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今
井
　
恵
子

高
橋
み
ず
ほ

吉
野
　
裕
之

作
品
構
造
の
核

鼎
談
●
前
編

■　　■　　■

　
こ
れ
ま
で
の
鼎
談
で
は
、
短
歌
作
品
の
読

み
に
つ
い
て
考
え
、
具
体
的
な
作
品
を
読
み

進
め
て
き
た
。話
し
合
い
の
過
程
で
、
読
み
の

前
提
に
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
確
認
が
な
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ

ぞ
れ
気
付
き
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
は
こ
れ

ま
で
も
、何
人
か
集
ま
っ
て
、
脳
裏
に
描
く
作

品
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
話
し
合
お
う
と
す

る
と
き
、
気
持
ち
の
奥
底
に
絶
え
ず
割
り
切

れ
ず
に
う
ご
め
い
て
い
た
未
消
化
な
思
い
で

あ
っ
た
。
　
　
　
　

　
百
人
が
読
む
と
き
に
百
の
読
み
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
そ
こ

に
交
流
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
新
し
い
言
葉
の

可
能
性
へ
と
、
個
々
の
読
み
の
在
り
方
が
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
た
め
の
何
か
が
欠
け
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
何
か
に
向
か
っ
て
、
今

回
と
次
回
で
話
し
合
い
を
も
っ
た
。

　
短
歌
構
造
に
つ
い
て
は
、
先
達
の
研
究
書

が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
こ
こ
で
の
目
論

見
は
、そ
う
し
た
、す
で
に
解
明
さ
れ
た
見
解

を
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
手
探
り
で
問
題

を
意
識
化
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
読
み
に

つ
い
て
の
知
識
を
体
系
化
し
た
り
整
理
す
る

の
で
は
な
く
、短
歌
作
者
と
し
て
、
読
み
の
現

場
の
な
か
か
ら
、
体
験
的
に
、問
題
を
解
き
ほ

ぐ
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
に
は
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
、『
一

点
鐘
』
と
『
春
疾
風
』
を
使
用
し
た
。

﹇
Ｋ
・
Ｉ
﹈

│
短
歌
た
ら
し
め
て
い
る

も
の
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■
読
み
に
お
い
て
誰
し
も
が
掴
む
べ
き
も
の

今
井
　
歌
の
読
み
か
ら
発
展
し
て
、歌
の
構
造
の
よ
う
な
も
の
を
話
題
に
し

て
み
た
い
。
歌
で
い
え
ば
構
造
と
は
何
か
。
歌
の
読
み
は
意
味
を
読
む
と

か
、
意
図
を
読
む
と
同
時
に
構
造
の
よ
う
な
も
の
を
掴
む
こ
と
だ
と
思
う
。

吉
野
　
構
造
を
き
ち
ん
と
掴
ん
で
読
み
と
い
う
作
業
を
行
う
こ
と
が
大
切
と

い
う
こ
と
…
。

今
井
　
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
に
、
ま
ず
、
誰
し
も
が
掴
む
べ
き

も
の
は
、
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
部
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
を
探
り
た

い
。

高
橋
　
た
と
え
ば
、
大
雑
把
に
一
首
の
構
造
、
歌
集
の
構
造
と
分
け
る
と
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一
首
の
構
造
を
読
む
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
あ
ま
り
重
き

が
置
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。一
首
独
立
か
否
か
と
い
う
問
題
や
も
っ

と
情
や
情
感
と
か
作
者
像
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
短
歌
の
読
み
と
の
問
題
に

つ
な
が
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

吉
野
　
作
品
は
説
明
的
・
逸
話
的
な
解
釈
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
慣
ら
さ
れ
て
い
る
。

今
井
　
情
感
と
い
っ
て
も
読
者
は
意
識
し
て
い
な
い
け
ど
、こ
の
歌
は
い
い

わ
と
い
っ
た
と
き
、
何
に
触
れ
て
い
い
と
い
う
の
か
。
意
味
と
か
、
作
り
出

さ
れ
て
い
る
リ
ズ
ム
と
か
で
は
な
く
て
、何
か
に
触
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

思
う
の
ね
。
そ
の
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
言
葉
に
し
て
み
た
い
。
一
般
的
な

論
で
は
意
味
が
こ
う
だ
と
い
う
説
明
か
ら
入
っ
て
ゆ
く
。そ
れ
は
必
要
だ
と

思
う
け
れ
ど
、
読
み
が
食
い
違
っ
て
ゆ
く
の
は
、
根
本
の
と
こ
ろ
が
押
さ
え

ら
え
て
い
な
い
場
合
に
多
い
。
あ
な
た
は
こ
う
で
す
ね
、
あ
あ
そ
う
で
す

か
、
み
た
い
な
気
が
す
る
の
。
そ
こ
を
確
認
で
き
れ
ば
い
い
。

高
橋
　
作
品
を
鑑
賞
す
る
と
き
、必
ず
作
者
と
同
じ
も
の
を
感
じ
た
い
と
い

う
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
、
作
者
の
見
る
角
度
に
読
者
も
沿
お
う
と
す
る
。

そ
う
し
た
読
み
は
ま
ず
意
味
を
追
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
作
者
が

ど
の
方
向
を
見
な
が
ら
言
葉
を
組
み
立
て
て
い
る
か
、そ
の
言
葉
を
動
か
す

表
現
主
体
で
あ
る
作
者
の
も
の
の
と
ら
え
方
に
視
点
を
お
く
こ
と
は
重
要
だ

と
思
う
。

今
井
　
も
ち
ろ
ん
、そ
の
と
き
の
作
者
と
い
う
の
は
作
品
の
な
か
に
現
わ
れ

て
い
る
作
者
で
あ
っ
て
、
言
葉
の
な
か
に
出
て
く
る
作
者
。
向
こ
う
側
で
言

葉
を
発
し
て
い
る
、特
定
の
個
人
と
い
う
よ
り
も
そ
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
人

に
触
れ
る
こ
と
だ
と
思
う
。

吉
野
　
言
葉
の
な
か
に
出
て
く
る
作
者
に
触
れ
る
と
い
っ
て
も
、単
に
表
層

的
に
触
れ
る
の
で
な
く
、い
わ
ば
深
層
の
作
者
＝
作
品
の
構
造
を
捉
え
る
こ

と
が
大
切
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

今
井
　
え
え
。

吉
野
　
作
品
の
構
造
と
い
っ
て
も
い
く
つ
か
あ
る
と
思
う
。
ま
ず
第
一
に
、

普
遍
的
に
あ
る
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、仮
に
い

え
る
と
し
た
ら
、
短
歌
な
る
も
の
の
普
遍
的
な
構
造
。

今
井
　
短
歌
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
構
造
と
な
っ
た
ら
、五
七
五
七
七
の

音
数
律
の
よ
う
な
も
の
か
し
ら
。

吉
野
　
確
か
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、五
七
五

七
七
と
い
え
ば
短
歌
か
と
い
う
と
、
標
語
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
あ
る
わ
け
で
、

そ
う
で
は
な
い
、
短
歌
を
短
歌
た
ら
し
め
て
い
る
何
か
が
あ
る
の
だ
と
思

う
。
第
二
に
、
ひ
と
り
の
作
者
が
も
っ
て
い
る
、
正
確
に
い
う
と
ひ
と
り
の

作
者
が
そ
の
作
品
に
与
え
る
構
造
。そ
れ
は
そ
の
作
者
の
個
性
を
形
づ
く
る

要
素
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
第
三
に
、
あ
る
作
者
が
そ
の
と
き
ど
き
に
組
み

立
て
る
、
つ
ま
り
一
首
に
お
け
る
構
造
。
第
二
と
第
三
を
切
り
分
け
る
の
は
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難
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
具
体
的
な
作
品
を
読
み
な
が
ら
、
第
三
、

第
二
の
構
造
に
つ
い
て
議
論
し
、も
し
か
し
た
ら
第
一
に
も
話
が
発
展
す
る

と
い
う
の
が
今
回
の
鼎
談
の
目
論
見
で
し
ょ
う
か
。

今
井
　
構
造
と
い
う
か
、
芯
に
な
っ
て
い
る
も
の
。

吉
野
　
つ
ま
り
作
品
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
根
拠
。標
語
や
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
は
違
う
、
短
歌
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
核
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
短
歌
と

な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
け
れ
ど
、
難
し
い
テ
ー
マ
で
す
よ
ね
。

今
井
　
そ
う
ね
。
そ
の
へ
ん
に
向
か
っ
て
話
し
た
い
わ
ね
。
そ
れ
が
わ
か
っ

て
い
る
と
、
未
知
の
人
と
短
歌
を
素
材
に
話
が
で
き
る
と
思
う
の
だ
け
れ

ど
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
書
評
で
は
、
し
ば
し
ば
ぐ
ら
つ
い
て
し
ま
う
。
話
が

か
み
あ
わ
ず
、
も
ど
か
し
い
。

吉
野
　
よ
く
い
わ
れ
る
言
い
方
に
「
ポ
エ
ジ
ー
が
あ
る
」
と
い
う
の
が
あ
る

け
れ
ど
、ポ
エ
ジ
ー
と
は
何
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
ほ
と
ん
ど
意
味
が

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
…
。

高
橋
　
詩
的
と
い
う
よ
り
外
来
語
の
ポ
エ
ジ
ー
の
方
が
、根
本
と
か
か
わ
る

意
味
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
日
本
人
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

「
詩
的
」
は
風
と
葉
の
触
れ
る
か
否
か
の
感
触
、「
ポ
エ
ジ
ー
」
は
木
を
覆
う

葉
を
微
妙
に
揺
ら
す
か
否
か
に
見
え
る
感
触
を
伝
え
る
言
葉
と
い
う
よ
う
な

違
い
が
あ
る
。

今
井
　
そ
う
ね
。
い
い
ね
と
か
、
や
わ
ら
か
い
と
か
、
規
定
の
用
語
で
済
ま

せ
て
、
う
な
づ
き
あ
っ
て
に
っ
こ
り
笑
う
と
、
そ
れ
は
い
い
作
品
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

吉
野
　
少
し
力
ん
で
い
う
と
、短
歌
と
い
う
概
念
を
根
本
か
ら
規
定
し
て
い

る
も
の
に
も
っ
と
向
か
っ
て
ゆ
か
な
い
と
い
け
な
い
。そ
れ
を
が
っ
ち
り
掴

む
の
は
難
し
い
と
し
て
も
、
せ
め
て
そ
こ
を
目
指
す
。

■
読
み
を
積
み
上
げ
て
ゆ
く
こ
と

今
井
　
前
号
の
﹇
Ｂ
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
﹈
で
は
い
ろ
い
ろ
な
読
み
が
で
き
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、百
人
が
百
の
読
み
を
し
た
と
き
に
共
通

の
前
提
が
ほ
し
い
。短
歌
を
短
歌
た
ら
し
め
る
よ
う
な
も
の
を
暗
黙
の
う
ち

に
了
解
し
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
何
か
を
探
っ
て
ゆ
く
と
、
前
号
ま
で

の
「
読
み
」
の
議
論
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
確
認
さ
れ
て

い
れ
ば
、
結
果
的
に
評
価
が
違
っ
て
い
て
も
、
評
価
の
根
拠
が
伝
わ
る
。
単

に
こ
っ
ち
が
好
き
と
な
る
と
評
者
の
嗜
好
の
違
い
で
し
ょ
。お
互
い
に
噛
み

合
わ
な
い
。
ひ
と
つ
の
歌
を
同
じ
土
俵
の
上
に
乗
せ
た
い
と
思
う
。

吉
野
　
あ
あ
そ
う
か
、
同
じ
土
俵
か
。

今
井
　
誰
か
が
Ａ
と
い
う
評
価
を
し
て
、そ
の
と
き
自
分
が
そ
う
で
な
い
と

思
っ
て
も
、
Ａ
と
い
う
評
価
を
し
た
人
の
根
拠
が
理
解
さ
れ
て
い
れ
ば
、
別

の
歌
を
読
ん
だ
と
き
に
読
み
が
積
み
上
が
っ
て
ゆ
く
。
で
な
い
と
、
Ａ
は
Ａ

で
読
み
続
け
、
Ｂ
は
Ｂ
で
読
み
続
け
、
私
は
私
で
、
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
の
な

か
を
回
る
だ
け
。
今
日
読
む
読
み
と
明
日
の
読
み
と
、
私
は
自
分
の
な
か
で

変
わ
っ
て
い
き
た
い
。
価
値
観
も
変
わ
り
た
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
に

な
る
に
は
、
評
者
が
ど
こ
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
、
深
く
わ
か
り
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
前
提
と
な
る
も
の
が
ほ
し
い
。

高
橋
　
そ
れ
を
互
い
に
意
識
し
合
う
意
味
は
大
き
い
と
思
う
。た
だ
価
値
観

は
、
簡
単
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
も
の
の
見
方
、
考
え
方

が
刺
激
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
相
手
を
理
解
で
き
る
地
点
に
い
ら
れ
る
と
い

い
、
難
し
い
け
れ
ど
。

今
井
　
端
的
に
い
え
ば
、
な
ぜ
歌
会
に
出
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
こ
と
。
私
は

私
で
い
い
の
よ
で
は
、
歌
会
に
出
て
ゆ
く
意
味
が
な
い
。
異
な
っ
た
価
値
観

と
接
触
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。な
ぜ
歌
会
に
出
て
ゆ
く
の
っ
て
聞
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く
と
、
あ
ま
り
明
快
な
答
え
が
返
っ
て
こ
な
い
。
自
分
ひ
と
り
の
世
界
で
い

い
と
い
う
な
ら
、
読
ん
で
書
い
て
終
わ
る
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
、
な
お
か
つ

歌
会
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
基
本
と
な
る
前
提
の
よ
う
な
も
の
の
確
認
が
必
要

だ
と
思
う
。

吉
野
　
確
か
に
、
異
な
っ
た
価
値
観
と
接
触
し
、
お
互
い
が
そ
れ
を
有
効
に

活
用
す
る
た
め
に
は
、構
造
と
い
っ
た
言
葉
で
語
れ
る
よ
う
な
も
の
を
共
有

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

高
橋
　
そ
う
思
う
。
歌
会
で
、
他
人
の
作
品
の
批
評
と
い
う
よ
り
添
削
す
る

よ
う
な
意
見
が
多
い
か
ら
、別
の
価
値
観
に
触
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ

る
の
か
な
、
人
間
的
な
接
触
を
求
め
る
こ
と
も
必
要
な
こ
と
だ
け
ど
、
他
の

作
品
と
か
考
え
に
興
味
が
あ
る
の
か
な
と
思
う
。

今
井
　
以
前
に
、
佐
佐
木
幸
綱
さ
ん
が
「
他
者
へ
の
信
頼
」
っ
て
い
っ
て
い

た
。
歌
は
他
者
を
信
じ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ

が
本
当
に
信
じ
る
に
値
す
る
と
い
う
確
証
は
な
い
。
だ
け
ど
ど
こ
か
で
、
通

じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
っ
て
感
じ
て
は
じ
め
て
言
葉
を
外
へ
出
せ
る
。

高
橋
　
本
当
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、現
在
の
若
い
人
た
ち
の
作
品

が
読
め
な
く
な
っ
た
か
ら
、あ
る
読
み
が
通
じ
る
な
か
で
や
っ
て
い
こ
う
と

い
う
人
た
ち
が
い
る
と
か
。

今
井
　
気
の
合
う
人
と
や
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

高
橋
　
え
え
、
気
持
ち
は
わ
か
る
け
ど
、
そ
れ
で
い
い
の
か
と
。

今
井
　
若
い
人
は
若
い
人
で
、な
に
も
年
配
の
人
に
わ
か
っ
て
も
ら
わ
な
く

と
も
い
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
れ
で
い
い
の
か
な
。

高
橋
　
本
当
に
全
然
違
う
か
と
い
う
と
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
短

歌
の
読
み
の
違
い
が
あ
っ
て
も
根
本
的
な
違
い
で
は
な
く
、同
じ
詩
型
の
言

葉
の
つ
な
が
り
だ
か
ら
、
向
き
合
う
角
度
の
違
い
だ
と
思
う
。
つ
な
が
っ
て

い
る
も
の
が
必
ず
あ
る
は
ず
で
、そ
の
角
度
の
違
い
に
背
を
向
け
て
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
。

今
井
　
同
感
。
短
歌
が
詩
だ
と
す
れ
ば
、
短
歌
を
詩
た
ら
し
め
て
い
る
も
の

は
、
年
配
の
人
の
歌
と
か
、
若
者
の
歌
と
か
、
口
語
体
と
か
、
文
語
体
と
か

そ
う
い
う
分
類
に
関
わ
ら
ず
、
あ
る
水
準
で
抽
出
で
き
る
も
の
で
、
そ
の
部

分
に
触
れ
る
か
ら
い
い
悪
い
の
判
断
が
出
る
。破
調
の
歌
に
も
文
語
定
型
に

も
い
い
も
の
悪
い
の
も
の
が
あ
っ
て
、い
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
あ
る
共
通

す
る
も
の
が
あ
る
。
評
言
が
そ
こ
に
触
れ
な
い
と
つ
ま
ら
な
い
。

吉
野
　
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
具
体
的
な
作
品
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
岡
部
桂
一
郎
歌
集
『
一
点
鐘
』（
青
磁
社
、
二
○
○
二
年
）
と
花

山
多
佳
子
歌
集
『
春
疾
風
』（
砂
子
屋
書
房
、
二
○
○
二
年
）
を
中
心
に
…
。

最
近
刊
行
さ
れ
た
歌
集
の
な
か
で
は
印
象
的
で
す
が
、あ
る
種
の
こ
だ
わ
り

の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
二
冊
。そ
の
こ
だ
わ
り
が
構
造
と
い
っ
た
も
の
に

ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
か
。

■
曖
昧
と
し
た
輪
郭
、
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭

今
井
　
私
が
『
春
疾
風
』
か
ら
ま
ず
取
り
上
げ
た
の
は
こ
の
三
首
。

と
ど
か
ざ
る
痒
み
の
ご
と
く
ひ
と
と
こ
ろ
朝
焼
け
て
を
り
陸
橋
の
ぼ
る

花
山
多
佳
子

な
か
ぞ
ら
を
羽
根
ひ
き
し
ぼ
り
墜
ち
ゆ
く
を
愉
し
み
て
ま
た
羽
根
を
ひ

ろ
げ
て

紙
ヒ
コ
ー
キ
が
日
に
日
に
紙
に
も
ど
り
ゆ
く
乾
け
る
落
葉
だ
ま
り
の
上

に



［10］
BLEND no.3

高
橋
　
ど
う
い
う
問
題
意
識
か
ら
で
す
か
。

今
井
　
帯
文
に
「
文
体
に
よ
る
リ
ア
ル
な
存
在
の
創
出
を
め
ざ
す
」
と
書
い

て
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
歌
と
違
う
か
な
と
思
っ
た
と
こ
ろ
が
こ
の
三
首
。
文

体
の
こ
と
は
花
山
さ
ん
自
身
が
い
っ
て
い
た
か
ら
意
識
し
て
い
る
と
思
う
。

吉
野
　
こ
の
三
首
は
、割
と
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
か
す
っ
き
り
し
た
感
じ

の
歌
だ
と
思
う
。
た
だ
、
歌
集
全
体
と
し
て
は
、
前
作
『
空
合
』（
な
が
ら

み
書
房
、
一
九
九
八
年
）
に
比
べ
る
と
よ
り
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
き
た
と

い
う
印
象
を
も
ち
ま
す
。

今
井
　
そ
う
ね
、
私
も
そ
う
思
う
。

吉
野
　
そ
も
そ
も
存
在
と
い
う
も
の
は
混
沌
と
し
て
い
る
か
ら
、よ
り
リ
ア

ル
に
表
現
す
れ
ば
、
表
現
さ
れ
た
も
の
は
曖
昧
に
な
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、

曖
昧
さ
と
い
う
の
は
不
安
を
呼
び
込
む
か
ら
嫌
わ
れ
や
す
い
。そ
れ
を
意
識

し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
曖
昧
で
は
な
い
方
向
、
つ
ま
り
整
え

る
方
向
が
一
般
に
は
め
ざ
さ
れ
が
ち
。

今
井
　
花
山
さ
ん
は
、
く
っ
き
り
と
い
い
放
つ
感
じ
で
は
な
く
な
っ
て
き

た
。
以
前
は
、
何
に
対
し
て
何
を
い
う
か
が
明
解
だ
っ
た
。
融
合
し
て
き
た
。

『
春
疾
風
』
は
あ
な
た
で
も
あ
り
私
で
も
あ
り
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
き
た

感
じ
が
す
る
。
端
的
に
文
体
が
変
わ
っ
た
と
い
え
ば
一
番
わ
か
り
や
す
い
。

桜
も
み
ぢ
の
下
に
置
き
た
る
自
転
車
に
遠
ざ
か
り
つ
つ
別
れ
の
ご
と
し

花
山
多
佳
子

む
す
め
の
く
し
や
み
は
猫
の
く
し
や
み
に
似
て
ゐ
る
と
ふ
り
向
く
と
き

に
量
感
の
あ
り

落
ち
た
る
を
拾
は
む
と
し
て
鉛
筆
は
人
間
の
や
う
な
感
じ
が
し
た
り

吉
野
　
僕
が
取
り
上
げ
た
の
は
ど
れ
も
曖
昧
な
感
じ
が
す
る
作
品
。掴
も
う

と
す
る
と
、
逃
げ
て
し
ま
う
よ
う
な
。
今
井
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
何

に
対
し
て
も
、
何
を
い
う
か
も
、
も
や
も
や
っ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
惹
か

れ
る
。
も
の
や
こ
と
の
輪
郭
を
消
し
て
ゆ
く
よ
う
な
、
あ
る
も
の
と
あ
る
も

の
と
の
境
目
を
消
し
て
ゆ
く
よ
う
な
…
。す
で
に
了
解
さ
れ
て
い
る
も
の
や

こ
と
の
あ
り
方
を
問
い
直
し
て
ゆ
く
作
品
だ
と
思
う
。

高
橋
　
境
目
を
消
し
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、

し
ろ
つ
め
ぐ
さ
の
花
か
ん
む
り
が
茶
ば
み
ゆ
く
時
の
間
あ
り
き
か
つ
て

机
上
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
山
多
佳
子

　
こ
の
「
あ
り
き
＋
か
つ
て
」
の
ひ
ら
が
な
表
記
が
茶
ば
む
時
間
と
そ
の
過

去
を
現
在
に
つ
な
げ
て
、
時
間
の
流
れ
や
空
間
の
ひ
ろ
が
り
に
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、こ
の
よ
う
な
文
語
の
助
動
詞
や
助
詞
の
次
に
く
る
言
葉
を
ひ
ら

が
な
表
記
に
す
る
こ
と
で
空
間
を
出
し
て
時
間
の
境
目
を
消
し
た
り
、境
を

ひ
ろ
げ
た
り
す
る
花
山
さ
ん
の
言
葉
の
特
徴
が
あ
る
。そ
れ
に
対
し
て
岡
部

さ
ん
は
、
も
の
の
輪
郭
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

ほ
ら

化
粧
せ
る
女
い
き
な
り
欠
伸
せ
り
の
ど
の
洞
見
え
そ
の
ま
ま
に
閉
ず

岡
部
桂
一
郎

　「
の
ど
の
洞
」
と
独
特
の
表
現
を
「
欠
伸
せ
り
」「
見
え
」
と
動
詞
で
切
っ

た
間
に
お
い
て
読
者
に
印
象
づ
け
て
ゆ
く
け
れ
ど
、花
山
さ
ん
の
は
つ
ぎ
の

風
景
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
思
う
。

吉
野
　
そ
も
そ
も
、
岡
部
さ
ん
は
情
景
を
詠
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
花
山
さ
ん
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は
事
柄
や
景
で
な
く
自
己
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
と
思
う
。自
己
と
誰
か
と
の

関
係
を
詠
ん
で
い
る
。

今
井
　
岡
部
さ
ん
は
基
本
的
に
見
る
人
だ
と
思
う
。

高
橋
　
え
、
見
る
人
？

今
井
　
傍
観
者
だ
と
思
う
の
ね
。
歌
の
外
側
に
作
者
が
い
て
、
間
に
距
離
が

あ
る
。
見
る
人
と
し
て
と
っ
て
い
る
距
離
が
、
シ
ャ
イ
な
感
じ
。
踏
み
込
ん

で
ず
か
ず
か
い
う
の
で
な
く
、
接
触
を
も
つ
こ
と
に
照
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ

へ
諧
謔
と
か
ア
イ
ロ
ニ
が
含
ま
れ
る
。花
山
さ
ん
も
目
を
感
じ
さ
せ
る
作
者

だ
け
れ
ど
、『
春
疾
風
』
は
そ
の
と
こ
ろ
の
文
体
が
、
一
首
の
な
か
に
作
者

を
引
き
入
れ
て
い
る
。
森
岡
貞
香
さ
ん
の
文
体
の
よ
う
な
感
じ
。
一
首
の
な

か
に
景
と
自
分
と
一
緒
に
い
る
場
が
あ
っ
て
、
動
い
て
ゆ
く
。
景
を
詠
む
と

同
時
に
自
分
も
そ
こ
に
い
る
ん
で
す
よ
と
、
分
離
し
な
い
感
じ
が
あ
る
。

高
橋
　
た
と
え
ば
、岡
井
隆
さ
ん
の
作
品
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
前
衛
の
特
色

を
も
つ
も
の
だ
と
、
景
を
見
せ
な
が
ら
自
分
を
主
張
さ
せ
て
く
る
。

今
井
　
岡
井
さ
ん
の
作
品
は
、
同
化
し
て
い
な
い
。
主
張
が
明
確
に
あ
り
、

自
分
は
こ
う
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

吉
野
　
と
り
あ
え
ず
「
わ
れ
」
と
「
景
」
と
の
関
係
を
図
に
す
る
と
こ
う
な

る
で
し
ょ
う
か
。
岡
部
さ
ん
の
場
合
は
「
わ
れ
」
と
「
景
」
が
離
れ
て
い
て
、

花
山
さ
ん
の
場
合
は
「
わ
れ
」
が
「
景
」
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
。
岡
井
さ

ん
の
場
合
は
、
岡
部
さ
ん
の
よ
う
に
「
わ
れ
」
と
「
景
」
が
離
れ
て
い
る
の

だ
け
れ
ど
、
岡
部
さ
ん
は
「
景
」
が
先
に
あ
り
、
岡
井
さ
ん
は
「
わ
れ
」
が

先
に
あ
る
。
花
山
さ
ん
は
混
沌
と
し
て
い
る
。

■
教
養
人
と
し
て
の
傍
観
者

今
井
　
岡
部
さ
ん
は
、
こ
う
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
岡
井
さ
ん
と
同
じ
よ

う
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
と
り
あ
え
ず
こ
ち
ら
へ
お
い
と
い
て
、
対

象
物
を
見
る
セ
ン
ス
を
大
事
に
し
て
い
る
。
岡
部
さ
ん
の
歌
の
よ
う
に
、
見

る
立
場
で
自
分
を
規
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、あ
る
意
味
の
教
養
人
と

い
う
人
た
ち
に
多
い
。何
か
主
義
主
張
を
掲
げ
て
皆
を
動
員
し
よ
う
と
い
う

こ
と
は
目
論
ま
な
い
。
私
に
は
こ
う
見
え
る
よ
、
と
周
辺
に
あ
っ
て
常
に
い

い
続
け
る
。
そ
う
い
う
層
の
人
た
ち
が
、
日
本
社
会
の
な
か
に
か
つ
て
多

か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。教
養
と
し
て
短
歌
に
関
わ
っ
て
い
る
人
の
層
も

厚
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

吉
野
　
知
識
や
技
術
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、そ
れ
を
直
接
活
用
す
る
か

ど
う
か
で
は
な
く
、し
っ
か
り
と
し
た
見
識
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

今
井
　
短
歌
を
文
学
と
か
芸
術
だ
と
考
え
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
、
そ
う
い
う
教
養
の
高
さ
が
短
歌
を
支
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
し
ら
。

芸
術
に
対
し
て
の
深
い
理
解
は
あ
る
け
れ
ど
、
新
し
い
も
の
を
提
出
し
て

「
俺
に
つ
い
て
こ
い
」
と
は
い
わ
な
い
。
こ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
、
い

い
で
す
ね
と
い
う
。サ
ロ
ン
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
な
か
に
そ
う
い
う
ふ
う
に

［花山多佳子］

［岡井　隆］

わ
れ

（先）

（後）

［岡部桂一郎］

わ
れ

（後）

（先）

わ
れ

（先）～（後）

景

景

景
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自
分
を
位
置
づ
け
て
い
る
層
が
あ
っ
て
、歌
壇
の
良
識
と
な
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。『
一
点
鐘
』
を
読
ん
で
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
た
。

吉
野
　
短
歌
の
健
全
さ
を
維
持
す
る
安
全
弁
。

今
井
　
私
は
こ
れ
を
読
む
と
も
の
足
り
な
く
も
あ
る
。そ
こ
ま
で
見
え
て
い

る
な
ら
も
う
一
歩
前
に
出
て
関
わ
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
と
い
う
気
が
す
る
。

岡
部
さ
ん
以
降
の
世
代
は
、
そ
の
層
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
い
や
で
、
行
動
す

る
こ
と
が
大
事
と
い
う
価
値
観
の
な
か
に
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か

し
ら
。
傍
観
者
で
は
い
け
な
い
、
ま
ず
行
動
し
な
さ
い
と
い
う
方
へ
動
い

た
。
岡
部
さ
ん
の
よ
う
な
感
覚
を
も
っ
た
層
が
少
な
く
な
っ
た
な
あ
と
思

う
。
私
は
こ
う
思
う
の
よ
と
強
く
主
張
す
る
。
私
を
ち
ょ
っ
と
横
に
お
い
て

よ
く
相
手
を
見
る
と
い
う
目
が
、歌
壇
の
な
か
か
ら
消
え
て
い
た
ん
だ
な
あ

と
、
こ
の
歌
集
を
読
ん
で
感
じ
た
。

吉
野
　
僕
に
は
実
感
が
な
い
の
で
す
が
、岡
部
さ
ん
よ
り
上
の
世
代
に
は
こ

う
し
た
人
た
ち
は
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
井
　
日
常
生
活
の
な
か
で
、
常
識
と
し
て
漱
石
を
読
み
、
鴎
外
を
読
ん
で

い
た
人
た
ち
。
文
学
的
理
解
が
及
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
自
分
が
物
を
書
く
の

で
は
な
い
。教
養
と
し
て
文
学
を
楽
し
ん
で
い
る
層
が
一
般
社
会
の
な
か
に

厚
く
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
岡
部
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
人
の
要
素
を
も
っ

て
い
る
。

吉
野
　「
わ
れ
」
が
社
会
に
溶
け
込
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
「
わ
れ
」
が
た

く
さ
ん
あ
る
こ
と
で
、
社
会
も
短
歌
も
豊
か
だ
っ
た
。

今
井
　
さ
っ
き
の
、「
景
」
が
一
番
に
あ
っ
て
、「
わ
れ
」
が
二
番
に
あ
っ
て
、

そ
の
間
に
距
離
が
あ
る
と
い
う
図
が
示
唆
的
な
気
が
す
る
。そ
う
い
う
層
が

消
え
て
い
っ
た
。

高
橋
　
そ
の
層
が
薄
く
な
っ
て
ゆ
く
状
態
と
は
…
。

今
井
　
現
在
の
状
態
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
。

高
橋
　
作
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
う
と
、
岡
部
さ
ん
の
世
代
っ
て
、
む
し

ろ
感
情
を
そ
の
ま
ま
語
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。だ
ん
だ
ん
世
代
が
若

く
な
る
と
感
情
を
語
る
部
分
が
削
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。た
と

え
ば
、

む
か
で

整
然
と
百
足
の
脚
は
も
つ
れ
ず
に
目
的
に
行
く
　
人
が
さ
び
し
い

岡
部
桂
一
郎

　
さ
び
し
い
と
い
う
感
情
語
を
作
者
と
結
び
つ
け
る
。「
目
的
に
行
く
さ
び

し
さ
」
と
直
接
事
柄
に
つ
な
げ
る
感
情
で
は
な
く
、「
人
が
」
と
他
の
事
柄

を
入
れ
て
さ
び
し
さ
に
つ
な
げ
た
、
す
こ
し
冷
め
た
目
が
あ
る
。
た
と
え
ば

岡
井
さ
ん
た
ち
の
世
代
に
な
る
と
、
感
情
語
を
道
具
と
し
て
使
っ
て
も
、
本

当
に
自
分
の
さ
び
し
い
と
き
の
表
現
に
は
使
わ
な
い
。

今
井
　
あ
あ
、
自
分
の
感
情
と
言
葉
が
つ
な
が
っ
て
い
る
っ
て
こ
と
。

高
橋
　
そ
う
。

今
井
　
吉
野
さ
ん
は
岡
部
さ
ん
の
歌
は
ど
う
？

吉
野
　
一
冊
全
体
の
印
象
を
い
う
と
、
ま
ず
と
ぼ
け
た
味
わ
い
が
あ
っ
て
、

一
方
で
技
術
的
な
う
ま
さ
が
あ
る
。
あ
る
は
ず
し
方
み
た
い
な
も
の
が
わ

か
っ
て
い
て
、ポ
イ
ン
ト
を
ち
ょ
っ
と
は
ず
し
な
が
ら
も
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ

え
て
き
ち
ん
と
や
る
と
い
う
か
…
。

今
井
　
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
の
。

吉
野
　
た
と
え
ば
、

机
の
上
の
あ
か
り
を
消
せ
ば
わ
が
読
み
し
丹
波
の
手
紙
消
え
て
ゆ
く
な
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り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
部
桂
一
郎

　
手
紙
が
消
え
る
わ
け
は
な
く
て
、
見
え
な
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
「
消
え

て
ゆ
く
な
り
」
と
い
っ
た
。
こ
こ
に
あ
る
種
の
は
ず
し
み
た
い
な
も
の
が
あ

る
。「
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
は
ず
し
の
自
覚
と
い
う
か
、
意
思
表
示

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ふ
さ
ふ
さ
と
毛
に
お
お
わ
れ
し
犬
一
つ
や
や
考
え
て
信
号
わ
た
る

岡
部
桂
一
郎

　
犬
が
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
本
当
は
わ
か
ら
な
い
。で
も
あ
え
て
そ
う

い
う
。「
や
や
考
え
て
信
号
を
わ
た
る
」
と
い
う
、
や
は
り
ち
ょ
っ
と
し
た

は
ず
し
が
う
ま
い
な
あ
と
感
じ
る
。

高
橋
　
一
首
の
空
間
を
そ
っ
く
り
と
受
け
取
る
鑑
賞
だ
と
、す
ご
く
い
い
な

と
思
う
。
だ
け
ど
、
言
葉
の
関
係
で
み
て
ゆ
く
と
、
な
ん
と
い
う
か
、
そ
の

シ
ャ
イ
な
部
分
が
ち
ょ
っ
と
鼻
に
つ
い
ち
ゃ
う
。

吉
野
　
そ
う
か
。
で
も
僕
は
、
こ
れ
く
ら
い
で
収
め
て
く
れ
る
と
、
逆
に
う

ま
さ
が
い
い
な
と
思
う
。

高
橋
　
さ
っ
き
の
「
ゆ
く
な
り
」
の
「
な
り
」
は
、「
わ
れ
」
を
自
覚
的
に

入
れ
て
い
る
と
思
う
。

今
井
　
普
通
だ
と
、
丹
波
の
手
紙
が
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
私
か
ら
見

え
な
く
な
っ
た
と
い
う
と
私
の
顔
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
し
ま
う
。こ
の
作
者

は
そ
れ
を
消
す
。
手
紙
を
主
体
に
い
う
。
自
分
の
顔
を
隠
そ
う
と
す
る
自
覚

が
強
烈
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
み
ず
ほ
さ
ん
が
感
じ
る
「
な
り
」
が
出
て
く
る
。

高
橋
　
隠
し
な
が
ら
出
る
と
い
う
感
じ
。

今
井
　
自
覚
が
あ
る
か
ら
、
出
て
は
恥
ず
か
し
い
と
い
う
感
覚
を
も
つ
。
そ

れ
が
、
あ
ま
り
い
う
と
い
や
み
な
感
じ
に
な
る
。
こ
の
と
こ
ろ
一
般
的
に
、

自
分
が
出
て
顔
を
さ
ら
す
の
が
恥
ず
か
し
い
感
覚
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。

高
橋
　
逆
に
ね
、
な
ぜ
「
な
り
」
と
い
う
表
現
を
入
れ
る
の
か
な
。「
手
紙

消
え
て
ゆ
く
」
と
状
態
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
で
も
、
私
の
存
在

は
あ
る
の
よ
と
「
な
り
」
を
入
れ
る
。
言
葉
を
分
析
し
て
ゆ
く
と
、
わ
れ
の

こ
だ
わ
り
の
強
さ
と
い
う
か
、
構
え
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
こ
う
い
う
抵
抗

感
が
、
世
代
の
言
葉
の
変
化
を
起
こ
し
て
ゆ
く
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。

今
井
　
そ
う
ね
。

吉
野
　
シ
ャ
イ
な
の
だ
け
れ
ど
、自
己
と
い
う
も
の
を
出
し
た
い
の
で
し
ょ

う
ね
。
完
全
に
消
し
た
い
な
ら
別
の
手
法
を
と
る
は
ず
。
照
れ
く
さ
い
だ
け

ど
、
出
し
た
い
。
で
、
こ
の
作
品
。

ド
ア
押
せ
ば
小
さ
き
鈴
の
音
が
す
る
ド
イ
ツ
菓
子
店
前
の
日
だ
ま
り

岡
部
桂
一
郎

　
不
思
議
な
歌
。「
す
る
」
を
終
止
形
と
と
る
か
連
体
形
と
と
る
か
に
よ
っ

て
解
釈
は
若
干
変
わ
る
け
れ
ど
、
い
ず
れ
に
し
て
も
焦
点
は
「
ド
イ
ツ
菓
子

店
前
の
日
だ
ま
り
」。
不
思
議
と
い
う
の
は
、
上
句
は
音
の
こ
と
で
、
下
句

は
日
だ
ま
り
の
こ
と
で
、ど
う
も
店
の
前
の
日
だ
ま
り
が
ず
れ
た
感
じ
が
す

る
。
そ
れ
に
作
中
の
わ
れ
は
ど
こ
に
い
る
か
。

今
井
　
離
れ
て
見
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

吉
野
　
え
え
。

高
橋
　
小
さ
な
こ
も
る
よ
う
な
鈴
の
響
き
が
日
だ
ま
り
の
空
間
に
転
化
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
を
同
列
に
と
ら
え
ら
れ
る
場
所
に
い
る
。
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吉
野
　
分
析
的
に
い
う
と
そ
う
な
る
。で
も
具
体
的
に
ど
こ
か
と
特
定
で
き

な
い
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
、
こ
う
し
た
位
置
の
置
き

方
が
。

今
井
　
花
山
さ
ん
の
歌
は
割
と
自
分
の
感
覚
の
な
か
に
統
合
さ
れ
て
ゆ
く
よ

う
な
感
覚
が
あ
る
と
思
う
の
だ
け
ど
、岡
部
さ
ん
の
は
認
識
の
仕
方
が
む
し

ろ
分
別
的
と
い
う
か
、
分
節
的
。
音
が
あ
る
な
、
日
だ
ま
り
が
あ
る
な
と
認

識
し
て
ゆ
く
。鈴
の
音
と
日
だ
ま
り
の
醸
し
出
す
雰
囲
気
が
自
分
の
な
か
で

融
け
合
っ
て
ゆ
く
歌
で
は
な
い
。

吉
野
　
か
な
り
自
覚
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
を
分
節
化
し
な
が
ら
、さ
ら
に

統
合
し
て
い
る
。

今
井
　
分
節
と
統
合
が
か
な
り
自
覚
的
に
行
わ
れ
て
い
る
感
じ
。

■
知
的
興
味
に
支
え
ら
れ
た
「
わ
れ
」

吉
野
　
岡
部
さ
ん
の
作
品
の
作
り
の
特
色
は
わ
か
っ
て
き
た
け
れ
ど
、作
品

が
作
品
と
し
て
成
立
し
て
い
る
そ
の
根
拠
と
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
。

今
井
　
根
拠
ね
…
。
岡
部
さ
ん
は
知
的
興
味
だ
と
思
う
。
内
面
へ
向
か
っ
て

そ
れ
を
ど
う
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
外
へ
向
か
う
。
外
界
を
ひ
と
つ
ひ
と

つ
知
と
し
て
理
解
し
て
ゆ
く
。そ
う
い
う
興
味
か
ら
発
し
て
い
る
歌
だ
と
思

う
。
日
だ
ま
り
が
あ
り
ま
す
よ
、
椅
子
が
あ
り
ま
す
よ
。
で
、
内
面
へ
と
こ

も
っ
て
ゆ
く
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

高
橋
　
岡
部
さ
ん
の
外
へ
と
向
け
た
知
と
し
て
の
理
解
は
、作
品
化
す
る
内

面
の
根
拠
と
は
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

今
井
　
普
通
だ
っ
た
ら
ね
、
く
っ
つ
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
体

験
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
や
体
験
が
あ
る
。そ
れ
は
ひ
と

ま
ず
お
い
て
お
く
っ
て
い
う
の
が
岡
部
さ
ん
の
や
り
方
な
の
じ
ゃ
な
い
か
し

ら
。自
分
の
な
か
に
あ
る
も
の
も
目
の
前
に
あ
る
も
の
も
第
一
段
階
と
し
て

は
あ
る
な
、
あ
る
な
と
見
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
、
自
分
の
な
か
の
言
葉
か
ら
発

せ
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
な
ど
で
物
を
膨
ら
ま
せ
な
い
。目
が
外
界
へ
向
い
て
い

る
。
で
、
あ
る
も
の
は
明
ら
か
に
わ
か
る
。
言
葉
の
操
作
に
よ
っ
て
わ
か
る

の
だ
け
れ
ど
、
直
接
に
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
う
で
す
よ
と
、
ス
ト
レ
ー
ト

に
言
い
放
た
な
い
。

高
橋
　
外
界
の
も
の
に
託
す
方
法
、そ
の
提
示
さ
れ
た
も
の
か
ら
読
者
が
と

ら
え
る
方
法
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、外
界
の
ど
う
い
っ
た
も
の

に
託
す
か
と
い
う
作
者
の
意
志
は
働
い
て
い
る
。そ
の
根
本
が
見
え
に
く
い

の
か
も
し
れ
な
い
。

今
井
　
自
分
が
あ
っ
て
、
何
か
が
あ
る
の
で
な
く
、
何
か
が
あ
っ
て
そ
れ
が

自
分
に
訴
え
か
け
て
く
る
と
い
う
方
向
。

吉
野
　
自
分
の
体
験
は
当
然
活
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。た
だ
体
験
が

あ
ま
り
生
に
出
な
い
で
、
い
わ
ば
抽
象
化
さ
れ
て
出
て
く
る
。

今
井
　
短
歌
入
門
時
に
、
さ
び
し
い
と
言
い
切
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
、
一
歩

手
前
で
止
め
な
さ
い
と
い
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
第
一
段
階
で
主
観
を

抑
え
て
対
象
を
見
て
、
そ
れ
に
も
の
を
い
わ
せ
な
さ
い
と
。
そ
の
と
き
に

は
、
自
分
が
い
い
た
い
も
の
が
あ
る
わ
け
ね
。
だ
け
ど
、
我
慢
す
る
ん
で
す

よ
と
い
わ
れ
る
。岡
部
さ
ん
の
作
品
に
は
そ
う
い
う
抑
圧
感
は
働
い
て
い
な

い
。
割
合
自
然
に
、
外
の
何
か
の
方
に
興
味
が
向
く
。
景
が
あ
る
の
だ
け
れ

ど
、
写
生
と
は
違
う
。
写
生
を
し
よ
う
と
見
る
の
で
は
な
い
。
写
生
と
い
う

と
き
に
は
わ
れ
が
先
行
す
る
。
も
っ
と
自
然
に
興
味
が
あ
っ
て
、
見
て
触
発

さ
れ
る
も
の
を
歌
い
取
る
。
そ
の
歌
い
取
り
方
が
、
独
特
の
お
し
ゃ
れ
な
感

覚
を
働
か
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
動
く
か
ら
そ
こ
に
作
者
が
立
ち
現
わ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
う
い
う
タ
イ
プ
の
歌
は
今
は
少
な
い
。
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吉
野
　
少
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
あ
る
意
味
で
は
、
岡
部
さ
ん
の
わ
れ
は
と
て

も
大
き
い
。
そ
う
で
な
い
と
…
。

今
井
　
も
っ
と
濃
厚
に
「
わ
れ
」
が
現
わ
れ
る
、
一
首
の
な
か
に
。
現
在
で

は
ど
の
よ
う
な
歌
い
方
を
し
た
に
し
ろ
、「
わ
れ
」
が
す
ご
く
強
く
出
て
く

る
。
そ
れ
が
教
養
主
義
的
な
層
が
減
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
あ
る
か
な
と
、

私
は
考
え
て
い
る
。

高
橋
　
濃
厚
に
出
る
。
あ
あ
、
な
ん
か
面
白
い
。
私
は
反
対
に
わ
れ
や
わ
れ

と
直
接
に
つ
な
が
る
表
現
を
消
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
と
思
う
。状
況
や

状
態
が
提
示
さ
れ
て
、わ
れ
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
っ
き
り

と
わ
か
ら
な
い
も
の
や
見
え
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
。

今
井
　
ど
う
い
っ
た
ら
い
い
の
か
な
。
岡
部
さ
ん
の
が
ね
、
江
戸
の
趣
味
人

の
よ
う
な
感
覚
だ
と
す
れ
ば
、
現
在
の
短
歌
の
「
わ
れ
」
の
出
し
方
は
、
明

治
の
自
然
主
義
で
培
わ
れ
た
よ
う
な
も
の
か
し
ら
。私
と
い
う
近
代
的
自
我

を
確
立
し
よ
う
と
す
る
何
か
。そ
れ
と
格
闘
し
て
文
学
の
な
か
で
実
現
し
よ

う
と
す
る
方
向
性
。
み
ず
ほ
さ
ん
が
「
わ
れ
」
と
い
わ
な
く
て
も
ね
、
自
分

の
頭
の
な
か
で
、
鈴
、
日
だ
ま
り
と
い
う
よ
う
な
景
が
、
ひ
と
つ
の
雰
囲
気

を
醸
し
出
す
と
い
う
と
き
に
は
、
私
と
い
う
前
提
が
あ
る
で
し
ょ
。
そ
こ
か

ら
発
す
る
。

高
橋
　
え
え
、
そ
う
い
う
前
提
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ど
の
作
者
も
そ
う

で
、
そ
の
前
提
の
私
を
常
に
意
識
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
か
、
し
な
い

か
。表
現
に
私
を
関
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
意
識
が
向
け
ら
れ
て
い
な

く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

今
井
　
歌
を
作
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、最
初
に
前
提
と
し
て
あ
る
の
が
私
だ

と
い
う
こ
と
。
私
の
感
覚
で
あ
り
、
私
の
考
え
で
あ
り
、
私
の
思
考
で
あ

り
っ
て
い
う
と
こ
ろ
へ
ゆ
く
。
読
む
方
も
そ
れ
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
そ

こ
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
私
も
そ
う
い
う
感
覚
。
読
み
取
る
と
き
に
そ
の
前

提
が
あ
る
か
ら
、
岡
部
さ
ん
の
よ
う
な
作
品
は
、
違
和
感
と
い
う
か
し
ら
、

あ
ら
こ
う
い
う
人
も
い
る
ん
だ
わ
と
思
う
。

高
橋
　
い
ま
ま
で
の
そ
の
私
に
固
執
さ
せ
た
作
り
方
と
か
読
み
が
崩
れ
て
き

て
い
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
、「
わ
れ
」
と
文
字
に
し
な
い
こ
と
で
、
作
品

上
の
わ
れ
が
見
え
に
く
い
表
現
方
法
か
ら
受
け
取
る
私
の
違
和
感
で
は
な
い

の
で
す
か
？

今
井
　
そ
れ
は
こ
の
わ
れ
と
ち
ょ
っ
と
位
相
が
違
う
か
な
。

■
現
れ
て
し
ま
う
自
意
識

今
井
　
花
山
さ
ん
の
ほ
う
は
ね
、わ
れ
と
い
う
の
が
特
別
に
歌
っ
て
い
な
く

て
も
は
っ
き
り
と
し
た
私
が
い
る
。

と
ど
か
ざ
る
痒
み
の
ご
と
く
ひ
と
と
こ
ろ
朝
焼
け
て
を
り
陸
橋
の
ぼ
る

花
山
多
佳
子

　
私
が
陸
橋
を
の
ぼ
る
の
で
あ
る
し
、と
ど
か
ざ
る
痒
み
の
ご
と
く
感
じ
る

に
は
私
の
目
で
は
っ
き
り
見
て
い
る
わ
け
だ
し
、そ
う
い
う
朝
焼
け
の
風
景

を
登
場
人
物
と
し
て
の
私
が
見
て
い
る
。そ
う
い
う
私
が
明
解
に
あ
る
こ
と

ね
。
岡
井
さ
ん
の
言
葉
で
い
う
と
、
一
人
の
わ
れ
の
か
た
ち
が
顔
と
し
て

ぽ
っ
と
浮
か
び
上
が
る
。そ
れ
は
わ
れ
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
発
想
し
て

い
る
か
ら
だ
と
思
う
。

吉
野
　
さ
っ
き
も
す
こ
し
い
っ
た
け
れ
ど
、
社
会
に
「
わ
れ
」
を
溶
け
込
ま

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。社
会
と
い
う
の
は
多

様
な
他
者
の
、
あ
る
い
は
多
様
な
関
係
の
集
合
体
。
そ
の
社
会
が
固
く
な
っ
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て
き
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
、「
わ
れ
」
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
、
し

ま
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
も
っ
と
柔
ら
か
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

今
井
　
花
山
さ
ん
に
限
ら
ず
、
現
在
の
歌
人
は
そ
う
い
う
作
り
方
を
し
て
い

る
と
思
う
。
概
し
て
現
代
短
歌
は
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
の
だ
と
思
う

の
ね
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
わ
れ
を
消
す
か
打
ち
出
す
か
と
い
う
。
岡
部
さ
ん

の
は
、そ
う
い
う
風
に
歌
の
な
か
の
わ
れ
が
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
が
し

た
。

高
橋
　
わ
れ
の
ぐ
ら
つ
き
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
作
者
の
思
い

に
そ
っ
て
解
釈
で
き
る
読
み
と
、
そ
れ
か
ら
離
れ
て
解
釈
で
き
る
読
み
と
が

可
能
な
作
品
だ
か
ら
と
思
う
。
わ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
薄
ら
い

で
き
て
い
る
。

今
井
　
薄
ら
い
で
い
る
？
　
今
の
歌
が
？

高
橋
　
え
え
。

今
井
　
私
は
強
く
感
じ
る
。
わ
れ
と
い
う
よ
り
も
自
意
識
か
し
ら
ね
。
濃
厚

に
感
じ
る
。
私
よ
り
も
年
下
の
、
穂
村
弘
さ
ん
、
東
直
子
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と

違
っ
た
江
戸
雪
さ
ん
、
小
守
有
里
さ
ん
な
ど
に
は
、
風
景
を
歌
っ
て
も
何
を

歌
っ
て
も
強
い
自
意
識
が
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
わ
れ
と

は
い
わ
な
い
の
か
し
ら
。

高
橋
　
わ
れ
と
い
う
と
、
作
品
上
の
わ
れ
と
い
う
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。
自
意
識
は
、
言
葉
に
現
わ
そ
う
と
し
て
い
な
く
て
…
。

今
井
　
う
ー
ん
、
現
わ
そ
う
と
し
て
は
い
な
い
の
か
も
し
れ
し
れ
な
い
け

ど
、
現
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
は
わ
れ
で
は
な
い
か
。

高
橋
　
現
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
、
文
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
は
区
別

し
た
ほ
う
が
…
。
自
意
識
の
面
で
い
う
と
、
岡
部
さ
ん
の
場
合
の
、
わ
れ
を

出
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
、
照
れ
て
隠
そ
う
と
す
る
言
葉
は
、
本
当
は
自
意

識
が
強
い
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
か
な
あ
。意
識
し
て
言
葉
の
操
作
を
し
よ
う
と

す
る
こ
と
自
体
意
識
が
強
い
と
思
う
。

今
井
　
う
ー
ん
、
ど
う
な
の
か
。

吉
野
　
あ
る
意
味
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
だ
と
思
う
。若
い
人
た

ち
の
自
意
識
の
現
わ
れ
方
と
岡
部
さ
ん
の
自
意
識
の
現
わ
れ
方
の
違
い
。そ

れ
は
技
術
的
な
も
の
に
拠
る
の
か
、教
養
人
と
し
て
の
素
養
が
自
ず
と
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
か
…
。

高
橋
　
で
も
、
そ
れ
が
逆
に
鼻
に
つ
い
ち
ゃ
う
。
そ
の
若
い
人
の
自
意
識
は

岡
部
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
あ
っ
て
も
、
言
葉
に
強
く
出
て
こ
な
い
。
岡
部
さ

ん
の
ほ
う
は
、
作
品
上
に
現
わ
れ
に
く
く
す
る
操
作
の
な
か
で
、
自
意
識
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

今
井
　
な
る
ほ
ど
。

高
橋
　
た
と
え
ば
、
さ
っ
き
の
「
ゆ
く
な
り
」
の
「
な
り
」
と
か
。

き
り
ぎ
り
す
鳴
き
て
西
瓜
の
匂
い
す
る
幼
な
き
昼
の
目
覚
め
あ
り
け
り

岡
部
桂
一
郎

せ
せ
ら
ぎ
の
音
の
途
絶
え
て
い
つ
し
か
に
ま
た
流
れ
出
す
月
下
な
り
け

り

　
こ
れ
ら
の
「
け
り
」
に
よ
っ
て
、
響
き
の
よ
さ
や
あ
る
ポ
ー
ズ
が
一
首
に

整
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
物
語
風
に
事
柄
を
納
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
。
も
っ
と

自
然
体
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。

今
井
　
あ
あ
、
そ
れ
が
若
い
人
た
ち
の
感
覚
ね
。
だ
か
ら
、
も
っ
と
自
然
体

で
い
い
ん
だ
よ
と
な
っ
た
と
き
に
、
自
意
識
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
に
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ふ
ぁ
ー
と
流
れ
出
る
。

高
橋
　
だ
か
ら
あ
え
て
、
文
字
に
「
わ
れ
」
と
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
を
拒

む
の
か
も
し
れ
な
い
。

■
短
歌
を
作
る
必
然
性

黒
楽
の
碗
に
唇
ふ
る
る
と
き
眼
鏡
く
も
れ
り
何
思
い
け
ん岡

部
桂
一
郎

今
井
　「
何
思
い
け
ん
」
は
、
黒
楽
の
茶
碗
を
作
っ
た
人
や
、
過
去
の
お
茶

席
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。「
わ
れ
」
は
い
ま
黒
楽
の
茶
碗
に
唇
を
触
れ
て

い
る
。
眼
鏡
が
く
も
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
何
か
自
分
は
感
じ
て
い
る
の

だ
け
れ
ど
、
直
接
い
わ
ず
、
か
つ
て
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
で
あ
ろ
う
人
々

は
何
を
思
っ
た
ろ
う
と
い
う
方
へ
、
話
が
ゆ
く
。
思
考
が
働
く
。
私
た
ち
の

い
ま
の
感
覚
だ
と
、
唇
を
ふ
れ
て
眼
鏡
が
く
も
っ
た
、
そ
の
と
き
の
自
分
の

内
面
の
感
覚
を
こ
こ
で
吐
露
す
る
と
思
う
の
ね
。

吉
野
　
え
え
。
だ
か
ら
、
不
思
議
な
感
じ
が
す
る
。

ひ
と
よ

う
お
へ
ん

み
ぞ
れ
雪
凍
て
雪
粉
雪
一
夜
雪
　
魚
偏
に
雪
と
書
く
は
こ
の
魚

岡
部
桂
一
郎

今
井
　
こ
れ
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
無
内
容
な
の
だ
け
れ
ど
ね
。
鱈
と
い
う
さ

か
な
。
こ
う
い
う
遊
び
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
、
教
養
人
。
自
然
に
遊
ん
で

い
る
感
じ
が
し
た
。
私
た
ち
が
ち
ょ
っ
と
遊
ん
で
や
っ
て
み
よ
う
と
す
る

と
、
似
た
よ
う
な
歌
は
出
て
く
る
け
れ
ど
、
作
者
の
な
か
の
歌
う
必
然
性
と

つ
な
が
っ
て
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
作
品
が
出
て
し
ま
う
。

吉
野
　
た
だ
、
こ
う
し
た
作
品
の
場
合
、
そ
の
必
然
性
が
何
か
を
言
い
当
て

る
の
は
難
し
い
。

今
井
　
一
首
だ
け
で
は
ね
。
岡
部
さ
ん
の
言
葉
遊
び
の
歌
は
、
一
冊
を
読
む

と
、
作
者
の
趣
味
人
的
な
位
置
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
位
置

が
、
こ
の
一
冊
の
な
か
の
構
造
と
い
う
か
、
短
歌
を
作
る
た
め
の
必
然
性
の

部
分
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
触
れ
て
い
な
い
と
、
言
葉
遊

び
も
面
白
く
な
い
。
言
葉
遊
び
が
い
い
悪
い
と
い
う
よ
り
も
、
作
者
の
必
然

性
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
言
葉
遊
び
は
、
歌
集
の

な
か
で
呼
吸
し
て
い
る
。

高
橋
　
あ
あ
、
な
ん
か
そ
の
一
首
は
、
絵
で
い
え
ば
、
空
気
の
通
り
口
の
よ

う
。
そ
こ
に
は
内
容
が
な
い
よ
う
に
見
え
て
、
歌
集
全
体
の
必
然
性
の
方
向

へ
向
か
わ
せ
る
役
目
を
し
て
い
る
。
そ
の
必
然
性
の
な
い
歌
集
だ
と
、
言
葉

遊
び
の
作
品
は
ス
カ
ス
カ
に
見
え
て
し
ま
う
。

今
井
　
現
在
の
題
詠
で
出
て
き
た
も
の
を
歌
集
で
読
ん
だ
と
き
、課
題
を
こ

な
し
て
い
る
よ
う
な
、
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
て
課
題
を
ク
リ
ヤ
ー
し
ま
し
た

よ
っ
、
さ
あ
何
点
で
す
か
、
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
必
然
性
の
あ
る
も
の
は
、

面
白
い
と
思
う
。そ
の
一
首
だ
け
を
い
い
悪
い
と
い
う
の
で
な
く
背
後
に
横

た
わ
っ
て
い
る
も
の
を
考
え
な
い
と
評
価
で
き
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。言

葉
遊
び
の
歌
を
話
題
に
す
る
と
、
評
言
が
技
術
論
に
走
る
。
こ
の
歌
は
う
ま

く
で
き
て
い
る
と
か
い
っ
て
、
そ
こ
で
終
わ
る
。
そ
の
裏
側
に
作
者
が
も
っ

て
い
る
も
の
が
何
も
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
論
じ
な
い
と
学
芸
会
を
や
っ
て

い
る
み
た
い
に
な
る
。
そ
れ
が
今
回
の
問
題
意
識
で
は
な
い
か
。

（
続
く
）


