
１．

芥
川
文
学
に
お
い
て
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
を
中
心
と
し
た
中
期
の
テ

ク
ス
ト
に
は
、〈
売
文
〉
を
描
い
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

芥
川
が
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
へ
入
社
し
た
時
期
と

時
代
的
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
教
職
と
作
家
業
を
掛
け
持
ち
し

た
、
芥
川
自
身
が
い
う
と
こ
ろ
の
〈
不
愉
快
な
二
重
生
活
〉
に
終
止
符
を
打

ち
、
専
業
作
家
と
な
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
し
か
し
、〈
売
文
〉
と
は
そ
の
語

義
通
り
に
、
文
章
を
売
っ
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、
多
く
は
そ
こ
に
そ

う
し
た
行
い
自
体
を
卑
下
す
る
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
専
業
作
家
と
な
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
芥
川
が
思
い
描
い

た
よ
う
な
芸
術
的
生
活
を
保
障
す
る
十
分
条
件
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
た
と

え
ば
、
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
を
年
代
順
に
眺
め
た
と
き
〈
売
文
〉
の
語
が
最
初
に

表
れ
る
「
東
洋
の
秋
」（『
改
造
』
一
九
二
〇
年
四
月
、
原
題
「
秋
」）
で
は
、

〈
お
れ
〉
に
よ
る
次
の
よ
う
な
独
白
が
見
ら
れ
る
。

お
れ
は
散
歩
を
続
け
な
が
ら
も
、
云
ひ
や
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
と

が
、
重
た
く
お
れ
の
心
の
上
に
の
し
か
か
つ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
て
ゐ
た
。

寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
！
　
お
れ
は
こ
の
儘
た
つ
た
一
人
、
悩
ま
し

い
お
れ
の
創
作
力
の
空
に
、
空
し
く
黄
昏
の
近
づ
く
の
を
待
つ
て
ゐ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
こ
で
は
〈
お
れ
〉
の
感
じ
る
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
の
原
因
と
し
て
〈
売
文
〉

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
芥
川
が
〈
売
文
〉
を
作
家
を
精
神
的

に
追
い
詰
め
圧
迫
す
る
も
の
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
降
、
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
年
）
の
「
お
時
儀
」（『
女
性
』
一
九
二
三
年

一
〇
月
）
に
も
〈
保
吉
は
三
十
に
な
つ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
上
あ
ら
ゆ
る

売
文
業
者
の
や
う
に
、
目
ま
ぐ
る
し
い
生
活
を
営
ん
で
ゐ
る
〉
と
、
自
身
を
投
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影
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
堀
川
保
吉
を
〈
売
文
業
者
〉
に
同
定
し
た
ほ
か
、
大

正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
頃
の
作
と
さ
れ
る
「
賣
文
問
答
」（
生
前
未
発
表
）

で
は
、
原
稿
の
依
頼
に
来
た
編
集
者
と
そ
れ
を
引
き
受
け
た
く
な
い
小
説
家
と

の
間
で
、〈
原
稿
を
買
ふ
〉〈
買
は
な
い
〉
と
い
っ
た
押
し
問
答
が
展
開
さ
れ
、

原
稿
が
あ
た
か
も
商
品
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

原
稿
が
商
品
と
見
做
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
で
は
ま
ず
第
一
に
「
売
れ
る
」
こ

と
が
目
的
と
さ
れ
、
市
場
に
流
通
す
る
た
め
の
様
々
な
制
約
が
作
家
の
創
作
行

為
を
規
定
し
始
め
る
。
そ
れ
は
「
葱
」（『
新
小
説
』
一
九
二
〇
年
一
月
）
の
冒

頭
で
〈
お
れ
は
締
切
日
を
明
日
に
控
へ
た
今
夜
、
一
気
呵
成
に
こ
の
小
説
を
書

こ
う
と
思
ふ
。
い
や
、
書
か
う
と
思
ふ
の
で
は
な
い
。
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
〉
と
宣
言
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
時
は
締
切
と

い
っ
た
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
あ
る
時
は
「
賣
文
問
答
」
に
あ
る
よ
う

な
、
嫌
が
る
作
家
に
無
理
や
り
書
か
せ
る
と
い
う
創
作
の
強
制
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
興
味
深
い
の
は
「
葱
」
に
顕
著
な
よ
う
に
〈
売

文
〉
の
現
状
を
自
己
言
及
的
に
テ
ク
ス
ト
内
へ
取
り
込
ん
だ
小
説
は
、
メ
タ
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
は
、

テ
ク
ス
ト
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
自
体
に
対
し
て
自
己
言
及
を
行
う
と
い
う
自
己
再

帰
性
に
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
作
中
作
と
そ
れ
を
書
い
て
い
る
書
き
手
の
存
在

が
露
出
し
た
形
で
テ
ク
ス
ト
は
構
成
さ
れ
、
両
者
は
互
い
に
サ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ

ベ
ル
／
メ
タ
レ
ベ
ル
の
関
係
に
あ
る
。
小
説
家
を
名
乗
る
語
り
手
が
テ
ク
ス
ト

内
に
登
場
し
、
締
切
に
追
わ
れ
る
自
身
の
立
場
を
述
べ
て
か
ら
、
自
分
の
書
く

小
説
を
現
在
進
行
形
で
語
っ
て
み
せ
る
「
葱
」
は
、
そ
の
意
味
で
典
型
的
な
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
構
造
を
備
え
た
小
説
だ
と
い
え
る
。〈
売
文
〉
を
描
く
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
す
で
に
〈
売
文
〉
を
対
象
化
し
、
メ
タ
レ
ベ
ル
か

ら
見
下
ろ
そ
う
と
す
る
構
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、〈
売
文
〉
は
芥
川

に
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
い
い
換
え
れ
ば
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
を
強
く

意
識
す
る
視
座
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
テ
ク
ス
ト
が
小
説
そ
れ
自

体
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
文
学
形
式
で
あ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
化
す
の
は

当
然
の
帰
結
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
〈
売
文
〉
を
テ
ク
ス
ト
内
に
取
り
込
ん
だ
〈
売
文
〉
小
説
と
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
な
ら
ば
〈
売
文
〉
を
強
く
意
識
し

た
作
家
で
あ
る
芥
川
が
専
業
作
家
と
な
っ
た
後
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
小

説
を
書
く
に
至
っ
た
こ
と
は
必
然
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
、

芥
川
の
全
小
説
中
あ
き
ら
か
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
べ
る
テ
ク
ス
ト
は
数

え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
見
ら
れ
る
最
も
顕
著
な
特
徴
を

そ
の
テ
ク
ス
ト
構
造
と
す
る
な
ら
ば
、
芥
川
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
か
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
芥
川
の
メ
タ
構
造
に
対
す
る
何
ら
か
の
態
度
が
そ
こ

に
表
明
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
〈
売
文
〉
小
説
と
メ
タ

構
造
の
関
係
を
考
察
し
、
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
構
造
に
対
す
る
意
識
を
明
ら
か
に

し
た
い
。
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２．

表
題
に
〈
売
文
〉
の
文
字
を
持
つ
「
賣
文
問
答
」
は
、
編
集
者
と
作
家
の
や

り
と
り
を
や
や
コ
ミ
カ
ル
に
描
い
た
小
品
で
あ
る
。
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
物
語

性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、〈
売
文
〉
を
め
ぐ
っ
て
対
話
を
行
う
二
人
の
間
に
突

如
覆
面
の
男
が
割
っ
て
入
り
、
両
者
を
糾
弾
す
る
と
い
う
の
が
、
話
の
筋
で
あ

る
。
従
来
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
芥
川
文
学
に
お
け

る
〈
売
文
〉
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
テ
ク
ス
ト
だ
と

い
え
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
は
、
全
編
が
〈
売
文
〉
を
め
ぐ
る
編
集
者
と

作
家
の
対
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
り
、
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
〈
売
文
〉
が
テ
ク
ス
ト
内
に
描
か
れ
る
こ
と
で
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
傾
向

を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
は
、
編
集

者
の
執
拗
な
原
稿
依
頼
を
断
り
切
れ
な
く
な
っ
た
作
家
の
〈
困
り
ま
し
た
ね
。

ぢ
や
あ
な
た
と
の
問
答
で
も
書
き
ま
せ
う
〉
と
い
う
発
言
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

が
書
か
れ
た
由
来
を
物
語
る
自
己
再
帰
的
な
言
及
と
な
っ
て
い
る
点
に
見
出
さ

れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
未
発
表
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

覆
面
の
男
に
よ
る
作
家
と
編
集
者
双
方
の
〈
売
文
〉
的
な
身
振
り
に
対
す
る
批

判
は
、「
賣
文
問
答
」
が
結
局
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
物
語
っ
て
い
る
よ

う
に
も
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

性
を
高
め
る
一
要
素
と
し
て
、
未
発
表
と
い
う
発
表
状
況
ま
で
も
が
利
用
さ
れ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
を
単
体
で
眺
め
て
も
こ
れ
が
格
別

大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ

こ
に
「
奇
遇
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
〇
年
四
月
）・
「
或
恋
愛
小
説
―
―
或

は
「
恋
愛
は
至
上
な
り
」」（『
婦
人
グ
ラ
フ
』
一
九
二
四
年
五
月
、
※
以
降
、

「
或
恋
愛
小
説
」
と
略
記
）
と
い
う
二
つ
の
小
説
を
並
置
す
る
こ
と
で
、
芥
川

が
〈
売
文
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
戦
略
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と

し
た
表
現
形
式
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

一
見
す
れ
ば
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
「
奇
遇
」
と
「
或
恋
愛
小
説
」
は
、
い
ず

れ
も
「
賣
文
問
答
」
と
同
様
に
編
集
者
と
作
家
の
対
話
を
軸
に
話
が
展
開
し
て

い
く
小
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
作
と
も
対
話
の
中
に
作
中
の
作
家
が
書
い
た
作

中
作
―
―
「
或
恋
愛
小
説
」
の
場
合
は
構
想
を
話
し
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
ま

だ
実
際
に
書
い
て
は
い
な
い
―
―
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
対
話
部
分

と
作
中
作
の
部
分
を
地
と
図
の
関
係
に
準
え
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
容
易
に
反
転

し
合
う
関
係
に
あ
り
、
ど
ち
ら
が
主
で
あ
り
従
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
決
定
し

き
れ
な
い
。
読
者
の
意
識
を
作
中
作
だ
け
に
留
め
置
く
こ
と
な
く
、
外
枠
の
水

準
に
も
向
け
さ
せ
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
構
成
か
ら
も
、
こ
の
両
作
を
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
二
つ
の
小
説
を
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
根
拠
付
け
て
い
る
の
は
テ
ク
ス
ト
の
入
れ
子
構
造
で

あ
り
、
作
中
作
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
中
作
を
小
説
内
へ
喚

起
す
る
直
接
的
な
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
そ
れ
よ
り
小

説
は
出
発
前
に
、
き
つ
と
書
い
て
貰
へ
る
で
せ
う
ね
〉（「
奇
遇
」）、〈
今
度
は
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一
つ
う
ち
の
雑
誌
に
小
説
を
書
い
て
は
頂
け
な
い
で
せ
う
か
？
〉（「
或
恋
愛
小

説
」）
と
い
う
編
集
者
の
発
言
だ
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。「
賣
文
問
答
」
に
も
や
は
り
冒
頭
で
編
集
者
が
発
す
る
〈
わ
た
し
の
方

の
雑
誌
の
来
月
号
に
何
か
書
い
て
貰
へ
な
い
で
せ
う
か
？
〉
と
い
う
科
白
が
あ

り
、
原
稿
の
依
頼
や
催
促
は
〈
売
文
〉
制
度
を
象
徴
的
に
代
表
す
る
モ
チ
ー
フ

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
原
稿
の
依
頼
・
催
促
を
契
機
に
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
化
す
る
〈
売
文
〉
小
説
は
、〈
売
文
〉
と
メ
タ
構
造
の
関
係
に
お
い

て
示
唆
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
説
が
〈
売
文
〉
を
条
件
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
す
る
こ
と

は
、
あ
る
意
味
あ
ま
り
に
自
明
だ
と
も
い
え
る
。〈
売
文
〉
と
は
あ
ら
ゆ
る
商

業
誌
に
掲
載
さ
れ
る
作
品
の
背
後
に
存
在
す
る
制
度
で
あ
り
、
通
常
、
読
者
の

目
に
は
触
れ
な
い
作
品
の
外
側
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
は
テ
ク
ス
ト
の
自
己
再
帰
性
・
自
己
言
及
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
本

来
は
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
位
置
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
読
者
が
目
撃
す
る
こ

と
は
な
い
書
き
手
の
書
記
行
為
を
あ
え
て
テ
ク
ス
ト
の
外
枠
と
し
て
テ
ク
ス
ト

内
に
書
き
込
ん
だ
と
い
う
体
裁
を
し
ば
し
ば
採
用
す
る
。
こ
れ
が
メ
タ
構
造
で

あ
り
う
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
外
部
構
造
と
し
て
あ
る
べ
き
も
の
が
テ
ク
ス
ト

内
へ
接
収
さ
れ
、
外
枠
を
装
い
な
が
ら
も
テ
ク
ス
ト
の
内
部
構
造
と
し
て
可
視

化
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
へ
書
き
手
の
書
記
行
為

が
表
れ
る
こ
と
が
、
メ
タ
性
を
保
証
す
る
一
つ
の
要
素
で
あ
る
以
上
、〈
売
文
〉

と
い
う
本
来
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
あ
る
も
の
を
、
作
品
成
立
を
め
ぐ
る
一
種
の

楽
屋
話
の
開
示
の
よ
う
に
し
て
テ
ク
ス
ト
内
へ
書
き
込
む
こ
と
も
ま
た
、
テ
ク

ス
ト
外
に
位
置
す
る
も
の
を
テ
ク
ス
ト
内
へ
取
り
込
も
う
と
す
る
メ
タ
構
造
化

へ
の
志
向
が
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
芥
川
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
を
書
こ
う
と
し
て
「
奇
遇
」
と
「
或
恋
愛
小
説
」
を
書
い
た
の
で
は
な

い
。
け
れ
ど
、〈
売
文
〉
を
作
品
内
に
取
り
込
む
こ
と
が
メ
タ
構
造
を
導
く
行

為
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
二
作
は
必
然
的
に
強
い
メ
タ
性
を
備
え
た
テ
ク
ス

ト
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
形
式
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
私
見
で
は
広
瀬
朝
光
が
指

摘
す
る
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
「「
エ
ド
メ
」
―
―
或
は
「
処
を
得
た
慈

善
」」
に
典
拠
を
求
め
る
説

（
１
）

に
最
も
説
得
力
が
あ
る
。
広
瀬
に
よ
れ
ば
「
エ
ド

メ
」
は
、
雑
誌
社
幹
部
で
文
学
部
長
の
オ
ル
ト
ウ
ル
氏
と
小
説
家
の
マ
ル
ト
オ

氏
の
対
話
か
ら
な
る
小
説
で
、
二
人
の
対
話
の
中
で
リ
ノ
ッ
ト
伯
爵
の
娘
エ
ド

メ
と
煙
突
掃
除
婦
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
主
筆
に
小
説
家
の
保
吉
が
構

想
中
の
恋
愛
小
説
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
と
い
う
体
裁
を
採
り
、
二
人
の
対
話
か

ら
成
る
「
或
恋
愛
小
説
」
と
は
た
し
か
に
全
く
同
様
の
構
成
だ
と
い
え
る
。
そ

し
て
、
対
話
部
分
と
作
中
作
の
部
分
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い

が
あ
る
に
し
て
も
、
小
説
家
と
編
集
者
の
対
話
の
中
に
作
中
作
が
挿
入
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
或
恋
愛
小
説
」
よ
り
先
に
発
表
さ
れ
た
「
奇
遇
」

に
も
「
エ
ド
メ
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
奇
遇
」
と
「
或
恋
愛
小
説
」
に
表
れ
た
〈
売
文
〉
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
メ

タ
構
造
は
芥
川
の
独
創
と
は
い
い
が
た
い
が
、
そ
の
こ
と
で
芥
川
が
〈
売
文
〉
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制
度
を
創
作
に
利
用
し
た
と
い
う
問
題
の
重
要
性
が
稀
薄
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
芥
川
は
「
奇
遇
」
の
小
説
家
を
こ
れ
か
ら
〈
支
那
へ
旅
行
す
る
〉
と
設
定

し
て
お
り
、
作
品
発
表
時
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
特
派
員
と
し
て
現
に
中
国
視

察
を
控
え
て
い
た
自
身
に
引
き
つ
け
て
〈
売
文
〉
の
問
題
を
扱
お
う
と
し
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
こ
の
小
説
家
が
抽
斗
か
ら
取
り
出
す
論
文
の
タ
イ

ト
ル
が
〈「
文
芸
に
及
ぼ
す
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
害
毒
」〉
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
も
、〈
売
文
〉
制
度
に
対
す
る
は
っ
き
り
と
し
た
批
判
的
態
度
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
芥
川
は
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
作
品
か
ら
テ
ク
ス
ト
形
式
を
借

り
、
そ
の
特
異
な
形
式
を
た
だ
玩
弄
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
表
れ
た

メ
タ
構
造
を
利
用
す
る
こ
と
で
、〈
売
文
〉
と
い
う
制
度
に
取
り
込
ま
れ
て
し

ま
う
の
で
は
な
く
、
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
つ
こ
と
で
自
身
の
〈
売
文
〉
に
対
す
る

批
判
的
な
態
度
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
蜜
柑
」（『
新
潮
』
一
九
一
九
年
五
月
）
や
「
東
洋
の
秋
」
と
い
っ
た
芥
川

中
期
の
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
た
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
に
注
目
す
る
藤
井
貴
志

（
２
）

が
い

う
よ
う
に
、〈
資
本
主
義
の
圏
内
に
あ
っ
て
〈
商
品
〉
と
し
て
の
文
学
作
品
を

創
作
―
生
産
し
続
け
る
〉
こ
と
は
、
た
し
か
に
芥
川
に
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
を

与
え
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
言
葉
を
換
え
れ
ば
〈
売
文
〉
に
よ
っ
て
追
い
込
ま
れ

た
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
奇
遇
」「
或
恋
愛
小
説
」
に

表
れ
た
〈
売
文
〉
の
描
か
れ
方
を
み
る
限
り
、
芥
川
は
た
だ
商
業
作
家
と
し
て

そ
の
制
度
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
制
度
そ
れ
自
体
に
対
し
て

十
分
批
評
的
で
あ
り
、
ま
た
制
度
内
に
座
を
占
め
る
自
身
を
客
観
的
に
眺
め
る

身
振
り
さ
え
示
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
メ
タ
構
造
は
、
物
語
の
外
部
に
存
在
す

る
作
家
や
彼
を
と
り
ま
く
環
境
を
テ
ク
ス
ト
上
に
顕
現
さ
せ
る
こ
と
で
、〈
売

文
〉
小
説
が
〈
売
文
〉
を
対
象
化
し
批
評
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
え

る
。で

は
、
な
ぜ
芥
川
は
そ
の
よ
う
な
メ
タ
構
造
を
持
っ
た
小
説
形
式
で
あ
る
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
他
の
創
作
で
は
積
極
的
に
利
用
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

芥
川
の
メ
タ
構
造
に
対
す
る
認
識
は
、
お
そ
ら
く
「
奇
遇
」
に
お
い
て
最
も
顕

著
に
表
れ
て
い
る
。
以
降
、「
奇
遇
」
の
テ
ク
ス
ト
分
析
を
通
し
て
芥
川
の
〈
売

文
〉
と
メ
タ
構
造
へ
の
意
識
を
考
察
す
る
。

３．

「
奇
遇
」
は
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
小
説
家
と
編
集
者
の
対
話
の
間

に
、
小
説
家
の
書
い
た
小
説
が
作
中
作
と
し
て
挟
ま
れ
る
形
を
と
っ
た
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
。
ま
ず
、
編
集
者
が
小
説
家
に
原
稿
の
依
頼
を
し
、
小
説
家
が
「
奇

遇
」
と
題
し
た
小
説
を
編
集
者
に
読
ん
で
聞
か
せ
る
。
そ
こ
で
最
初
に
語
ら
れ

る
の
が
中
国
を
舞
台
と
し
た
不
思
議
な
恋
愛
物
語
で
、
編
集
者
も
〈
ロ
マ
ン
テ

イ
ク
な
所
は
好
い
や
う
で
す
〉
と
い
う
感
想
を
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
、
小
説
家

は
〈
後
が
少
し
残
つ
て
ゐ
る
〉
と
言
っ
て
さ
ら
に
そ
の
続
き
を
読
み
上
げ
、
実

は
そ
の
〈
ロ
マ
ン
テ
イ
ク
な
〉
物
語
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
周
到
に
用
意
し
た

作
り
話
だ
っ
た
と
明
か
さ
れ
る
ど
ん
で
ん
返
し
が
二
度
ま
で
行
わ
れ
、
小
説
家

が
さ
ら
に
そ
の
後
を
続
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
〈
あ
な
た
に
黙
つ
て
置
く
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と
、
だ
ん
だ
ん
作
品
が
悪
く
な
り
さ
う
で
す
〉
と
言
う
編
集
者
に
よ
っ
て
強
制

的
に
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
整
理
す
る
と
「
奇
遇
」
の
構
成
は
、
対

話→

作
中
作→

対
話→

作
中
作→

対
話→

作
中
作→

対
話
と
い
う
形
で
展
開
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
奇
遇
」
に
関
し
て
は
、
小
沢
勝
美
に
よ
る
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』（
明
治
書

院
、
一
九
八
五
年
一
二
月
）「
奇
遇
」
の
項
の
〈
後
半
の
編
集
者
と
小
説
家
と

の
対
立
の
構
図
は
、『
南
京
の
基
督
』
を
め
ぐ
る
論
争
後
の
芥
川
の
内
部
の
小

説
観
の
矛
盾
対
立
の
方
法
的
表
現
と
読
め
ば
興
味
深
い
〉
と
い
う
指
摘

（
３
）

が
、
そ

れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
小
説
の
意
義
を
捉
え
直
す
端
緒
と

な
っ
た
と
い
え
る
。
小
沢
の
指
摘
に
続
く
か
た
ち
で
橋
浦
洋
志

（
４
）

や
単
援
朝

（
５
）

も

「
南
京
の
基
督
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
〇
年
七
月
）
と
の
関
係
に
お
い
て
「
奇

遇
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
小
沢
の
指
摘
す
る
通
り
、「
奇
遇
」

と
「
南
京
の
基
督
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
作
に
お
け
る
結
末
の
問
題
な
ど

看
過
で
き
な
い
点
が
多
々
あ
る
。
し
か
し
、「
奇
遇
」
が
「
南
京
の
基
督
」
の

問
題
意
識
を
承
け
た
小
説
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
在
の
研
究
状
況
に
お
い
て

は
、「
奇
遇
」
に
対
す
る
理
解
に
あ
る
種
の
錯
誤
が
流
通
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
奇
遇
」
と
「
南
京
の
基
督
」
論
争
の
関

係
に
つ
い
て
再
検
証
を
行
う
。

最
初
に
問
題
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
南
京
の
基
督
」
を
め
ぐ
る
南
部
修
太

郎
と
の
論
争
に
つ
い
て
ざ
っ
と
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
事
の
発
端

は
大
正
九
年
七
月
一
一
日
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
南
部
の
「
南

京
の
基
督
」
評
に
あ
る
。

N
o

v
elist

で
な
く
てF

ictio
n

ist

―
―
一
面
に
於
て
腕
達
者
な
そ
の

F
iction

ist

で
あ
る
芥
川
氏
は
時
々
こ
の
作
の
や
う
な
小
綺
麗
に
纏
め
上
げ

たF
iction

を
書
い
て
、
気
持
好
さ
さ
う
に
遊
ん
で
ゐ
る
。〔
中
略
〕
結
末

に
近
く
そ
の
西
洋
人
を
「
日
本
人
と
亜
米
利
加
人
と
の
混
血
児

あ
い
の
こ

で
、
名
前

は
確
かG

eorg
e

M
arry

と
か
云
つ
た
」
な
ど
ゝ
、
厭
や
に
現
実
が
ゝ
つ

た
添
書
を
加
へ
た
の
は
、F

iction

ら
し
い
幻
想
を
破
つ
て
し
ま
ふ
の
で

無
用
だ
と
思
ふ
が
、
何
れ
に
し
て
も
作
者
の
冴
え
た
筆
達
者
さ
は
気
持
が

好
い
。
巧
い
も
の
だ
と
云
ひ
た
く
な
る
。
が
、
こ
の
作
は
た
ゞ
そ
れ
だ
け

の
物
に
過
ぎ
な
い
。

（「
最
近
の
創
作
を
読
む
　
六
」

（
６
）

）

南
部
が
〈F

iction

ら
し
い
幻
想
を
破
つ
て
し
ま
ふ
の
で
無
用
だ
と
思
ふ
〉
と

批
判
を
加
え
て
い
る
の
は
、
全
三
章
か
ら
成
る
「
南
京
の
基
督
」
の
結
末
部
に

あ
た
る
「
三
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
南
京
の
基
督
」
は
、「
一
」
と
「
二
」
で

梅
毒
を
抱
え
る
若
い
娼
婦
・
金
花
が
あ
る
晩
彼
女
の
も
と
を
訪
れ
た
キ
リ
ス
ト

に
似
た
客
と
寝
た
次
の
朝
、
悪
性
の
梅
毒
が
跡
形
も
な
く
治
っ
て
い
た
と
い
う

物
語
を
提
示
し
、「
三
」
は
時
間
を
翌
年
の
春
と
し
て
、
金
花
か
ら
そ
の
話
を

聞
い
た
日
本
の
旅
行
家
が
、
偶
然
自
分
の
知
っ
て
い
た
悪
性
の
梅
毒
に
罹
っ
て

発
狂
し
た
無
頼
の
混
血
児
の
話
を
金
花
に
聞
か
せ
る
べ
き
か
思
い
悩
む
と
い
う

後
日
譚
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
に
対
す
る
南
部
の
批
判
は
明
快
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で
あ
る
。「
一
」「
二
」
で
描
か
れ
た
〈
昔
の
西
洋
の
伝
説
の
や
う
な
夢
〉（「
南

京
の
基
督
」）
を
「
三
」
で
覆
す
、
い
わ
ゆ
る
ど
ん
で
ん
返
し
の
結
末
を
批
判

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
南
部
の
批
評
に
対
す
る
、
私
信
の
中
で
行
わ

れ
た
芥
川
の
反
駁
は
、
し
か
し
、
南
部
の
批
判
意
識
と
は
地
平
を
異
に
し
て
い

た
。

君
に
問
ふ
あ
の
日
本
の
旅
行
家
が
金
花
に
真
理
を
告
げ
得
な
い
心
も
ち

は
何
故
遊
び
に
堕
し
て
ゐ
る
か
僕
等
作
家
は
人
生
か
らO

diou
s

tru
th

を

掴
ん
だ
場
合
そ
の
曝
露
に
躊
躇
す
る
気
も
ち
は
あ
の
日
本
の
旅
行
家
が
悩

ん
で
ゐ
る
心
も
ち
と
同
じ
で
は
な
い
か
君
自
身
さ
う
云
ふ
心
も
ち
を
感
じ

る
程
残
酷
な
人
生
に
対
し
た
事
は
な
い
の
か
君
自
身
無
数
の
金
花
た
ち
を

君
の
周
囲
に
見
た
覚
え
は
な
い
の
か
さ
う
し
て
彼
等
の
幻
を
破
る
事
が
反

つ
て
彼
等
を
不
幸
に
す
る
苦
痛
を
嘗
め
た
事
は
な
い
の
か

（
大
正
九
年
七
月
一
五
日
付
南
部
修
太
郎
宛
書
簡
）

芥
川
は
こ
の
よ
う
に
、
南
部
が
小
説
の
構
成
に
つ
い
て
行
っ
た
批
判
を
作
中

の
登
場
人
物
の
位
置
に
立
ち
、
相
手
の
幸
福
な
蒙
昧
を
破
る
べ
き
か
否
か
と
い

う
倫
理
の
問
題
と
し
て
受
け
取
り
反
論
し
て
い
る
。
南
部
が
〈F

iction

ら
し

い
幻
想
を
破
つ
て
し
ま
ふ
〉
と
批
判
し
て
い
る
の
は
、
小
説
中
の
金
花
で
は
な

く
、「
南
京
の
基
督
」
を
読
む
読
者
の
立
場
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
南
部
は
テ
ク
ス
ト
構
造
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
芥

川
は
物
語
内
容
か
ら
反
論
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
明
ら
か
に
論
点
の
ず
れ
た

反
駁
を
さ
れ
な
が
ら
、
あ
げ
く
〈
先
輩
顔
を
す
る
の
で
は
な
い
が
遠
慮
な
く
不

服
を
書
く
君
も
遠
慮
な
く
答
へ
て
貰
ひ
た
い
そ
れ
ま
で
は
君
と
会
は
な
い
つ
も

り
だ
〉（
同
書
簡
）
と
ま
で
い
わ
れ
た
南
部
の
困
惑
は
想
像
し
て
余
り
あ
る
が
、

そ
れ
は
措
く
に
し
て
も
、「
奇
遇
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
は
、
こ
の
論
争
―
―
実
際

そ
れ
は
論
争
と
呼
べ
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
い
の
だ
が
―
―
を
受
け
て
〈『
南
京

の
基
督
』
の
と
き
と
同
じ
よ
う
な
「
実
在
性
が
と
ぼ
し
い
」
と
い
う
批
判
に
あ

ら
か
じ
め
先
手
を
打
〉
つ
目
的
で
採
ら
れ
た
と
す
る
見
方
が
先
の
小
沢
に
よ
っ

て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

「
南
京
の
基
督
」
に
対
す
る
南
部
の
〈F

iction

ら
し
い
幻
想
を
破
つ
て
し
ま

ふ
〉
結
末
へ
の
批
判
を
受
け
、
芥
川
が
〈F

iction

ら
し
い
幻
想
を
破
つ
て
し

ま
ふ
〉
結
末
を
付
け
加
え
る
こ
と
自
体
を
小
説
の
要
点
と
し
て
「
奇
遇
」
を
書

い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
作
中
作
で
あ
る
〈「
奇
遇
」〉（
※
以
降
、
作
中

の
小
説
家
の
書
い
た
「
奇
遇
」
を
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
）
の
間
に
挿
入
さ
れ

る
小
説
家
と
編
集
者
の
対
話
は
、
付
け
加
え
ら
れ
る
結
末
が
〈
蛇
足
〉
で
あ
り

〈
折
角
の
読
者
の
感
興
を
ぶ
ち
壊
す
〉（「
奇
遇
」）
と
い
う
批
判
を
〈「
奇
遇
」〉

に
対
し
て
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
行
う
批
評
的
な
機
能
を
備
え
て
い
る
。「
南
京
の

基
督
」
と
「
奇
遇
」
が
ど
ち
ら
も
〈O

diou
s

tru
th

〉（
＝
醜
悪
な
事
実
）
を
開

示
す
る
と
い
う
共
通
の
構
成
を
持
ち
な
が
ら
、「
奇
遇
」
の
み
が
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
り
う
る
の
は
、「
奇
遇
」
が
〈O

diou
s

tru
th

〉
の
開
示
に
対
す
る

批
評
を
意
識
的
に
テ
ク
ス
ト
内
へ
取
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
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の
先
行
論
は
、
そ
う
し
た
「
奇
遇
」
に
み
ら
れ
る
批
評
意
識
を
南
部
と
の
「
南

京
の
基
督
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
求
め
て
い
る
。

「
奇
遇
」
の
特
徴
を
そ
の
自
己
批
評
性
に
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
奇

遇
」
に
お
け
る
小
説
家
と
編
集
者
と
の
対
話
部
分
は
実
に
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
る
と
い
え
る
。
単
援
朝
は
〈
作
者
の
小
説
観
が
込
め
ら
れ
た
、
特
殊
な
使

命
を
も
つ
こ
の
作
品
の
真
意
が
南
部
修
太
郎
が
一
番
よ
く
わ
か
る
は
ず
だ
が
、

あ
の
「
美
し
い
渭
塘
奇
遇
記
」
に
つ
ま
ら
な
い
事
実
を
つ
け
た
ら
こ
う
な
る
の

だ
と
い
う
ふ
う
に
、
芥
川
は
言
葉
（
論
理
）
で
な
く
て
形
象
（
物
語
）
に
よ
る

反
証
法
で
南
部
へ
の
反
論
を
図
っ
た
た
め
、
そ
の
図
式
と
意
図
は
当
時
の
一
般

の
読
者
に
も
分
か
り
や
す
い
も
の
だ
っ
た
〉
と
、「
奇
遇
」
そ
れ
自
体
が
誰
の

目
に
も
明
ら
か
な
小
説
の
か
た
ち
を
借
り
た
批
評
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

れ
を
理
由
に
〈
編
集
者
と
小
説
家
と
の
対
立
は
さ
し
て
重
要
な
も
の
で
は
な

い
〉
と
述
べ
る
が
、
芥
川
が
「
奇
遇
」
の
テ
ク
ス
ト
に
メ
タ
レ
ベ
ル
を
与
え
た

意
味
を
黙
過
し
た
こ
の
言
及
は
、
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
批
評
を
そ
の
テ
ク
ス
ト

自
体
に
明
記
す
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
自
己
批
評
性
に
無
自
覚
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
「
奇
遇
」
が
、
単
の
い
う
よ
う
に
本
当
に
南
部
へ
の
反
論
の
た
め
の

作
品
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
再
度
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
単
が
い
う
芥

川
と
南
部
の
論
争
の
構
図
を
整
理
す
る
と
、
南
部
は
「
南
京
の
基
督
」
が
最
後

に
〈F
iction

ら
し
い
幻
想
を
破
つ
て
し
ま
ふ
〉、
ど
ん
で
ん
返
し
の
結
末
の
あ

り
方
を
批
判
し
、
そ
れ
を
受
け
た
芥
川
は
「
奇
遇
」
で
過
剰
な
ま
で
の
ど
ん
で

ん
返
し
を
繰
り
返
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
芥
川
が
「
奇
遇
」

で
行
っ
た
こ
と
は
、
ど
ん
で
ん
返
し
を
否
定
す
る
南
部
へ
の
反
論
、
換
言
す
れ

ば
、
ど
ん
で
ん
返
し
の
肯
定
に
な
り
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
奇
遇
」

に
見
ら
れ
る
ど
ん
で
ん
返
し
の
過
剰
は
、
そ
の
ま
ま
ど
ん
で
ん
返
し
の
滑
稽
さ

ば
か
り
を
強
調
し
、
ど
ん
で
ん
返
し
が
持
つ
正
当
な
文
学
的
価
値
を
拡
散
さ
せ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
奇
遇
」
に
お
い
て
芥
川
が
行
っ
た
こ
と
も
ど

ん
で
ん
返
し
へ
の
批
判
に
他
な
ら
ず
、
立
場
と
し
て
は
南
部
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
芥
川
の
南
部
宛
書
簡
に
は
ど
ん
で
ん
返
し
を
肯
定
す
る
よ
う
な
言
葉

は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
芥
川
は
「
南
京
の
基
督
」
論
争
に
お
い
て
、
ど
ん
で
ん

返
し
の
結
末
を
肯
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
一
度
た
り
と
も
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
「
奇
遇
」
が
南
部
へ
の
反
論
の
小
説
な
ど
と
い
え
る

だ
ろ
う
か
。

「
奇
遇
」
は
、
こ
れ
ま
で
良
く
も
悪
く
も
「
南
京
の
基
督
」
と
い
う
芥
川
の

主
要
作
品
に
関
連
す
る
小
説
と
し
て
の
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

だ
が
、「
奇
遇
」
が
「
南
京
の
基
督
」
を
批
判
し
た
南
部
へ
の
反
論
の
作
品
と

い
う
評
価
自
体
が
成
り
立
た
な
い
以
上
、「
南
京
の
基
督
」
の
サ
ブ
・
テ
ク
ス

ト
的
な
位
置
づ
け
か
ら
解
放
し
、
固
有
の
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
、
さ
し
あ
た

っ
て
こ
の
「
奇
遇
」
と
い
う
小
説
に
は
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
奇
遇
」
を

〈
売
文
〉
小
説
・
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
捉
え
る
こ
と
は
、「
南
京
の
基
督
」
か

ら
自
立
し
た
「
読
み
」
の
可
能
性
を
導
き
、
新
た
な
解
釈
の
地
平
を
拓
き
う
る

試
行
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
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４．

繰
り
返
す
が
「
奇
遇
」
は
そ
の
メ
タ
構
造
に
お
い
て
非
常
に
示
唆
的
な
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
奇
遇
」
の
構
造
に
お
け
る
メ
タ
性
は
二
重
の
意
味

で
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
作
中
作
＝
〈「
奇
遇
」〉

と
そ
れ
を
批
評
す
る
対
話
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
メ
タ
構
造
に
つ
い
て
、
残

る
も
う
一
つ
は
物
語
＝
〈「
奇
遇
」〉
の
結
末
が
物
語
そ
れ
自
体
に
対
し
て
有
す

る
メ
タ
性
に
関
し
て
で
あ
る
。「
奇
遇
」
が
メ
タ
構
造
そ
れ
自
体
を
問
題
化
す

る
小
説
で
あ
る
の
は
、
橋
浦
洋
志
の
「
奇
遇
」
が
抱
え
る
問
題
は
〈
小
説
あ
る

い
は
物
語
に
於
け
る
〈
終
り
〉
の
問
題
で
あ
る
〉
と
い
う
指
摘
に
も
表
れ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
目
の
メ
タ
構
造
、
す
な
わ
ち
作
中
作
の
結
末
に
み
ら
れ

る
メ
タ
性
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

橋
浦
が
「
奇
遇
」
結
末
部
に
見
ら
れ
る
小
説
家
の
〈
も
う
五
六
枚
で
お
し
ま

ひ
で
す
〉
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、〈
こ
れ
が
書
か
れ
て
い
な
い
以
上
、「
奇

遇
」
は
終
っ
て
は
い
な
い
〉
と
述
べ
る
よ
う
に
、
作
中
で
最
終
的
に
語
ら
れ
る

〈「
奇
遇
」〉
の
結
末
、
実
は
王
生
た
ち
の
芝
居
を
少
女
の
両
親
が
見
抜
い
て
い

て
彼
ら
の
芝
居
に
付
き
合
っ
て
い
た
、
と
い
う
二
度
目
の
ど
ん
で
ん
返
し
は
、

〈「
奇
遇
」〉
の
作
者
で
あ
る
小
説
家
が
用
意
し
た
本
来
の
結
末
で
は
な
い
。
そ

の
意
味
で
〈「
奇
遇
」〉
本
来
の
結
末
は
宙
吊
り
に
さ
れ
た
ま
ま
だ
と
い
え
る
。

〈「
奇
遇
」〉
に
結
末
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、〈
い
や
、
も
う
そ
の
先
は
沢
山
で

す
。
ち
よ
い
と
そ
の
原
稿
を
貸
し
て
下
さ
い
。
あ
な
た
に
黙
つ
て
置
く
と
、
だ

ん
だ
ん
作
品
が
悪
く
な
り
さ
う
で
す
〉
と
い
う
理
由
か
ら
、
編
集
者
に
よ
っ
て

強
制
的
に
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
か
さ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
〈「
奇
遇
」〉
本
来
の
結
末
が
〈
も
う
五
六
枚
〉
後
に
準
備
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、〈「
奇
遇
」〉
が
厳
密
に
原
稿
用
紙
〈
五
六
枚
〉
分
継
続

さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
〈「
奇
遇
」〉
の
結
末
は
規
則

性
に
従
う
こ
と
で
い
く
ら
で
も
接
続
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
対
話
を
挟
む
た
び
に
前
段
を
覆
す
ど
ん
で
ん
返
し
が
行
わ
れ
る
そ
れ

ま
で
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
す
れ
ば
、〈「
奇
遇
」〉
は
こ
の
後
も
三
度
目
の
ど
ん

で
ん
返
し
、
四
度
目
の
ど
ん
で
ん
返
し
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
こ
れ
は
現
実
の
作
者
で
あ
る
芥
川
が
、
実
際
に
無
数
の
ど
ん
で
ん
返
し

を
〈「
奇
遇
」〉
に
用
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
芥
川
が
そ
こ
で
明

ら
か
に
し
た
の
は
、
一
言
で
い
え
ば
ど
ん
で
ん
返
し
式
の
結
末
の
不
毛
さ
で
あ

る
。作

中
で
最
初
に
語
ら
れ
、
編
集
者
か
ら
も
〈
ロ
マ
ン
テ
イ
ク
な
所
は
好
い
や

う
で
す
〉
と
言
わ
れ
る
最
初
の
ど
ん
で
ん
返
し
ま
で
の
〈「
奇
遇
」〉
前
半
部

（
※
以
降
、
こ
れ
を
便
宜
上
「
渭
塘
奇
遇
記
」
と
呼
ぶ
）
は
、
作
中
人
物
で
あ

る
王
生
夫
婦
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
物
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
生
夫
婦
は

「
渭
塘
奇
遇
記
」
に
対
し
て
物
語
作
者
の
位
置
に
立
っ
て
お
り
、
そ
の
事
実
が

明
か
さ
れ
る
最
初
の
ど
ん
で
ん
返
し
の
結
末
は
、「
渭
塘
奇
遇
記
」
と
い
う
作

ら
れ
た
物
語
の
外
部
に
存
在
し
、「
渭
塘
奇
遇
記
」
に
お
け
る
内
部
的
な
結
末

に
対
す
る
メ
タ
性
を
有
し
た
結
末
＝
メ
タ
結
末
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
メ
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タ
結
末
は
、
少
女
の
両
親
に
は
見
抜
か
れ
て
お
り
、
王
生
夫
婦
は
少
女
の
両
親

の
思
惑
通
り
に
動
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
少
女
の
両
親

は
メ
タ
結
末
を
さ
ら
に
一
つ
上
の
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
仕
組
ん
だ
物
語
作
者
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
二
度
目
の
ど
ん
で
ん
返
し
は
、
メ
タ
・
メ
タ
結

末
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
中
で
実
際
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
ま
で
で

あ
る
が
、〈「
奇
遇
」〉
が
〈
も
う
五
六
枚
〉
続
く
と
い
う
の
な
ら
ば
、
こ
の
後

さ
ら
に
メ
タ
・
メ
タ
・
メ
タ
結
末
、
メ
タ
・
メ
タ
・
メ
タ
・
メ
タ
結
末
、
…

…
、
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
原
理
的
に
可
能
な
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
が
示
す
の
は
、
ど
ん
で
ん
返
し
式
の
結
末
に
内
包
さ
れ
る
無
限
階

梯
性
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
丹
念
に
細
叙
し
て
き
た
物
語
を
最
後
の
最
後
で
一
気

に
覆
す
ど
ん
で
ん
返
し
は
、
物
語
の
結
末
を
物
語
本
体
と
相
対
さ
せ
、
メ
タ
レ

ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
メ
タ
構
造
を
持
つ
と
い
え
る
。
そ
の
典
型

と
し
て
、
た
と
え
ば
推
理
小
説
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
ま
ず
、

物
語
の
大
半
を
使
っ
て
異
常
な
事
件
が
語
ら
れ
、
物
語
の
結
末
に
な
っ
て
探
偵

が
事
件
の
謎
を
解
き
、
事
件
の
異
常
性
は
論
理
的
帰
結
へ
と
転
覆
さ
れ
る
。
そ

こ
で
は
事
件
に
対
す
る
謎
の
解
明
が
メ
タ
レ
ベ
ル
の
位
置
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
や
は
り
推
理
小
説
で
も
「
奇
遇
」
に
み
ら
れ
た
メ
タ
構
造
の
無
限
化

が
同
じ
よ
う
に
起
こ
る
こ
と
は
、
笠
井
潔
が
〈
メ
タ
証
拠
を
め
ぐ
る
問
題
〉

（
７
）

の

考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

橋
浦
は
、「
奇
遇
」
の
こ
う
し
た
構
造
の
あ
り
方
を
〈
芥
川
龍
之
介
の
中
で

〈
終
り
〉
の
観
念
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
こ
と
〉
の
証
左
と
捉
え
、〈〈
筋
〉
の
一

致
を
見
る
こ
と
は
な
い
〉
＝
〈
全
体
と
し
て
〈
物
語
〉
は
完
結
し
て
い
な
い
〉

小
説
「
藪
の
中
」（『
新
潮
』
一
九
二
二
年
一
月
）
に
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
指

摘
を
行
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
芥
川
の
小
説
に
お
い
て
結
末
、
と
り
わ
け
ど
ん

で
ん
返
し
式
の
結
末
を
め
ぐ
る
問
題
は
芥
川
の
小
説
観
を
み
る
上
で
重
要
な
も

の
だ
と
い
え
る
。
事
実
、
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
年
）

七
月
二
七
日
に
、
そ
の
頃
我
孫
子
に
在
住
中
の
志
賀
直
哉
を
訪
ね
た
芥
川
は
、

芥
川
文
学
の
結
末
が
持
つ
問
題
を
志
賀
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
志
賀
は
そ
の

と
き
の
こ
と
を
「
沓
掛
に
て
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
七
年
九
月
）

（
８
）

の
中
に
記

し
て
い
る
。

一
体
芥
川
君
の
も
の
に
は
仕
舞
で
読
者
に
背
負
い
投
げ
を
食
は
す
や
う

な
も
の
が
あ
つ
た
。
こ
れ
は
読
後
の
感
じ
か
ら
い
つ
て
も
好
き
で
な
く
、

作
品
の
上
か
ら
い
へ
ば
損
だ
と
思
ふ
と
い
つ
た
。
気
質
か
た
ぎ

の
異
ひ
か
も
知
れ

な
い
が
、
私
は
夏
目
さ
ん
の
物
で
も
作
者
の
腹
に
は
は
つ
き
り
あ
る
事
を

何
時
ま
で
も
読
者
に
隠
し
、
釣
つ
て
行
く
所
は
、
ど
う
も
好
き
に
な
れ
な

か
つ
た
。
私
は
無
遠
慮
に
只
、
自
分
の
好
み
を
云
つ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な

い
が
、
芥
川
君
は
そ
れ
ら
を
素
直
に
う
け
入
れ
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、

「
芸
術
と
い
ふ
も
の
が
本
統
に
分
つ
て
ゐ
な
い
ん
で
す
」
と
い
つ
た
。

芥
川
が
志
賀
自
身
〈
気
質
の
異
ひ
〉
と
弁
え
る
指
摘
を
〈
素
直
に
う
け
入

れ
〉
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
と
き
、
す
で
に
志
賀
か
ら
言
わ
れ
る
ま
で
も
な
く
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自
ら
ど
ん
で
ん
返
し
式
の
結
末
に
内
包
さ
れ
る
問
題
性
に
気
づ
い
て
い
た
か
ら

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
性
と
は
、
志
賀
が
嫌
う
〈
作
者
の
腹
に
は
は
つ

き
り
あ
る
事
を
何
時
ま
で
も
読
者
に
隠
し
、
釣
つ
て
行
く
〉
と
い
う
よ
う
な
点

に
は
な
い
。
ど
ん
で
ん
返
し
式
の
結
末
が
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
小

説
の
主
眼
が
結
末
に
集
約
さ
れ
、
小
説
の
目
的
が
物
語
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
そ

れ
自
体
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
構
造
は
さ
ら
な
る
構
造
を
呼
び
込
み
、
あ
ま
り

に
不
毛
な
無
限
性
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
何
も
結
末
に
お
け
る
メ
タ
構
造
に
対
し
て
の
み
い
え
る
の
で
は
な
い
。
こ

れ
は
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
メ
タ
構
造
一
般
が
潜
在
的
に
抱
え
て
し
ま
う
不
毛

さ
で
あ
る
。
真
砂
薫

（
９
）

は
、
様
々
な
分
野
・
領
域
に
散
見
さ
れ
る
メ
タ
構
造
に
対

す
る
考
察
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
無
限
階
梯
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

Ａ
に
つ
い
て
の
Ａ
、
の
構
造
は
何
も
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し
は
し
な

い
。
そ
れ
は
、
構
造
が
構
造
自
身
を
生
み
出
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
Ａ
に
つ

い
て
の
Ａ
に
つ
い
て
の
Ａ
に
つ
い
て
の
…
…
と
い
う
循
環
を
内
包
し
て
い

る
だ
け
だ
。

真
砂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
メ
タ
構
造
自
体
は
〈
何
も
新
し
い
も
の
を
生
み

出
し
は
し
な
い
〉、
し
た
が
っ
て
不
毛
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
ど
ん
で
ん

返
し
の
よ
う
な
メ
タ
構
造
を
呼
び
込
む
も
の
が
新
奇
な
も
の
を
期
待
す
る
心
理

だ
と
い
う
こ
と
も
事
実
だ
ろ
う
。
芥
川
は
「
尾
生
の
信
」（『
中
央
文
學
』
一
九

二
〇
年
一
月
）
の
中
に
〈
昼
も
夜
も
漫
然
と
夢
み
が
ち
な
生
活
を
送
り
な
が

ら
、
唯
、
何
か
来
る
べ
き
不
可
思
議
な
も
の
ば
か
り
を
待
つ
て
ゐ
る
〉
心
理
を

描
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
今
こ
こ
に
あ
る
現
実
を
相
対
化
し
う
る
意
外
性
へ
の

希
求
こ
そ
が
、
現
在
の
構
造
の
外
部
を
志
向
す
る
精
神
の
本
態
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
志
向
性
に
は
基
本
的
に
際
限
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
み
れ
ば
「
奇
遇
」
に
よ
っ
て
剔
出
さ
れ
た
問
題
と
は
、
結
末
の
問
題

と
い
う
よ
り
も
、
新
奇
さ
を
求
め
て
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
メ
タ
構
造
の
不
毛

さ
そ
の
も
の
と
い
っ
た
方
が
適
切
だ
ろ
う
。
芥
川
は
そ
こ
で
奇
し
く
も
構
造
と

い
う
も
の
に
内
包
さ
れ
る
問
題
性
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。

５．

メ
タ
構
造
が
「
奇
遇
」
に
お
い
て
問
題
の
中
心
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ

こ
ま
で
に
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。「
奇
遇
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
①
〈
売
文
〉

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
メ
タ
性
と
②
ど
ん
で
ん
返
し
式
の
結
末
に
見
出
さ
れ
る
メ

タ
性
と
い
う
二
重
の
メ
タ
構
造
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
図
示
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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図
中
一
番
外
側
の
枠
線
は
、「
奇
遇
」
の
テ
ク
ス
ト
の
境
界
を
意
味
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
枠
線
の
中
は
テ
ク
ス
ト
内
世
界
を
表
し
、
外
側
は
テ
ク
ス
ト

外
世
界
を
表
す
。
こ
の
と
き
「
奇
遇
」
の
テ
ク
ス
ト
内
世
界
に
作
中
作
で
あ
る

〈「
奇
遇
」〉
と
そ
の
書
き
手
の
小
説
家
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
最
も
典
型
的
な

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
構
成
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
。
小
説
家
が
同
じ
構

造
内
の
人
物
で
あ
る
編
集
者
と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈「
奇
遇
」〉
は
批
評

さ
れ
、
結
果
的
に
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
が
テ
ク
ス
ト
自
身
を
批
評
す
る
自
己
再
帰

的
・
自
己
言
及
的
な
言
語
配
置
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
メ
タ
構
造
①
の

中
に
、
構
造
化
を
無
限
に
展
開
し
う
る
可
能
性
を
持
っ
た
、
も
う
一
つ
の
メ
タ

構
造
②
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、「
奇
遇
」
の
テ
ク
ス
ト
構
造
の
最
も

大
き
な
特
徴
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
こ
で
い
わ
れ
る
無
限
性

も
結
局
は
理
念
の
上
に
お
い
て
の
み
有
効
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小

説
が
テ
ク
ス
ト
と
い
う
物
質
で
あ
る
以
上
、
ま
た
、
人
間
が
終
局
へ
向
け
た
歩

み
を
片
時
も
休
む
こ
と
の
で
き
な
い
生
物
で
あ
る
以
上
、
必
ず
そ
こ
に
は
ど
う

し
て
も
有
限
性
が
介
在
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
原
理
上
無
限
た

り
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
観
念
か
ら
具
体
的
な
も
の
へ
移
行
さ
せ
よ
う
と
し

た
途
端
、
無
限
は
た
ち
ま
ち
無
限
性
を
失
効
し
有
限
の
中
へ
把
捉
さ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
無
限
に
構
造
化
を
繰
り
返
し
、
最
終
的
な
結
末

を
永
遠
に
遅
延
さ
せ
る
こ
と
な
ど
現
実
的
に
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と
は
そ

う
し
た
小
説
を
実
際
に
書
い
て
み
れ
ば
即
座
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
に
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も
拘
わ
ら
ず
〈「
奇
遇
」〉
が
無
限
の
構
造
化
を
想
起
さ
せ
る
の
は
、
無
限
性
を

体
現
し
、
提
示
し
て
み
せ
た
か
ら
で
は
な
く
、
無
限
性
を
発
揮
す
る
前
に
本
来

あ
り
う
べ
き
破
綻
が
外
部
的
な
要
因
に
よ
っ
て
頓
挫
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
理
念
の
上
で
は
無
限
で
あ
る
は
ず
の
〈「
奇
遇
」〉
が
実
際
に
は
そ

れ
を
な
し
え
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
無
限
性
自
体
が
阻
害
さ
れ
た
と
仮
装
す
る

こ
と
で
、
構
造
の
無
限
化
の
不
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
理
念
が

現
実
に
移
行
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
理
念
と
し
て
保
持
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、〈「
奇
遇
」〉
が
理
念
の
上
で
の
み
可
能
で
あ
り
、
現
実
に
は
不
可

能
な
無
限
の
メ
タ
構
造
を
持
つ
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
そ
の
無
限
階
梯
性
が
発

揮
さ
れ
る
以
前
に
編
集
者
に
よ
っ
て
強
引
に
打
ち
切
ら
れ
て
い
る
た
め
だ
と
い

え
る
。

〈
売
文
〉
は
、
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
存
在
し
、
テ
ク
ス
ト
の
性
質
に
関
係
な

く
、
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
無
条
件
の
強
制
力
を
有
し
た
制
度
で
あ
る
。「
奇
遇
」

で
は
、〈「
奇
遇
」〉
の
無
限
階
梯
性
が
発
揮
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
〈
売

文
〉
の
強
制
力
だ
と
い
う
構
え
を
と
っ
て
い
る
。
芥
川
は
、
本
来
実
現
不
可
能

な
無
限
構
造
化
を
〈
売
文
〉
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
た
と
み
せ
る
こ
と
で
、
か
え

っ
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
残
し
た
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な

く
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
の
中
に
芥
川
を
沈
め
た
〈
売
文
〉
の
意
識
的
な
テ
ク
ス
ト

上
に
お
け
る
戦
略
的
利
用
で
あ
る
。

加
え
て
、
芥
川
は
〈
売
文
〉
を
テ
ク
ス
ト
上
に
描
く
こ
と
で
さ
ら
に
決
定
的

な
効
果
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
悪
意
に
満
ち

た
、
と
形
容
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
〈
売
文
〉
の
利
用
で
あ
る
。「
奇
遇
」

に
お
い
て
、
小
説
家
は
、
編
集
者
の
〈
お
や
、
も
う
余
程
急
が
な
い
と
、
五
時

の
急
行
に
は
間
に
合
ひ
ま
せ
ん
よ
。
原
稿
の
事
な
ぞ
は
か
ま
つ
て
ゐ
ず
に
、
早

く
自
動
車
で
も
御
呼
び
な
さ
い
〉
と
い
う
言
葉
に
促
さ
れ
、〈「
奇
遇
」〉
に
対

す
る
所
有
権
を
な
か
ば
放
棄
し
た
か
た
ち
で
テ
ク
ス
ト
上
か
ら
退
場
し
て
い
く
。

小
説
家
が
自
作
を
放
棄
し
た
以
上
、〈「
奇
遇
」〉
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
る
か
は
編
集
者
の
意
図
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
編
集
者
は

〈
ロ
マ
ン
テ
イ
ク
な
〉
小
説
を
求
め
て
お
り
、〈
読
者
の
感
興
を
ぶ
ち
壊
す
〉
こ

と
を
厭
い
、
ど
ん
で
ん
返
し
の
〈
末
段
だ
け
は
削
〉
る
こ
と
を
小
説
家
に
要
求

し
て
い
た
。
原
稿
の
実
質
的
な
所
有
権
が
こ
の
よ
う
な
編
集
者
に
渡
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、〈「
奇
遇
」〉
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
ど
ん
で
ん
返
し

の
結
末
を
削
除
し
た
〈
ロ
マ
ン
テ
イ
ク
な
〉「
渭
塘
奇
遇
記
」
だ
け
が
〈「
奇

遇
」〉
と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
が
暗
示
す
る

の
は
、
商
業
誌
に
掲
載
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
〈
ロ
マ
ン
テ
イ
ク
な
〉
小
説
の
背
景

に
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

小
説
家
と
編
集
者
と
の
〈
売
文
〉
を
め
ぐ
る
や
り

と
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
読
者
に
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ど
ん
で
ん
返
し
を
想

像
さ
せ
、
不
謹
慎
な
勘
繰
り
を
誘
う
。「
奇
遇
」
が
示
し
た
の
は
、
ど
ん
で
ん

返
し
式
の
メ
タ
結
末
は
ど
ん
な
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
も
無
制
限
に
接
続
可
能
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
読
者
が
商
業
誌
の
中
で
目
に
す
る
小
説
は
、
実
は
小
説
家

の
書
い
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
編
集
者
に
よ
る
調
整
を
受
け
た
も
の
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
〈
売
文
〉
制
度
に
対
す
る
不
安
と
懐
疑
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
巧
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み
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
芥
川
は
「
奇
遇
」
を
作
家
―
メ
デ
ィ
ア
―
読
者
の

関
係
を
撹
乱
す
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

６．

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
芥
川
は
自
身
を
停
滞
へ
追
い
込
ん
だ
〈
売

文
〉
か
ら
目
を
背
け
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
テ
ク
ス
ト
の
中
へ
取
り
込
む
こ
と

で
新
た
な
表
現
方
法
を
開
拓
し
た
。
そ
れ
が
現
代
の
尺
度
か
ら
み
て
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
的
な
書
法
に
映
る
の
は
、
そ
も
そ
も
〈
売
文
〉
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
文
学
が
問
題
化
す
る
表
現
媒
体
や
読
者
を
意
識
す
る
こ

と
と
同
義
だ
か
ら
で
あ
る
。〈
売
文
〉
に
よ
っ
て
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
芥

川
が
、
そ
の
停
滞
期
に
お
い
て
過
剰
に
方
法
的
で
あ
り
え
た
の
は
そ
う
し
た
必

然
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、〈
売
文
〉
の
問
題
と
取
り
組
む
中

で
メ
タ
構
造
と
い
う
方
法
に
い
き
あ
た
り
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
か
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
必
然
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
期
芥
川
は
「
奇
遇
」
の
よ
う
に
明
確
な
メ
タ
構
造
を
持
っ
た
小
説
を
ほ
と

ん
ど
書
い
て
い
な
い
。
メ
タ
構
造
を
な
か
ば
放
棄
し
た
後
の
芥
川
が
見
据
え
て

い
た
の
は
、「
奇
遇
」
の
試
行
に
よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
ー

デ
ル
的
問
題

（
10
）

と
も
い
い
う
る
、「
書
く
」
こ
と
に
お
け
る
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
だ

ろ
う
。
芥
川
は
〈
売
文
〉
の
様
相
を
眺
め
る
た
め
に
メ
タ
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る

構
造
に
立
脚
地
点
を
求
め
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
の

は
、
メ
タ
構
造
が
持
つ
無
限
階
梯
性
と
そ
の
不
毛
さ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
メ

タ
構
造
が
根
本
的
に
抱
え
る
、
あ
る
意
味
で
は
欠
陥
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
の

な
い
性
質
、「
私
は
書
く
、
と
私
は
書
く
、
と
私
は
書
く
、
と
私
は
書
く
、
と

…
…
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
己
言
及
的
な
記
述
は
容
易
に
無
限
構
造
化
が
可

能
だ
と
い
う
こ
と
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
タ
構
造
を
備

え
た
小
説
に
よ
っ
て
〈
売
文
〉
制
度
下
に
お
け
る
書
記
行
為
を
描
く
こ
と
で
自

己
言
及
的
に
批
評
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
小
説
を
書
き
表
し
て
い
る
書

記
行
為
自
体
は
テ
ク
ス
ト
の
外
部
で
さ
ら
に
高
次
メ

タ

な
構
造
に
捉
え
ら
れ
、
括
弧

に
括
ら
れ
続
け
た
ま
ま
自
己
批
評
さ
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
い
。
一
見
、
自
己

批
評
的
に
映
る
小
説
形
式
で
あ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
が
、
実
は
永
久
に
現

在
進
行
形
で
そ
の
小
説
を
書
い
て
い
る
作
家
の
書
記
行
為
に
批
評
的
な
視
線
を

向
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
行
う
の
は
、「
書

く
」
主
体
と
し
て
の
「
私
」
と
「
書
か
れ
る
」
客
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
間

に
、
無
数
の
疑
似
主
体
を
置
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
累
積
さ
せ
た

と
こ
ろ
で
、
本
当
の
「
私
」
に
行
き
着
く
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
に
特
徴
的
な
メ
タ
構
造
が
行
う
の
は
、「
私
」
と
テ
ク
ス
ト
の
間
を
無

限
に
階
層
化
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
下
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
書
く
」
こ
と
に
対
し

て
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
し
続
け
た
芥
川
が
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
方
法

を
見
限
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
納
得
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
メ
タ
構
造
で
は

な
い
テ
ク
ス
ト
構
造
の
在
り
方
を
試
行
錯
誤
す
る
中
で
書
か
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
語
り
を
並
置
す
る
こ
と
で
語
り
同
士
が
相
互
に
メ
タ
性
を
持
た
な
い
よ
う
に
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配
置
さ
れ
た
「
藪
の
中
」
は
、
メ
タ
構
造
の
持
つ
不
毛
さ
か
ら
の
脱
却
を
試
み

た
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
地
点
か
ら
構
造
に
対
す
る
方
法
意
識

を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
発
展
さ
せ
た
芥
川
は
、
一
つ
の
構
造
の
内
部
に
踏
み
と
ど
ま

り
、
そ
の
構
造
内
に
お
い
て
「
書
く
」
こ
と
を
徹
底
化
す
る
こ
と
を
選
択
す

る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
「
書
く
」
主
体
と
し
て
の
「
私
」
を
描
く
こ
と
が
可

能
な
の
は
、
構
造
で
は
な
く
文
体
そ
れ
自
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
狂
気
す
れ

す
れ
と
さ
え
い
え
る
書
記
行
為
の
果
て
に
最
晩
年
の
芥
川
は
、
た
と
え
ば
「
齒

車
」（「
一
」
の
み
『
大
調
和
』
一
九
二
七
年
六
月
、『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七

年
一
〇
月
）
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
へ
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。
後
期
芥
川
に
お

け
る
〈「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
論
や
、「
西
方
の
人
」（『
改
造
』
一
九

二
七
年
八
月
）「
或
阿
呆
の
一
生
」（『
改
造
』
一
九
二
七
年
一
〇
月
）
に
代
表

さ
れ
る
断
章
形
式
と
い
っ
た
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
と
さ
え
い
え
る
方
法
論
は
こ

の
流
れ
に
則
し
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
構
図
に
お
い
て
芥
川
文
学
の
変
遷
が
眺
め
ら
れ
た
と
き
、
第
四
短

編
集
『
影
燈
籠
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
〇
年
一
月
）
前
後
の
大
正
八
〜
九
年
を

〈
芸
術
活
動
の
中
た
る
み
〉〈
も
っ
と
も
精
彩
に
と
ぼ
し
い
年
度
〉
と
す
る
吉
田

A
一

（
11
）

の
評
言
や
、
関
口
安
義

（
12
）

の
『
影
燈
籠
』
に
対
す
る
〈
こ
こ
に
収
録
さ
れ

た
小
説
を
概
観
す
る
と
、
芥
川
の
創
作
活
動
の
停
滞
ぶ
り
が
遺
憾
な
が
ら
は
っ

き
り
し
て
し
ま
う
〉
と
い
う
否
定
的
な
評
価
な
ど
に
よ
っ
て
、
従
来
停
滞
の
時

期
と
見
做
さ
れ
て
き
た
中
期
は
、
物
語
性
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
前
期
と
、
反

対
に
そ
れ
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
後
期
の
文
学
観
を
接
続
す
る
も
の
と
し
て
、

新
た
な
認
識
の
下
、
積
極
的
に
捉
え
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の

時
期
に
発
表
さ
れ
た
作
品
群
も
、
失
敗
作
や
主
要
作
品
の
従
属
物
と
見
做
す
従

来
の
作
品
評
価
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
新

た
な
観
点
と
し
て
、〈
売
文
〉
小
説
と
い
う
テ
ク
ス
ト
戦
略
に
つ
い
て
の
考
察

を
試
み
る
「
読
み
」
は
、
中
期
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
を
拓
く
一
視
座
と
し
て
、

さ
ら
に
多
く
の
テ
ク
ス
ト
分
析
に
適
用
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

【
注
】

（
１
）
広
瀬
朝
光
「
芥
川
龍
之
介
「
或
恋
愛
小
説
」
の
素
材
に
つ
い
て
―
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ

リ
メ
「
ラ
ベ
・
オ
ー
バ
ン
」
及
び
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
「
エ
ド
メ
」
と
の
対
比

―
」（『
國
語
國
文
』
三
一
巻
九
号
、
一
九
六
二
年
九
月
）

（
２
）
藤
井
貴
志
「〈
倦
怠
〉
と
〈
永
遠
回
帰
〉
を
め
ぐ
る
寓
喩

ア
レ
ゴ
リ
ー

―
芥
川
龍
之
介
「
永
久
に

不
愉
快
な
二
重
生
活
」
論
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
九
三
号
、
二
〇
〇
四
年
一

二
月
）

（
３
）『
芥
川
龍
之
介
事
典
　
増
訂
版
』
菊
池
弘
／
久
保
田
芳
太
郎
／
関
口
安
義
・
編
、
明

治
書
院
、
二
〇
〇
一
年
七
月

（
４
）
橋
浦
洋
志
「
芥
川
龍
之
介
「
奇
遇
」
の
位
置
―
〈
神
〉
の
敗
北
―
」（『
茨
城
大
学

教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
・
芸
術
）』
四
四
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）

（
５
）
単
援
朝
「
芥
川
龍
之
介
「
奇
遇
」
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
国
文
学
　
言
語
と
文
芸
』

一
一
六
号
、
一
九
九
九
年
一
一
月
）

（
６
）『
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
　
第
１
巻
』
関
口
安
義
・
編
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
四
年
九
月

（
７
）
メ
タ
証
拠
と
は
、
探
偵
に
ミ
ス
リ
ー
ド
を
誘
う
よ
う
に
犯
人
が
仕
掛
け
た
証
拠
で
あ

り
、
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
〈
手
が
か
り
ａ
か
ら
人
物
Ａ
が
犯
人
と
目
さ
れ
た
が
、
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実
は
手
が
か
り
ａ
は
人
物
Ｂ
に
よ
る
偽
の
証
拠
に
す
ぎ
な
い
と
手
が
か
り
ｂ
か
ら
判
明

し
、
し
か
し
手
が
か
り
ｂ
は
人
物
Ｃ
に
よ
る
偽
の
証
拠
に
す
ぎ
な
い
と
手
が
か
り
ｃ

か
ら
判
明
し
…
…
〉
と
い
う
際
限
の
な
い
累
積
化
が
（
原
理
的
に
）
行
わ
れ
る
。（
笠

井
潔
『
探
偵
小
説
と
二
〇
世
紀
精
神
―
―
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
は
黄
昏
に
飛
び
た
つ

か
？
』
東
京
創
元
社
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
）

（
８
）『
芥
川
龍
之
介
作
品
資
料
集
成
　
第
４
巻
』
関
口
安
義
・
編
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
三
年
九
月

（
９
）
真
砂
薫
「
メ
タ
的
構
造
論
」（『
近
畿
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』
二
三
巻
三
号
、
一
九

九
二
年
三
月
）

（
10
）
数
学
者
ク
ル
ト
・
ゲ
ー
デ
ル
は
、
ｎ
個
の
公
理
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
ｎ
個
以
上

の
公
理
が
必
要
と
な
る
と
い
う
「
不
完
全
性
定
理
」
を
証
明
し
た
。
こ
の
こ
と
は
い

か
な
る
公
理
系
も
そ
の
枠
内
で
は
証
明
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
形
式

化
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
吉
田
A
一
『
芥
川
龍
之
介
』
三
省
堂
、
一
九
四
二
年
一
二
月
（『
近
代
作
家
研
究
叢

書
121
芥
川
龍
之
介
』
長
谷
川
泉
・
監
修
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
一
月
）

（
12
）
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
一
〇
月

―
お
お
に
し
・
ひ
さ
あ
き
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―
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