
ー－，

た
し、

や
き
ここ

ツ
セ
イ
L-

枠組

の

魅力

と
可

国

の
田 j畢

中 英史田

宏

幸

一
、
は
じ
め
に

津
田
英
史
氏
と
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
八
九
（
平

成

25 
年
四
月

神
戸
大

美
学

' 乎

研
究
科
国
語
教
育

妻修
士
課
程

兵

庫
県
教
育
委
員
会
か
ら
の
現
職
派
遣
院
生
と
し
て
入
学
し
て
か
ら
で
あ
る
。
津
田
氏

は
、
前
年
度
に
同
じ
く
現
職
派
遣
院
生
と
し
て
入
学
し
、
浜
本
純
逸
先
生
の
ご
指
導

を
受
け
て
お
ら
れ
た
が
、
浜
本
先
生
の
計
ら
い
で
私
も
二
年
次
生
対
象
の
演
習
を
一

緒
に
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
以
来
、
「
両
輪
の
会
」
の
例
会
や
兵

庫
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
の
会
合
等
に
お
い
て
、
畏
友
と
し
て
語
り
合

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
国
語
部
会
編
『
自
己
を
ひ
ら
く
表
現
指
導
』
（
右
文

書
院
、

一
九
九
五
年
五
月
）
の
刊
行
の
際
に
は
、
編
集
委
員
と
し
て
知
恵
を
お
借
り

し
、
同
書
の
コ
ラ
ム
「
授
業
の
ア
イ
デ
ア
」
五
編
の
執
筆
に
も
力
を
注
い
で
い
た
だ

、
こ
0

1
v
＋
t
 

さ
て
、
そ
の
津
田
氏
執
筆
に
よ
る
コ
ラ
ム
五
篇
は
、
い
ず
れ
も
ユ
ー
モ
ア
と
ウ
イ

ツ
ト
に
満
ち
た
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
。
約
二

O
年
前
の
実
践
提
案
で
あ
る
が
、
今

な
お
新
鮮
味
を
失
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
1
1
2
ペ
ー
ジ
の
紙
面
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
授
業
の
ね
ら
い
や
指
導
手
順
や
学
習
成
果
が
明
確
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
焦
点
の
絞
り
込
み
が
見
事
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
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実
践
提
案
（
学
習
指
導
例
）
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
「
枠
組
み
作
文
」
を
中
心
に
、
津

田
実
践
の
魅
力
と
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
津
田
氏
の
『
授
業
の
ア
イ
デ
ア
」
の
独
創
性

コ
ラ
ム

1

「
論
の
進
め
方
を
学
ば
せ
る

l
枠
組
み
指
定
作
文
」
（
同
書

m
i
mベ

ー
ジ
）
は
、
竹
西
寛
子
の
随
想
「
こ
と
ば
と
私
」
の
骨
組
み
を
手
本
と
し
て
、
「
見
過

ご
し
て
い
た
物
事
に
新
し
い
意
味
を
見
出
し
た
経
験
」
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
る
と
い



う
指
導
（
一
九
八
六
年
、
兵
庫
県
立
長
旦
両
校
二
年
生
を
対
象
と
し
た
実
践
）
で
あ

る
。
本
教
材
の
骨
組
み
を
、
①
［
呈
示
］
｜
②
［
通
年
に
対
す
る
疑
念
］
｜
③
〔
発

見
〕
｜
④
〔
再
認
識
］
｜
⑤
〔
自
分
の
変
化
］
で
あ
る
と
と
ら
え
、
こ
の
論
の
展
開

を
司
っ
て
い
る
具
体
的
な
フ
レ
ー
ズ

（
接
続
語
句
や
文
末
表
現
等
）
を
使
っ
て
、
自

分
で
も
随
想
を
書
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
指
定
す
る
フ
レ
ー
ズ
は
、
①
「
：
：
：
と
い

う
（
種
類
の
）
も
の
が
あ
る
」

l
②
「
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
：
：
：
」
｜
③
「
：
：
：

と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」
｜
④
「
と
な
る
と
：
：
：
」
｜
⑤
「
そ
う
思
う
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
：
：
：
」
で
あ
る
。
学
習
者
は
こ
う
し
た
フ
レ
ー
ズ
を
活
用
し
な
が

ら
書
き
進
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
「
論
の
進
め
方
の
一
つ
の
形
」
を
習
得

す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
身
の
回
り
の
出
来
事
に
つ
い
て
「
新
た
な
発
見
・
認
識
」

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
「
形
（
型
ご
が
指
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
見
窮
屈
な

条
件
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
書
い
て
み
る
と
、
筆
の
進
み
が
早
く
、

納
得
で
き
る
文
章
に
な
り
や
す
い
。
こ
れ
ま
で
「
漠
」
と
し
た
状
態
で
あ
っ
た
思
い

や
考
え
に
「
明
確
な
輪
郭
」
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
課
題
の
場
合
、
主
題
の
絞
り
込
み
に
つ
い
て
は
、
完
全
に
学
習
者
に
任
せ
た

ょ
う
で
あ
る
。
後
に
取
り
上
げ
る
「
た
い
や
き
エ
ッ
セ
イ
」
（
「
私
の
流
儀
」
の
擬
態

語
化
）
に
比
べ
る
と
、
話
題
を
見
つ
け
る
の
に
戸
惑
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ

れ
る
が
、
こ
の
実
践
の
成
果
で
あ
る
生
徒
作
品
例
「
食
品
添
加
物
」
「
B
G
M
」
「
自

由
な
校
風
」
な
ど
を
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
し
て
や
れ
ば
、
他
の
高
校
で
も
取
り
組
み

や
す
い
も
の
と
な
ろ
う
。
十
数
年
後
に
は
、
府
川
源
一
郎
・
高
木
ま
さ
き
・
長
編
の

会
編
『
認
識
力
を
育
て
る
「
書
き
換
え
」
学
習
l
中
学
校
・
高
校
編
』
（
東
洋
館
出
版

社
、
二

O
O四
年
）
が
刊
行
さ
れ
、
「
書
き
換
え
」
（
リ
ラ
イ
ト
）
が
高
校
で
も
広
く

実
践
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
実
践
は
、
そ
の
先
駆
け
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
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コ
ラ
ム

2

「
言
葉
へ
の
関
心
を
高
め
る
｜
漢
和
休
題
」
（
同
書
お
ベ
！
ジ
）
は
、

『
大
漢
和
辞
典
』
の
広
告
「
漢
和
休
題
」
に
よ
っ
て
漢
字
に
関
心
を
持
た
せ
、
生
徒

に
も
「
自
分
の
発
見
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
漢
字
」
を
探
さ
せ
て
発
表
さ
せ
る
と
い
う
学

習
指
導
で
あ
る
。
こ
の
新
聞
広
告
に
は
、
例
え
ば
、
「
読
ん
で
下
さ
い
。
ま
る
ご
と
一

つ
の
漢
字
で
す
」
と
い
う
見
出
し
と
と
も
に
「
『
龍
』
を
四
つ
集
め
た
漢
字
」
（
「
言
葉

が
多
い
」
の
意
。
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
認
定
「
最
も
画
数
の
多
い
漢
字
」
）
と
簡
潔
な
解
説

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
由
緒
正
し
い
漢

字
で
す
」
と
い
う
見
出
し
と
と
も
に
、
「
『
予
』
を
上
下
反
転
さ
せ
た
漢
字
」
（
「
人
を



た
ぶ
ら
か
す
」
の
意
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
広
告

を
、
語
葉
指
導
の
一
環
と
し
て
直
ち
に
教
材
化
す
る
セ
ン
ス
の
よ
さ
に
ま
ず
感
心
さ

せ
ら
れ
る
が
、
授
業
で
の
閑
話
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
教
材
を
モ
デ
ル
に
、
「
自
分
の
発
見
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
漢
字
を
探
し
て
発
表
す
る
」

と
い
う
表
現
活
動
に
繋
い
で
い
く
と
こ
ろ
に
津
田
氏
の
独
創
性
が
あ
る
。
「
他
の
人
が

ま
だ
知
ら
な
い
漢
字
を
見
つ
け
て
み
よ
う
」
（
発
見
者
に
な
ろ
う
）
と
い
う
課
題
の
設

定
が
学
習
意
欲
を
喚
起
し
、
「
辞
書
を
読
み
込
む
」
と
い
う
取
材
活
動
を
活
性
化
さ
せ
、

最
終
的
に
は
レ
ポ
ー
ト
集
の
作
成
に
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
帯
単
元
を
授
業
の

初
め
に
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
生
か
ら
「
言
葉
へ
の
関
心
」
を
い
っ

そ
う
高
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

コ
ラ
ム
3

「
表
現
へ
の
拒
絶
反
応
を
和
ら
げ
る
｜
感
想
絵
」
（
同
書
的
ペ

1
ジ）

は
、
宮
沢
賢
治
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
学
習
に
お
い
て
「
最
も
印
象
に
残
っ
た
場

面
を
絵
で
表
現
す
る
」
と
い
う
課
題
を
与
え
、
「
目
的
を
持
っ
た
読
み
の
大
切
さ
」
や

「
心
理
や
時
間
に
関
す
る
文
章
表
現
の
効
用
」
に
気
づ
か
せ
る
と
い
う
学
習
指
導
で

あ
る
。
小
説
を
読
む
た
び
に
感
想
文
を
書
か
さ
れ
る
こ
と
に
食
傷
気
味
の
学
習
者
に

は
新
し
い
刺
激
と
な
り
、
作
品
の
感
想
を
焦
点
化
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
い
う
効
果

が
期
待
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
「
絵
で
表
現
す
る
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、
賛
否
両
論
が
出
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
「
絵
は
下
手
だ
か
ら
い
や
だ
」
と
い
う
受
け
と
め
方
を
す

る
学
習
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
津
田
氏
は
、
「
約
束
手
形
」
の
発
行
を
許
可
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
つ
ま
り
、

「
も
っ
と
祐
子
術
や
時
聞
が
あ
れ
ば
，
こ
の
よ
う
に
書
く
つ
も
り
だ
と
い
う
コ
メ
ン
ト
」

を
受
け
付
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
学
習
者
の
実
態
に
応
じ
て
「
簡
単
な
絵
コ

ン
テ
（
撮
影
用
台
本
）
と
そ
の
解
説
を
書
く
」
と
い
う
よ
う
に
柔
軟
に
課
題
を
修
正
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す
る
こ
と
で
、
ど
の
学
習
者
も
楽
し
ん
で
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
約
束

手
形
」
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
に
柔
軟
な
展
開

を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
も
、
津
田
氏
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
の
独
創
性
を
見
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
。

コ
ラ
ム
4
「
具
体
例
を
豊
か
に
す
る
｜
ア
ン
ソ
ロ
ジ
l
作
り
」
（
同
書
問
ベ

i
ジ）

は
、
中
岡
哲
郎
の
評
論
「
科
学
文
明
の
曲
が
り
角
」
に
関
連
す
る
「
新
聞
・
雑
誌
の

記
事
」
を
探
さ
せ
た
り
、
森
本
哲
郎
の
評
論
「
自
然
の
声
と
文
明
」
を
発
展
さ
せ
て

「
自
然
に
関
す
る
言
葉
」
の
具
体
例
を
集
め
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
意
見



文
等
を
書
く
際
の
「
題
材
面
で
の
蓄
え
」
を
豊
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
学
習
指
導

で
あ
る
。
前
者
の
実
践
で
は
、
評
価
の
観
点
を
「
速
さ
」
と
「
内
容
」
に
定
め
、
す

ば
や
く
対
応
し
た
も
の
を
奨
励
す
る
と
と
も
に
、
提
出
物
を
プ
リ
ン
ト
し
て
授
業
で

紹
介
し
な
が
ら
「
要
約
の
コ
ツ
」
や
「
視
点
の
鋭
さ
」
な
ど
に
も
触
れ
て
い
く
。
F

」

う
し
た
指
導
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
資
料
を
見
つ
け
る
目
」
が
養
わ
れ
、
「
要

約
の
力
」
も
高
ま
り
、
「
自
己
の
関
心
を
社
会
的
に
広
げ
て
い
く
」
こ
と
に
な
る
。
後

者
の
実
践
で
も
、
学
習
者
た
ち
は
「
日
本
人
の
音
へ
の
感
性
｜
雨
音
編
」
「
同
1

風
音

編
」
「
小
倉
百
人
一
首
に
見
る
『
月
の
と
ら
え
方
』
」
と
し
て
、
自
然
に
関
す
る
言
葉

を
数
多
く
集
め
て
い
っ
た
。

コ
ラ
ム

3
の
実
践
同
様
に
、
言
語
活
動
に
楽
し
ん
で
取

り
組
み
な
が
ら
、
お
の
ず
か
ら
言
葉
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ

る
。
テ
ン
ポ
の
良
さ
と
学
習
の
持
続
性
、
こ
の
二
点
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
も
津
田
氏
の
独
創
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

コ
ラ
ム
5

「
成
就
感
を
持
た
せ
る
｜
た
っ
た
一
冊
の
自
分
の
本
」
（
同
書
問
。
へ

l

ジ
）
は
、
生
徒
作
品
を
ま
と
め
る
際
の
「
製
本
の
仕
方
」
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
粘
葉
装
」
（
で
っ
ち
ょ
う
そ
う
）
と
呼
ば
れ
る
日
本
古
来
の
製
本
法
（
印
刷
面
を
内

側
に
し
て
谷
折
り
に
し
、
背
面
同
士
を
糊
で
貼
付
け
て
冊
子
に
す
る
方
法
。
弘
法
大

師
が
考
案
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
）
が
、
津
田
氏
の
手
書
き
イ
ラ
ス
ト
を
添
え
て
、

わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
現
代
で
は
手
づ
く
り
の
絵
本
な
ど
に
も
応
用
さ

れ
て
い
る
方
法
だ
が
、
こ
の
製
本
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

フ
ァ
イ
ル
な

ど
に
収
め
た
「
仮
綴
じ
」
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
「
世
界
に
た
っ
た
一
冊
の
自
分
の

本
」
を
創
り
あ
げ
た
と
い
う
成
就
感
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
自
分
の
本
」
を
創
り
あ
げ
る
と
い
う
実
践
に
つ
い
て
は
、
柳
瀬
真
子
の

「
楽
し

い
修
学
旅
行
記
の
指
導
」
（
『
楽
し
い
作
文
教
室
』
第
一
法
規
、

一
九
八

O
年
）
や
、

大
村
は
ま
の
「
個
人
文
集
」
（
『
大
村
は
ま
国
語
教
室
』
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、

九

ロυ

八
六
年
）
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
中
学
校
の
事
例
で
あ
る
。
津
田
氏
は
、

教
科
内
容
の
理
解
に
重
点
が
置
か
れ
が
ち
な
高
等
学
校
に
お
い
て
も
、
自
己
の
表
現

を
確
実
か
つ
手
軽
に
記
録
で
き
る
具
体
的
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
書
く

こ
と
」
に
お
い
て
い
っ
そ
う
の
達
成
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が

学
習
意
欲
の
持
続
や
「
自
己
学
習
力
」

の
形
成
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
津
田
氏
の
提
示
し
た
「
授
業
の
ア
イ
デ
ア
」
は
、
範
文
の
「
型
」

を
活
用
し
た
り
、
「
言
葉
と
は
別
の
表
現
媒
体
」
（
絵
な
ど
）
を
用
い
た
り
し
て
、
学



習
者
の
発
想
を
引
き
出
し
、
認
識
力
や
思
考
力
を
育
て
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
評
論
教
材
の
理
解
を
契
機
と
し
て
そ
の
具
体
例
を
探
さ
せ
る
な
ど
、
取
材
力
や

語
葉
力
を
高
め
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
活
動
を
記
録
す
る
方

法
に
ま
で
目
を
配
り
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
ら
学
び
続
け
て
い
く
「
学
習
主
体
」
の

育
成
を
強
く
願
う
も
の
で
あ
っ
た
。
津
田
氏
の
独
創
性
は
、
学
習
者
に
対
す
る
こ
う

し
た
混
か
い
眼
差
し
と
、
言
葉
文
化
に
対
す
る
鋭
い
感
性
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
、
「
た
い
や
き
エ
ッ
セ
イ
」
の
魅
力

「
た
い
や
き
エ
ッ
セ
イ
」
と
は
、
「
枠
組
み
指
定
作
文
」
の
作
り
方
が
、
小
麦
粉
な

ど
か
ら
作
っ
た
生
地
を
鯛
の
形
の
鋳
型
に
流
し
込
み
、
箇
を
入
れ
て
焼
く
和
菓
子
「
た

い
や
き
」
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
津
田
氏
の
ユ

l

モ
ア
の
精
神
が
発
揮
さ
れ
た
印
象
的
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な

名
称
は
、
『
両
輪
』
第
一
七
号
（
一
九
九
五
年
一

O
月
）
掲
載
の
論
考
で
初
め
て
用
い

ら
れ
、
そ
の
後
、
「
両
輪
」
同
人
が
愛
用
す
る
指
導
用
語
の
一
つ
と
な
っ
た
。
だ
が
、

『
月
刊
国
語
教
育
』
通
巻
一
七
四
号
（
東
京
法
令
出
版
、

一
九
九
五
年
一
二
月
）
の

論
考
で
は
「
枠
組
み
指
定
作
文
」
に
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
『
高
等
学
校
国
語
科
・
新

し
い
授
業
の
工
夫
別
選
〈
第
4
集
〉
表
現
指
導
編
』
（
大
修
館
書
店
、

一
九
九
八
年

四
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
で
は
「
枠
組
み
作
文
」
と
い
う
名
称
に
変
更
さ
れ
た
。

仲
間
内
で
の
愛
称
で
は
、
毎
回
、
名
前
の
由
来
を
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ

の
煩
雑
さ
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
「
指
定
」
と
い
う
語
が
も
た
ら
す
制
約
感
を
緩
和

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
三
つ
の
論
考
に
共
通
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
実
践
事
例
「
『
雑
木
林
の

道
』
の
授
業
」
は
、
「
枠
組
み
指
定
作
文
」
の
中
で
も
出
色
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

円
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「
論
の
展
開
の
仕
方
」
を
習
得
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
学
習
者
た
ち
に
、
「
自
分
の
流

儀
」
と
い
う
テ
l
マ
で
「
自
分
の
生
き
方
ゃ
あ
り
方
」
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
、

そ
の
流
儀
を
多
面
的
に
捉
え
直
し
な
が
ら
「
新
し
い
発
想
や
思
考
・
認
識
」
を
導
き

出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
実
践
で
用
い
ら
れ
た
教
材
は
、
森
毅
の
随
想
「
雑
木
林
の
小
叫
堪
！
ふ
ら
ふ
ら

ー
」
（
『
国
語
I
』
教
育
出
版
、

一
九
九
五
年
／
出
典
『
ひ
と
り
で
渡
れ
ば
あ
ぶ
な
く

な
い
』
ち
く
ま
文
庫
、

一
九
八
九
年
）
で
あ
る
。

こ
の
随
想
で
、
筆
者
は
、
「
一
年
の
計
画
を
立
て
る
と
い
う
の
が
苦
手
だ
」
と
自
分



の
不
得
手
な
こ
と
か
ら
語
り
出
し
て
読
者
に
親
近
感
と
関
心
を
持
た
せ
た
上
で
、
自

分
の
対
策
を
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
「
ふ
ら
ふ
ら
」
と
い
う
「
擬
態
語
」
で

キ
ー
ワ
ー
ド
化
し
て
「
自
分
の
流
儀
」
と
し
て
主
張
し
て
い
く
が
、

い
っ
た
ん
そ
の

弱
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
い
て
か
ら
、
鮮
や
か
に
切
り
返
す
と
い
う
論
法
を
用
い
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
反
論
先
取
り
型
」

の
文
章
展
開
で
あ
る
。
世
間
一
般
の
考
え
方

と
は
異
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
だ
か
ら
、
予
想
さ
れ
る
悪
い
評
価
に
あ
ら
か
じ
め

言
及
し
て
お
い
て
、
再
び
自
分
の
土
俵
で
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
構
成
も

見
事
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
文
章
の
魅
力
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
再
反
論
」

の
豊
か

さ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
ふ
ら
ふ
ら
す
る
」
に
は
「
い
つ
で
も
方
向
感
覚
を
失
わ
ぬ

よ
う
に
」
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
か
、
「
誤
り
を
知
り
、
そ
れ
を
直
す
」
こ
と
の

方
が
「
高
級
な
能
力
を
要
す
る
」
と
か
、
「
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
に
は
、
平
衡
感
覚
が

必
要
で
あ
る
」
と
か
、
「
白
紙
の
未
来
に
立
ち
向
か
う
実
存
的
存
在
」
な
ど
と
、
「
ふ

ら
ふ
ら
」
と
い
う
流
儀
に
ど
れ
ほ
ど
の
計
り
知
れ
な
い
意
義
が
あ
る
か
を
軽
妙
な
語

り
口
で
主
張
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
通
常
は
低
い
評
価
し
か
得
ら
れ
な
い

「
ふ
ら
ふ

ら
」
に
新
し
い
価
値
を
見
出
し
、
読
者
を
驚
嘆
さ
せ
て
い
く
点
に
、
こ
の
教
材
の
特

質
と
魅
力
が
あ
る
と
昔
日
ん
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
教
材
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
枠
組
み
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
：
：
：
と
い
う
の
が
苦
手
だ
。
〔
書
き
出
し
〕

②
そ
れ
で
、
な
に
ご
と
に
せ
よ
、
：
：
：
よ
う
に
し
て
い
る
。
〔
自
分
の
流
儀
（
主
張
）
〕

③
そ
れ
で
：
：
：
と
い
う
の
が
、
僕
の
流
儀
で
あ
る
。
こ
れ
は
：
：
：
よ
う
に
み
ら
れ

や
す
い
。
〔
流
儀
の
確
認
（
擬
態
語
化
）
と
、
想
定
さ
れ
る
悪
い
評
価
〕

④
し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
：
：
：
〔
弁
護
・
反
論
〕

⑤
も
っ
と
も
、
：
：
：
〔
保
留
条
件
〕

-53-

⑥
そ
れ
で
も
、
：
：
：
〔
再
主
張
〕

津
田
氏
は
、
こ
の
「
枠
組
み
表
現
」

の
①
か
ら
④
を
用
い
て
（
⑤
・
⑥
は
用
い
て

も
用
い
な
く
て
も
よ
い
と
し
て
）
、
「
私
の
流
儀
」
を
四
O
O字
以
内
で
書
く
よ
う
に

求
め
た
。
時
間
は
二

O
分
。
ま
た
、
題
名
は
で
き
る
だ
け
擬
態
語
と
す
る
よ
う
に
促

し
た
。そ

の
結
果
、

ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
規
定
時
間
内
に
、
こ
の

「
枠
組
み
」
に
沿
っ
て

自
分
な
り
の
文
章
を
書
き
上
げ
た
と
い
う
。
時
間
制
限
が
厳
し
い
た
め
に
、
修
正
す



ベ
き
点
も
残
っ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
「
さ
ら
さ
ら
」
「
の
っ
た
り
」
「
さ
っ
ぱ
り
」

な
ど
、
個
性
の
発
揮
さ
れ
た
楽
し
い
作
品
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
私
も
、
津
田
氏
の
教
材
分
析
と
「
枠
組
み
指
定
」
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

大
学
生
た
ち
に
「
私
の
流
儀
」
と
い
う
テ
l
マ
で
書
か
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
か
つ
て

勤
務
し
て
い
た
私
立
大
学
で
も
、
現
在
勤
務
し
て
い
る
国
立
大
学
で
も
、
ほ
ぼ
毎
年

の
よ
う
に
、
こ
の
「
枠
組
み
指
定
作
文
」
を
「
書
く
こ
と
」
の
優
れ
た
実
践
事
例
と

し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
実
際
に
書
か
せ
て
み
る
の
だ
が
、
ど
の
年
度
に
お
い
て

も
そ
の
評
判
は
す
こ
ぶ
る
よ
い
。
文
章
を
書
く
こ
と
に
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
る
学

習
者
で
あ
っ
て
も
、
漠
然
と
し
た
状
態
に
あ
っ
た
自
分
の
思
い
や
考
え
を
言
葉
に
す

る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
見
つ
め
直
す
こ
と
に
つ

な
が
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
将
来
、
国
語
科
教
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
是

非
と
も
取
り
入
れ
て
み
た
い
」
と
抱
負
を
語
る
者
も
多
い
。
「
流
儀
を
擬
態
語
化
す
る
」

と
い
う
仕
掛
け
が
、
「
想
」

の
焦
点
化
を
促
す
の
で
あ
ろ
う
。
「
論
ぬ
展
開
に
悩
ま
な

く
て
よ
い
」
と
い
う
の
も
、
高
い
評
価
が
得
ら
れ
る
要
図
だ
。
相
互
評
価
す
る
場
合

も
、
お
互
い
の
発
想
の
面
白
さ
を
学
び
合
っ
た
り
、
事
例
の
豊
か
さ
に
感
心
し
合
つ

た
り
し
て
、

コ
メ
ン
ト
が
書
き
や
す
く
、
達
成
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
つ

と
も
、
字
数
に
つ
い
て
は
、
せ
め
て
六

O
O字
程
度
は
認
め
て
や
ら
ね
ば
、
肝
心
の

④
の
反
論
が
内
容
の
乏
し
い
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
学
習
者
の
実
態
に
よ
っ
て
、

様
々
な
ア
レ
ン
ジ
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
も
の
の
、
こ
の
「
枠
組
み
作

文
」
の
表
現
指
導
に
お
け
る
価
値
は
非
常
に
大
き
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

津
田
氏
は
、
「
た
い
や
き
エ
ッ
セ
イ
｜
枠
組
み
指
定
作
文
の
試
み
｜
」
を
、
次
の
言

葉
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

枠
組
み
指
定
作
文
と
い
う
の
は
単
に
文
章
の
枠
組
み
を
ま
ね
、
論
の
進
め
方

の
一
つ
の
形
を
学
ぶ
こ
と
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
論
理
の
形
式
を
知
る
こ

A
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と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
身
の
回
り
に
あ
っ
て
漢
と
し
て
形
を
持
た
な
か
っ
た
も

の
に
明
確
な
輪
郭
を
与
え
、
学
習
者
を
し
て
自
ず
か
ら
発
見
・
認
識
に
導
く
体

験
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
自
ら
学
ぶ
力
に
つ
な
が
る
、
発
想
や
思

考
・
認
識
の
方
法
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
学
習
に
適
し
た

骨
格
の
は
っ
き
り
し
た
文
章
の
発
掘
に
努
め
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
工
夫
を
重

ね
て
い
き
た
い
。

部
ベ

l
ジ）

（
『
両
輪
』
第
一
七
号
、

「
枠
組
み
作
文
」

の
意
義
と
今
後
の
研
究
課
題
を
端
的
に
指
摘
し
た
見
事
な
ま
と

め
で
あ
る
。



四
、
終
わ
り
に

津
田
氏
が
こ
れ
ら
の
実
践
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
た
こ
ろ
、
私
も
ほ
ぼ
同
じ
発
想

で
「
枠
組
み
作
文
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
例
え
ば
、
①
寺
田
寅
彦
の
随
想
「
柿
の

種
」
（
『
現
代
文
』
明
治
書
院
、

一
九
八
四
年
度
版
）
に
見
ら
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
利

用
し
て
、
「
存
外
O
Oな
も
の
」
を
発
見
し
て
エ
ッ
セ
イ
に
ま
と
め
る
実
践
（
『
国
語

教
育
研
究
』
第
三
四
号
、
広
島
大
学
教
育
学
部
光
葉
会
、

一
九
九
一
年
／
改
稿
し
て

『
発
見
を
導
く
表
現
指
導
』
右
文
書
院
、
一
九
九
八
年
に
収
録
）
を
は
じ
め
と
し
て
、

②
伊
丹
十
三
「
目
玉
焼
き
の
正
し
い
食
べ
方
」
（
伊
丹
十
三
『
女
た
ち
よ
！
』
文
春
文

庫

一
九
七
五
年
／
森
岡
健
二
編
『
文
章
構
成
法
』
東
海
大
学
出
版
会
、

一
九
八
九

年
）
を
用
い
て
「
O
O
の
正
し
い
：
：
：
方
」
に
つ
い
て
論
じ
る
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
実

践
（
『
教
育
学
研
究
紀
要
』
第
四
一
巻
第
二
部
、
中
国
四
国
教
育
学
会
、

一
九
九
六
年

／ 
改
稿
し
て
E司

発
見
を
導
く
表
現
指
導
色＝

右
文
書
院

一
九
九
八
年
に
収
録
）
や
、

③
別
役
実
「
正
し
い
風
邪
の
引
き
方
」
（
『
国
語
I
』
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
度
版
）

を
用
い
て
「
正
し
い
：
：
：
の
仕
方
」
と
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
風
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
実
践

（
『
教
育
学
研
究
紀
要
』
第
四
七
巻
第
二
部
、
中
国
四
国
教
育
学
会
、
二

O
O二
年
）
、

④
石
田
衣
良
「
迷
う
力
の
す
ば
ら
し
さ
」
（
『
新
編
現
代
文
B
』
大
修
館
書
店
、
二

O

一
四
年
度
版
）
を
用
い
て
「
O
Oす
る
力
の
す
ば
ら
し
さ
」
と
い
う
テ
1
マ
で
エ
ツ

セ
イ
を
書
く
実
践
（
『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
五
一
一
号
、
日
本
国
語
教
育
学
会
、
二

O
一
四
年
一
一
月
）
な
ど
、
「
枠
組
み
作
文
」
の
開
発
に
努
め
て
き
た
。
②
③
は
大
学

生
を
対
象
と
し
た
指
導
事
例
で
あ
る
が
、
高
校
生
に
も
応
用
可
能
な
方
法
で
あ
る
と

い
う
確
信
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
④
は
、
広
島
大
学
教
育
学
部
の
卒
業
生
が
愛
媛

県
の
高
等
学
校
着
任
早
々
に
取
り
組
ん
で
み
た
方
法
を
、
日
本
国
語
教
育
学
会
全
国

大
会
の
分
科
会
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）
で
、
中
・
高
等
学
校
の
教
員
に
紹
介
し
た
も

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
新
し
い
発
想
を
引
き
出
す
方
法
と
し
て
歓
迎
さ
れ
、

F
h
u
 

F
h
u
 

「
枠
組
み
作
文
」
を
活
用
し
な
が
ら
文
章
表
現
指
導
に
取
り
組
む
教
員
が
増
え
て
い

った。調
停
田
氏
が
切
り
開
い
て
く
れ
た
「
枠
組
み
作
文
」
は
、
こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
広
が

っ
て
い
く
に
違
い
な
い
。
津
田
氏
が
修
士
論
文
の
研
究
テ
1
マ
と
し
た
「
自
己
学
習

力
の
形
成
」
は
、
二
一
世
紀
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
必
要
な
能
力
で
あ
る
。
津
田

氏
の
遺
志
を
継
ぎ
な
が
ら
、
新
た
な
教
材
の
開
発
と
分
析
、
主
体
的
な
学
び
を
促
す

授
業
仮
説
の
構
築
と
実
践
に
よ
る
検
証
を
重
ね
て
い
き
た
い
。


