と
い
う
風
に
、
「
私
」
が
人
物
の
内
面
を
推

察
す
る
形
で
、
そ
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

久
内
は
火
鉢
の
灰
に
根
を
落
し
な
が
ら
楯
増
を
吸
っ
て
ゐ
た
が
、
忍
ぶ
べ

か
ら
ざ
る
妻
の
謝
罪
を
忍
ぶ
白
身
の
感
情
か
ら
、
わ
ざ
と
ら
し
い
缶
ひ
気

の
ふ
と
盛
り
上
る
こ
と
を
意
識
す
る
苦
痛
に
う
ち
悩
ま
さ
れ
る
と
見
え

て
、
さ
き
か
ら
、
妻
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
ま
た
顔
を
親
ら
め
つ
づ
け
て
ゐ

た
。

外
面
的
な
行
為
は
、
煙
草
を
吸
う
こ
と
と
、
顔
を
赤
ら
め
た
こ
と
だ
け
で
あ

る
が
、
そ
の
屈
折
し
た
意
識
は
「
私
」
の
眼
を
通
し
て
、
右
の
よ
う
に
描
か
れ
る

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
構
光
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
内
面
を
、
作
者
の
視

点
で
断
定
的
に
提
出
す
る
こ
と
を
避
け
、
「
私
」
に
反
映
さ
せ
て
示
す
な
ら
ば
、

自
意
識
の
不
安
帝
．
な
状
熊
を
リ
ア
ル
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

し
か
し
、
次
の
文
葦
と
比
べ
る
と
、
四
人
称
の
「
私
」
の
根
を
必
要
と
す
る

理
由
は
、
は
な
は
だ
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

こ
の
彼
の
心
の
桟
子
は
急
激
に
甥
ら
て
来
た
疲
労
に
よ
ろ
め
く
と
き
の
い

っ
も
の
彼
の
習
頂
と
は
い
へ
、
ト
か
し
、
今
日
の
苦
し
さ
に
絞
め
上
げ
ら

れ
た
自
分
の
興
奮
に
あ
や
つ
ら
れ
た
所
作
事
の
や
う
に
思
は
れ
る
不
安
さ

が
、
刻
刻
色
濃
く
増
し
て
来
る
の
を
感
じ
た
。
ど
こ
か
本
末
好
例
の
感
じ

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
何
か
身
キ
吸
ひ
込
む
や
う
な
革
え
難
い
深
さ
を
胡
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ノ
　
け
ば
、
人
は
今
の
自
分
の
や
う
に
本
末
試
例
の
行
為
を
し
な
け
れ
ば
、
こ

れ
を
克
服
す
る
術
は
あ
る
で
あ
ら
う
か
と
ま
た
久
内
は
考
へ
た
。

こ
れ
は
、
「
紋
章
」
の
後
半
、
l
　
「
私
」
が
姿
を
消
し
て
、
普
通
の
三
人
称
小

説
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
個
所
で
あ
る
が
、
さ
き
の
「
私
」
に
反
映
さ
せ
て
示

し
た
意
識
以
上
の
複
雑
な
内
面
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の

結
果
か
ら
す
る
と
、
四
人
称
の
「
私
」
の
有
効
性
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
河
上
徹
太
郎
は
、
「
作
中
の
人
物
が
独
り
歩
き
山
来
る
や
う
に
な
る
と
、

『
私
』
は
用
が
な
く
な
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
姿
を
消
す
」
と
言
っ
て
い
る
が
、

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
独
り
歩
き
出
来
る
」
と
は
、
作
者
が
「
私
」
を

押
し
の
け
て
、
久
内
に
乗
り
移
り
、
一
休
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
・
「
四
人
称
」
の
効
果
も
皆
無
と
は
言
え
な
い
。
前
章
の
結
論
と
合

わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
四
人
称
の
「
私
」
に
意
識
を
反
映
さ
せ
て
進
め
ら
れ
て

い
た
前
半
に
お
い
て
は
、
久
内
と
曜
金
と
を
相
対
的
に
対
象
化
し
、
久
内
的
要

素
と
雁
金
的
要
素
と
を
合
体
融
合
さ
せ
て
、
意
識
と
行
為
と
を
統
一
す
る
知
識

人
回
復
の
夢
は
可
能
と
見
え
た
け
れ
ど
も
、
後
半
「
私
」
が
退
い
て
か
ら
は
、

作
者
は
久
内
と
一
休
化
し
、
た
だ
単
に
知
誠
人
を
優
柏
と
す
る
結
果
を
も
た
ら

し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
二
l
四
人
称
」
の
設
定
と
、

意
識
の
相
対
的
形
象
化
と
は
、
あ
な
が
ち
無
縁
と
は
言
え
ま
い
。
こ
れ
を
直
ち

に
普
遍
的
な
方
法
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
右

の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
「
四
人
称
」
も
有
効
な
一
面
を
も
っ
て
い
た
こ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
横
光
は
、
こ
の
方
法
を
途
中
で
放
棄
し
、
自
意
識
の

問
題
を
根
の
浅
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。

抜
光
が
自
意
識
と
い
う
困
難
な
現
代
の
問
迫
に
と
り
く
ん
だ
意
義
は
十
分
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
限
界
も
同
時
に
認
め

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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生
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