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【
問
題
】

【
一
】　
出
典
… 

竹
田
青
嗣
『
意
味
と
エ
ロ
ス
』　
／
　
オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

ポ
イ
ン
ト

　「
現
象
学
的
還
元
」
と
い
う
、
現
代
に
お
け
る
認
識
論
の
基
本
を
語
っ
た
文
章
で
あ
る
。
本
文
の
展
開
は
比
較
的
と
ら
え
や
す
い
は
ず
な
の
で
、
内
容
・
構

文
・
表
現
に
つ
い
て
、
答
案
の
記
述
の
正
確
性
を
追
求
す
る
練
習
と
し
て
も
ら
い
た
い
。

㈠
　
主
観
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
は
ず
の
客
観
存
在
に
つ
い
て
、
そ
の
捉
え
方
の
妥
当
性
の
点
で
対
立
や
抗
争
が
生
じ
る
か
ら
。

㈡
　
絶
対
的
秩
序
や
法
則
が
内
在
す
る
客
観
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
一
無
二
の
正
当
な
世
界
観
の
存
在
が
必
然
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
。

㈢
　
客
観
存
在
の
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
性
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
個
々
の
主
観
の
捉
え
る
客
観
的
世
界
の
差
異
は
完
全
に
説
明
可
能
だ
と
い
う
こ
と
。

㈣
　
客
観
的
世
界
の
存
在
は
、
そ
の
態
様
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
原
理
的
に
主
観
に
よ
っ
て
の
み
把
握
し
う
る
も
の
だ
か
ら
。

㈤
　
個
々
の
欲
望
や
身
体
性
を
前
提
と
し
た
主
観
の
上
で
対
象
を
認
識
す
る
以
上
、
人
間
の
把
握
す
る
客
観
的
世
界
の
秩
序
や
法
則
は
、
主
観
と
隔
絶
し
独
立

し
た
存
在
で
は
あ
り
得
ず
、
個
々
の
主
観
の
捉
え
た
世
界
像
の
共
通
部
分
を
相
互
に
了
解
し
、
そ
れ
を
確
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
。〔
120
字
・
解
答
例
〕

㈥
　
ａ
＝
懐
疑
　
　
　
ｂ
＝
転
化
　
　
　
ｃ
＝
肝
要
　
　
　
ｄ
＝
背
理

解
答

㈠
　
傍
線
部
の
理
由
説
明
の
設
問
で
あ
る
が
、
傍
線
部
は
、「
〜
と
は
、
し
た
が
っ
て
〜
を
意
味
す
る
」
と
い
う
構
文
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
し
た
が
っ
て
」
が

承
け
て
い
る
内
容
が
「
理
由
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
直
前
の
、「
意
見
の
正
し
さ
と
い
っ
た
も
の
は
、
必
ず
対
立
し
、
抗
争
す
る
。

形
而
上
学
の
〈
主
観
〉
―
〈
客
観
〉
と
い
う
〝
素
朴
〞
な
問
題
設
定
が
底
に
潜
め
て
い
る
の
は
、
じ
つ
は
こ
の
問
題
で
あ
る
」（
５
〜
６
行
目
）
と
い
う
部

分
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
形
而
上
学
の
〈
主
観
〉
―
〈
客
観
〉
と
い
う
〝
素
朴
〞
な
問
題
設
定
」
が
傍
線
部
の
「〈
主
観
〉
―
〈
客
観
〉
を
見
出
す
」
に
対

応
し
、
同
時
に
一
つ
前
の
段
落
の
「〈
客
観
〉
存
在
の
確
実
性
を
確
証
し
よ
う
と
す
る
形
而
上
学
の
根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
」（
２
〜
３
行
目
）
と
も
対
応
す
る
。

こ
の
叙
述
を
含
む
一
文
に
、「
形
而
上
学
の
根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
は
、
人
間
の
日
常
世
界
で
、
つ
ね
に
〝
あ
い
ま
い
〞
な
も
の
と
確
実
な
も
の
と
が
入
り
混
っ

て
存
在
し
、
と
き
に
ど
う
し
て
も
見
方
（
意
見
）
が
対
立
す
る
と
い
う
事
態
か
ら
生
じ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
見
方
（
意
見
）

の
対
立
」
の
存
在
が
、
傍
線
部
の
「
理
由
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
と
は
傍
線
部
が
「〈
主
観
〉
―
〈
客
観
〉
の
一
致
（
真
理
）」
＝
「
唯
一
無
二
の
正
し

い
意
見
（
世
界
観
）」
の
存
在
の
確
証
を
語
る
内
容
で
あ
り
、
そ
の
「
理
由
」
を
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
鑑
み
て
、「
客
観
存
在
」
に
つ
い
て
「
主
観
」

に
か
か
わ
り
な
く
存
在
し
て
い
る
も
の
だ
（
つ
ま
り
「
存
在
の
確
実
性
」）
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
「
見
方
の
対
立
」
が
生
じ
る
こ

と
を
理
由
と
す
る
形
で
答
案
を
書
け
ば
よ
い
。

㈡
　
傍
線
部
を
含
む
一
文
が
、「
…
…
ア
ポ
リ
ア
は
、
そ
の
次
に
や
っ
て
く
る
推
論
に
よ
っ
て
避
け
難
い
も
の
と
な
る
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
。
こ
こ
で

い
う
「
推
論
」
は
直
後
の
一
文
に
、「
こ
の
世
界
の
客
観
存
在
は
、
そ
れ
自
体
独
立
し
た
絶
対
的
な
秩
序
や
法
則
を
内
在
的
に
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
い

う
推
論
」（
25
〜
26
行
目
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
推
論
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
認
識
論
上
の
ア
ポ
リ
ア
（
難
問
）」
と
は
何
か
、
と
考
え
れ

ば
よ
い
。「
推
論
」
に
つ
い
て
、
直
後
か
ら
「
こ
の
推
論
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
を
意
味
し
て
い
る
」
云
々
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、「
こ
う
し

て
『
世
界
は
た
っ
た
ひ
と
つ
し
か
な
い
』
と
い
う
不
可
疑
性
は
、『
世
界
は
そ
れ
自
体
で
絶
対
的
な
秩
序
や
法
則
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
理
性
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
る
は
ず
だ
』、
と
い
う
〝
客
観
的
真
理
〞
の
理
念
へ
テ
ン
カ
さ
れ
る
」（
32
〜
33
行
目
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
傍
線
部
ア
の
「
ほ
ん
と
う
は
唯
一
無

二
の
正
し
い
意
見
（
世
界
観
）
が
あ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
考
え
方
と
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
傍
線
部
ア
の
直
後
で
「
わ
た
し
た
ち
は
現
在
、
こ
う
い
う
考
え

方
に
対
し
て
即
座
に
否
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
」（
８
行
目
）
と
否
定
さ
れ
て
い
る
「
考
え
方
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
推
論
」
に
し
た
が
っ
て
考
え
て
ゆ
く

と
、
誤
っ
た
「
考
え
方
」
に
帰
結
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、「
認
識
論
上
の
ア
ポ
リ
ア
」
の
内
容
で
あ
る
。
以
上
を
整
理
す
れ
ば
、「
推
論
」
が
必
然
的
に
「
唯

一
無
二
の
正
し
い
世
界
観
の
存
在
」
を
導
き
出
す
、
と
い
う
形
の
答
案
と
な
る
だ
ろ
う
。

解
説
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㈢
　
前
問
の
解
説
で
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
傍
線
部
は
「
推
論
」
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
に
あ
る
の
で
、
基
本
的
に
は
そ
の
説
明
の
範
囲
内
で
考

え
る
べ
き
設
問
で
あ
る
。
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
傍
線
部
は
そ
の
直
前
の
「
客
観
存
在
が
持
っ
て
い
る
…
…
諸
差
異
を
説
明
す
る
」（
28
〜
29
行
目
）
と
対

応
す
る
内
容
で
あ
る
。「
推
論
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
が
、「〈
主
観
〉
の
視
線
の
位
置
が
同
一
で
な
い
」
か
ら
「〈
客
観
〉
が
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
っ
た
現

わ
れ
方
を
示
す
（
＝
意
見
の
対
立
）」、「〈
主
観
〉
の
視
線
の
位
置
を
全
く
同
一
点
に
置
く
こ
と
は
む
ろ
ん
不
可
能
」
な
の
で
「
客
観
存
在
が
持
っ
て
い
る
絶

対
的
な
秩
序
や
法
則
を
ま
ず
摑
み
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
る
〈
客
観
〉
の
相
の
諸
差
異
を
説
明
す
る
こ
と
」
が
問
題
だ
、
と
い
う

論
理
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
の
「〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
る
世
界
像
の
諸
差
異
」
と
は
、「
説
明
」
す
べ
き
「
個
々
の
主
観
の
捉
え
る
客
観
世
界

の
差
異
」
で
あ
り
、「
全
く
誤
つ
こ
と
の
な
い
交
換
式
を
得
る
」
は
そ
の
「
説
明
」
が
完
全
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
客

観
的
構
造
の
概
念
」
と
は
「
客
観
存
在
の
秩
序
や
法
則
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
絶
対
的
」、
つ
ま
り
「〈
主
観
〉
の
視
線
の
位
置
」
と
は
か
か
わ
り
な
く
存
在

し
て
い
る
は
ず
の
も
の
な
の
で
、
そ
れ
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
る
世
界
像
の
諸
差
異
」
が
説
明
で
き
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

㈣
　
34
〜
35
行
目
に｢

カ
ン
ヨ
ウ
な
の
は
、『
そ
れ
自
体
で
絶
対
的
な
秩
序
や
法
則
を
持
つ
よ
う
な
客
観
存
在
』
と
は
、
決
し
て
あ
り
得
な
い
も
の
だ｣

と
い

う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
傍
線
部
と
対
応
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
に
気
付
け
ば
、
そ
の
次
の
段
落
の
「
も
の
の
存
在
は
そ
の
内
在
的
な
…
…
」
以
下
の
説

明
と
、
傍
線
部
直
後
の
「
こ
の
こ
と
を
も
う
す
こ
し
考
え
て
み
よ
う
」
の
後
の
例
示
（
カ
ッ
プ
）
の
内
容
か
ら
答
え
が
出
せ
る
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。「
そ

れ
〔
＝
も
の
の
存
在
〕
が
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
は
、
も
の
が
〈
主
観
〉
に
と
っ
て
、
諸
性
質
、
形
状
等
々
と
し
て
現
わ
れ
る
か
ら
」

（
37
〜
38
行
目
）、「
世
界
の
存
在
（
あ
る
こ
と
）
は
、〈
主
観
〉
に
と
っ
て
の
み
…
…
諸
〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
出
る
〈
世
界
〉
の
、
現
わ
れ
方
の
共
通
項
」

（
42
〜
44
行
目
）、「
事
物
の
存
在
の
あ
り
よ
う
は
、〈
主
観
〉
の
〈
身
体
〉
や
〈
欲
望
〉
に
よ
っ
て
か
た
ち
を
変
え
る
」（
54
〜
55
行
目
）
な
ど
の
記
述
を
見

れ
ば
、「（
客
観
的
）
世
界
」
や
そ
の
「
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
」
と
は
、
主
観
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以

外
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
傍
線
部
の
「
ロ
ジ
カ
ル
に
は
無
意
味
」
と
い
う
判
断
の
根
拠
で
あ
る
。

㈤
　
こ
の
設
問
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
傍
線
部
の
内
容
説
明
で
は
、
傍
線
部
の
中
で
ど
の
部
分
を
具
体
化
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
検
討

す
る
。
こ
の
場
合
は
「〝
帰
納
〞
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
「
そ
の
逆
」
の
二
点
が
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
帰
納
」
と
「
そ
の
逆
」

と
は
、「
諸
〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
出
て
い
る
世
界
の
相
か
ら
」
と
い
う
修
飾
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
43
行
目
か
ら
46
行
目
に
か
け
て
の
「
客
観
世
界
の
秩
序

や
法
則
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
出
る
〈
世
界
〉
の
、
現
わ
れ
方
の
共
通
項
」「
客
観
世
界
と
は
、
本

質
的
に
、
相
互
主
観
的
関
係
の
網
の
目
の
中
に
浮
か
ぶ
、
唯
一
同
一
の
世
界
、
と
い
う
信
憑
の
像
」「
こ
の
相
互
主
観
性
そ
れ
自
身
も
、
結
局
〈
意
識
〉
の

う
ち
の
信
憑
の
構
造
」
と
い
う
記
述
か
ら
具
体
化
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
こ
の
部
分
で
語
ら
れ
て
い
る
「
主
観
」
に
つ

い
て
、
そ
の
前
の
段
落
で
、「〈
主
観
〉
と
は
、
単
な
る
意
識
の
座
で
は
な
く
、〈
欲
望
〉
や
〈
身
体
〉
と
し
て
世
界
に
向
き
合
っ
て
い
る
い
わ
ば
存
在
要
請

の
座
」（
38
〜
39
行
目
）「〈
主
観
〉
が
、〈
欲
望
〉
や
〈
身
体
〉
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
は
、
諸
性
質
や
形
状
等
々
と
し
て
〈
主
観
〉

に
現
わ
れ
出
る
」（
39
〜
40
行
目
）
な
ど
と
書
い
て
あ
る
点
だ
。「
諸
〈
主
観
〉」
の
「
共
通
項
」
が
問
題
に
な
る
以
上
、「
諸
〈
主
観
〉」
自
体
に
差
異
が
存

在
す
る
は
ず
（
だ
か
ら
こ
そ
世
界
観
に
も
差
異
が
生
ず
る
）
で
あ
り
、「
世
界
」
を
捉
え
る
「
諸
〈
主
観
〉」
が
「
欲
望
」「
身
体
」
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
も
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
。
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㈠〈
ア
主
観
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
は
ず
の
客
観
存
在
に
つ
い
て
、
イ
そ
の
捉
え
方
の
妥
当
性
の
点
で
対
立
や
抗
争
が
生
じ
る
か
ら
〉
…
６
点

　
※
ア
３
点
、
イ
３
点

　
＊
ア
は
「
客
観
存
在
」
が
主
観
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
イ
は
「
客
観
存
在
」
の
捉
え
方
の
妥
当
性
に
関
す
る
対
立
・
抗
争
が
発
生
す
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

㈡〈
ア
絶
対
的
秩
序
や
法
則
が
内
在
す
る
客
観
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
唯
一
無
二
の
正
当
な
世
界
観
の
存
在
が
必
然
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
〉

 

…
８
点

　
※
ア
４
点
、
イ
４
点

　
＊
ア
は
「
ア
ポ
リ
ア
」
の
端
緒
と
な
る
「
推
論
」
が
、
客
観
存
在
に
内
在
す
る
絶
対
的
秩
序
・
法
則
の
想
定
で
あ
る
と
示
せ
ば
可

　
＊
イ
は
ア
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
唯
一
無
二
の
正
当
な
世
界
観
の
必
然
化
が
起
こ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可
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㈢
　
前
問
の
解
説
で
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
傍
線
部
は
「
推
論
」
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
に
あ
る
の
で
、
基
本
的
に
は
そ
の
説
明
の
範
囲
内
で
考

え
る
べ
き
設
問
で
あ
る
。
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
傍
線
部
は
そ
の
直
前
の
「
客
観
存
在
が
持
っ
て
い
る
…
…
諸
差
異
を
説
明
す
る
」（
28
〜
29
行
目
）
と
対

応
す
る
内
容
で
あ
る
。「
推
論
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
が
、「〈
主
観
〉
の
視
線
の
位
置
が
同
一
で
な
い
」
か
ら
「〈
客
観
〉
が
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
っ
た
現

わ
れ
方
を
示
す
（
＝
意
見
の
対
立
）」、「〈
主
観
〉
の
視
線
の
位
置
を
全
く
同
一
点
に
置
く
こ
と
は
む
ろ
ん
不
可
能
」
な
の
で
「
客
観
存
在
が
持
っ
て
い
る
絶

対
的
な
秩
序
や
法
則
を
ま
ず
摑
み
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
る
〈
客
観
〉
の
相
の
諸
差
異
を
説
明
す
る
こ
と
」
が
問
題
だ
、
と
い
う

論
理
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
の
「〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
る
世
界
像
の
諸
差
異
」
と
は
、「
説
明
」
す
べ
き
「
個
々
の
主
観
の
捉
え
る
客
観
世
界

の
差
異
」
で
あ
り
、「
全
く
誤
つ
こ
と
の
な
い
交
換
式
を
得
る
」
は
そ
の
「
説
明
」
が
完
全
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
客

観
的
構
造
の
概
念
」
と
は
「
客
観
存
在
の
秩
序
や
法
則
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
絶
対
的
」、
つ
ま
り
「〈
主
観
〉
の
視
線
の
位
置
」
と
は
か
か
わ
り
な
く
存
在

し
て
い
る
は
ず
の
も
の
な
の
で
、
そ
れ
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
る
世
界
像
の
諸
差
異
」
が
説
明
で
き
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

㈣
　
34
〜
35
行
目
に｢

カ
ン
ヨ
ウ
な
の
は
、『
そ
れ
自
体
で
絶
対
的
な
秩
序
や
法
則
を
持
つ
よ
う
な
客
観
存
在
』
と
は
、
決
し
て
あ
り
得
な
い
も
の
だ｣

と
い

う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
傍
線
部
と
対
応
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
に
気
付
け
ば
、
そ
の
次
の
段
落
の
「
も
の
の
存
在
は
そ
の
内
在
的
な
…
…
」
以
下
の
説

明
と
、
傍
線
部
直
後
の
「
こ
の
こ
と
を
も
う
す
こ
し
考
え
て
み
よ
う
」
の
後
の
例
示
（
カ
ッ
プ
）
の
内
容
か
ら
答
え
が
出
せ
る
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。「
そ

れ
〔
＝
も
の
の
存
在
〕
が
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
は
、
も
の
が
〈
主
観
〉
に
と
っ
て
、
諸
性
質
、
形
状
等
々
と
し
て
現
わ
れ
る
か
ら
」

（
37
〜
38
行
目
）、「
世
界
の
存
在
（
あ
る
こ
と
）
は
、〈
主
観
〉
に
と
っ
て
の
み
…
…
諸
〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
出
る
〈
世
界
〉
の
、
現
わ
れ
方
の
共
通
項
」

（
42
〜
44
行
目
）、「
事
物
の
存
在
の
あ
り
よ
う
は
、〈
主
観
〉
の
〈
身
体
〉
や
〈
欲
望
〉
に
よ
っ
て
か
た
ち
を
変
え
る
」（
54
〜
55
行
目
）
な
ど
の
記
述
を
見

れ
ば
、「（
客
観
的
）
世
界
」
や
そ
の
「
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
」
と
は
、
主
観
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以

外
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
傍
線
部
の
「
ロ
ジ
カ
ル
に
は
無
意
味
」
と
い
う
判
断
の
根
拠
で
あ
る
。

㈤
　
こ
の
設
問
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
傍
線
部
の
内
容
説
明
で
は
、
傍
線
部
の
中
で
ど
の
部
分
を
具
体
化
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
検
討

す
る
。
こ
の
場
合
は
「〝
帰
納
〞
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
「
そ
の
逆
」
の
二
点
が
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
帰
納
」
と
「
そ
の
逆
」

と
は
、「
諸
〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
出
て
い
る
世
界
の
相
か
ら
」
と
い
う
修
飾
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
43
行
目
か
ら
46
行
目
に
か
け
て
の
「
客
観
世
界
の
秩
序

や
法
則
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
出
る
〈
世
界
〉
の
、
現
わ
れ
方
の
共
通
項
」「
客
観
世
界
と
は
、
本

質
的
に
、
相
互
主
観
的
関
係
の
網
の
目
の
中
に
浮
か
ぶ
、
唯
一
同
一
の
世
界
、
と
い
う
信
憑
の
像
」「
こ
の
相
互
主
観
性
そ
れ
自
身
も
、
結
局
〈
意
識
〉
の

う
ち
の
信
憑
の
構
造
」
と
い
う
記
述
か
ら
具
体
化
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
こ
の
部
分
で
語
ら
れ
て
い
る
「
主
観
」
に
つ

い
て
、
そ
の
前
の
段
落
で
、「〈
主
観
〉
と
は
、
単
な
る
意
識
の
座
で
は
な
く
、〈
欲
望
〉
や
〈
身
体
〉
と
し
て
世
界
に
向
き
合
っ
て
い
る
い
わ
ば
存
在
要
請

の
座
」（
38
〜
39
行
目
）「〈
主
観
〉
が
、〈
欲
望
〉
や
〈
身
体
〉
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
は
、
諸
性
質
や
形
状
等
々
と
し
て
〈
主
観
〉

に
現
わ
れ
出
る
」（
39
〜
40
行
目
）
な
ど
と
書
い
て
あ
る
点
だ
。「
諸
〈
主
観
〉」
の
「
共
通
項
」
が
問
題
に
な
る
以
上
、「
諸
〈
主
観
〉」
自
体
に
差
異
が
存

在
す
る
は
ず
（
だ
か
ら
こ
そ
世
界
観
に
も
差
異
が
生
ず
る
）
で
あ
り
、「
世
界
」
を
捉
え
る
「
諸
〈
主
観
〉」
が
「
欲
望
」「
身
体
」
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
も
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
。
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…
６
点
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３
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＊
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は
「
客
観
存
在
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が
主
観
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
イ
は
「
客
観
存
在
」
の
捉
え
方
の
妥
当
性
に
関
す
る
対
立
・
抗
争
が
発
生
す
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

㈡〈
ア
絶
対
的
秩
序
や
法
則
が
内
在
す
る
客
観
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
唯
一
無
二
の
正
当
な
世
界
観
の
存
在
が
必
然
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
〉

 

…
８
点

　
※
ア
４
点
、
イ
４
点

　
＊
ア
は
「
ア
ポ
リ
ア
」
の
端
緒
と
な
る
「
推
論
」
が
、
客
観
存
在
に
内
在
す
る
絶
対
的
秩
序
・
法
則
の
想
定
で
あ
る
と
示
せ
ば
可

　
＊
イ
は
ア
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
唯
一
無
二
の
正
当
な
世
界
観
の
必
然
化
が
起
こ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

4 3



㈢〈
ア
客
観
存
在
の
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
性
ウ
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
イ
個
々
の
主
観
の
捉
え
る
客
観
的
世
界
の
差
異
ウ
は
完
全
に
説
明
可
能
だ
と
い
う
こ
と
〉

 

…
10
点

　
※
ア
３
点
、
イ
３
点
、
ウ
４
点

　
＊
ア
は
「
客
観
的
構
造
の
概
念
」
が
客
観
存
在
の
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
性
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
イ
は
「〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
る
世
界
像
の
諸
差
異
」
が
、
個
々
の
主
観
が
捉
え
る
客
観
的
世
界
の
差
異
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
イ
を
ア
と
の
対
照
で
完
全
に
説
明
す
る
と
い
う
関
係
性
を
示
せ
ば
可

㈣〈
ア
客
観
的
世
界
の
存
在
は
、
イ
そ
の
態
様
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
ウ
原
理
的
に
ア
主
観
に
よ
っ
て
の
み
把
握
し
う
る
も
の
だ
か
ら
〉
…
10
点

　
※
ア
４
点
、
イ
３
点
、
ウ
３
点

　
＊
ア
は
「
客
観
的
世
界
の
存
在
」
が
主
観
に
よ
っ
て
の
み
把
握
可
能
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
イ
は
「
客
観
的
世
界
の
存
在
」
に
つ
い
て
、「
主
観
」
ご
と
の
現
わ
れ
方
は
多
様
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
ア
が
「
原
理
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

㈤〈
ア
個
々
の
欲
望
や
身
体
性
を
前
提
と
し
た
イ
主
観
の
上
で
対
象
を
認
識
す
る
以
上
、
ウ
人
間
の
把
握
す
る
客
観
的
世
界
の
秩
序
や
法
則
は
、
主
観
と
隔
絶
し

独
立
し
た
存
在
で
は
あ
り
得
ず
、
エ
個
々
の
主
観
の
捉
え
た
世
界
像
の
共
通
部
分
を
オ
相
互
に
了
解
し
、
そ
れ
を
確
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
〉
…
17
点

　
※
ア
２
点
、
イ
３
点
、
ウ
４
点
、
エ
４
点
、
オ
４
点

　
＊
ア
は
「
主
観
」
を
構
成
す
る
「
身
体
性
」・「
欲
望
」
を
両
方
押
さ
え
て
可

　
＊
イ
は
対
象
の
認
識
は
主
観
に
よ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
客
観
的
世
界
の
法
則
・
秩
序
に
つ
い
て
、
主
観
と
隔
絶
・
独
立
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

【
二
】　
出
典
…
『
撰
集
抄
』
巻
六
「
第
四

　
西
住
上
人
事
」　
／

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

ポ
イ
ン
ト

　

　
説
話
系
の
文
章
は
東
大
で
も
繰
り
返
し
出
題
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
手
の
文
章
は
大
筋
を
つ
か
む
の
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
出
題
者
と

し
て
は
細
部
の
読
み
と
り
が
恣
意
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
た
め
の
設
問
を
施
し
た
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
全
文
に
対
す
る
目
配
り
が
重
要

で
あ
る
。
ま
た
、
東
大
の
問
題
で
文
中
の
和
歌
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
こ
れ
を
機
に
、
和
歌
の
解
釈
の
標
準
的
な
手
順
《
詞
書
↓
句
切
れ
↓
修
辞

技
巧
》
を
確
認
し
て
お
く
と
よ
い
。

現
代
語
訳

　
去
る
（
陰
暦
）
八
月
の
初
め
の
こ
ろ
、
西
山
の
西
住
上
人
と
い
っ
し
ょ
に
、
難
波
〔
＝
現
在
の
大
阪
市
と
そ
の
付
近
〕
の
あ
た
り
を
通
り
過
ぎ
ま
し
た
と
こ

ろ
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
は
日
和
が
格
別
に
う
ら
う
ら
と
し
て
、
風
も
お
こ
り
ま
せ
ん
か
ら
、（
難
波
江
〔
＝
大
阪
湾
一
帯
〕
で
は
た
く
さ
ん
の
）
釣
舟
が
波

間
に
浮
か
ん
で
、
木
の
葉
（
を
海
面
に
散
ら
し
た
か
）
の
よ
う
に
見
え
る
。「（
お
お
ぜ
い
の
漁
師
た
ち
が
今
ご
ろ
）
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
魚
を
釣
っ
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
か
。
な
ん
と
ま
ぁ
い
た
ま
し
い
こ
と
よ
。
さ
ぁ
さ
ぁ
、
そ
の
あ
た
り
の
舟
に
（
で
も
）
乗
っ
て
、
あ
の
（
釣
り
上
げ
ら
れ
て
死
ん
で
ゆ
く
）
魚
た

ち
の
た
め
に
念
仏
を
と
な
え
て
、（
魚
た
ち
の
）
来
世
の
成
仏
を
祈
ろ
う
よ
」
と
言
う
と
、「
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
、
そ
の
よ
う
に
（
魚
た
ち
の
た
め
に
念
仏
）

す
る
の
が
よ
ろ
し
い
」
と
（
い
う
こ
と
に
な
っ
）
て
、
遠
浅
（
の
入
り
江
の
中
を
沖
合
に
向
け
て
）
ず
っ
と
遠
く
ま
で
歩
い
て
（
舟
に
）
近
づ
い
て
、「
舟
に

乗
せ
て
く
だ
さ
れ
」
と
言
う
と
、（
そ
の
舟
の
漁
師
は
）「
こ
（
の
舟
）
は
漁
船
で
（
渡
し
船
や
な
い
さ
か
い
）
よ
そ
へ
行
く
わ
け
に
は
い
か
ん
の
や
。（
お
坊

さ
ま
が
た
が
）
乗
ら
は
っ
て
も
何
の
役
に
立
ち
ま
っ
し
ゃ
ろ
か
（
、
い
い
え
お
役
に
は
よ
う
立
ち
ま
へ
ん
で
）」
と
言
う
。（
し
か
し
私
た
ち
二
人
は
）
無
理
に

（
乗
り
た
い
と
）
言
っ
て
乗
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
魚
た
ち
の
た
め
に
（
漁
師
が
気
を
悪
く
し
な
い
よ
う
に
）
こ
っ
そ
り
と
念
仏
を
と
な
え
て
、（
魚

た
ち
の
）
成
仏
を
祈
っ
た
こ
と
で
し
た
。（
さ
て
、
漁
師
が
）
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
海
岸
に
寄
っ
て
、
漁
を
す
る
の
を
見
て
お
り
ま
す
と
、（
そ
の
様
子
に
心
動
か

さ
れ
て
）
な
ん
と
な
く

難
波
人
…
…
難
波
の
（
海
の
）
漁
師
は
、
ど
の
よ
う
な
因
縁
で
（
殺
生
を
続
け
な
が
ら
、）
ど
こ
の
入
り
江
で
浮
か
ば
れ
な
い
最
期
を
迎
え
る
こ
と
だ
ろ

う
か

と
（
私
が
）
口
ず
さ
み
ま
し
た
の
で
、
こ
の
（
私
の
横
に
い
た
）
西
住
上
人
が
付
け
句
を
し
よ
う
と
頬
杖
を
突
い
て
、（
う
ま
い
下
の
句
を
考
え
よ
う
と
）
苦
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㈢〈
ア
客
観
存
在
の
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
性
ウ
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
イ
個
々
の
主
観
の
捉
え
る
客
観
的
世
界
の
差
異
ウ
は
完
全
に
説
明
可
能
だ
と
い
う
こ
と
〉

 

…
10
点

　
※
ア
３
点
、
イ
３
点
、
ウ
４
点

　
＊
ア
は
「
客
観
的
構
造
の
概
念
」
が
客
観
存
在
の
内
在
的
な
秩
序
や
法
則
性
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
イ
は
「〈
主
観
〉
に
現
わ
れ
る
世
界
像
の
諸
差
異
」
が
、
個
々
の
主
観
が
捉
え
る
客
観
的
世
界
の
差
異
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
イ
を
ア
と
の
対
照
で
完
全
に
説
明
す
る
と
い
う
関
係
性
を
示
せ
ば
可

㈣〈
ア
客
観
的
世
界
の
存
在
は
、
イ
そ
の
態
様
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
ウ
原
理
的
に
ア
主
観
に
よ
っ
て
の
み
把
握
し
う
る
も
の
だ
か
ら
〉
…
10
点

　
※
ア
４
点
、
イ
３
点
、
ウ
３
点

　
＊
ア
は
「
客
観
的
世
界
の
存
在
」
が
主
観
に
よ
っ
て
の
み
把
握
可
能
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
イ
は
「
客
観
的
世
界
の
存
在
」
に
つ
い
て
、「
主
観
」
ご
と
の
現
わ
れ
方
は
多
様
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
ア
が
「
原
理
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

㈤〈
ア
個
々
の
欲
望
や
身
体
性
を
前
提
と
し
た
イ
主
観
の
上
で
対
象
を
認
識
す
る
以
上
、
ウ
人
間
の
把
握
す
る
客
観
的
世
界
の
秩
序
や
法
則
は
、
主
観
と
隔
絶
し

独
立
し
た
存
在
で
は
あ
り
得
ず
、
エ
個
々
の
主
観
の
捉
え
た
世
界
像
の
共
通
部
分
を
オ
相
互
に
了
解
し
、
そ
れ
を
確
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
〉
…
17
点

　
※
ア
２
点
、
イ
３
点
、
ウ
４
点
、
エ
４
点
、
オ
４
点

　
＊
ア
は
「
主
観
」
を
構
成
す
る
「
身
体
性
」・「
欲
望
」
を
両
方
押
さ
え
て
可

　
＊
イ
は
対
象
の
認
識
は
主
観
に
よ
る
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
客
観
的
世
界
の
法
則
・
秩
序
に
つ
い
て
、
主
観
と
隔
絶
・
独
立
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

【
二
】　
出
典
…
『
撰
集
抄
』
巻
六
「
第
四

　
西
住
上
人
事
」　
／

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

ポ
イ
ン
ト
　

　
説
話
系
の
文
章
は
東
大
で
も
繰
り
返
し
出
題
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
手
の
文
章
は
大
筋
を
つ
か
む
の
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
出
題
者
と

し
て
は
細
部
の
読
み
と
り
が
恣
意
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
た
め
の
設
問
を
施
し
た
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
全
文
に
対
す
る
目
配
り
が
重
要

で
あ
る
。
ま
た
、
東
大
の
問
題
で
文
中
の
和
歌
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
こ
れ
を
機
に
、
和
歌
の
解
釈
の
標
準
的
な
手
順
《
詞
書
↓
句
切
れ
↓
修
辞

技
巧
》
を
確
認
し
て
お
く
と
よ
い
。

現
代
語
訳

　
去
る
（
陰
暦
）
八
月
の
初
め
の
こ
ろ
、
西
山
の
西
住
上
人
と
い
っ
し
ょ
に
、
難
波
〔
＝
現
在
の
大
阪
市
と
そ
の
付
近
〕
の
あ
た
り
を
通
り
過
ぎ
ま
し
た
と
こ

ろ
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
は
日
和
が
格
別
に
う
ら
う
ら
と
し
て
、
風
も
お
こ
り
ま
せ
ん
か
ら
、（
難
波
江
〔
＝
大
阪
湾
一
帯
〕
で
は
た
く
さ
ん
の
）
釣
舟
が
波

間
に
浮
か
ん
で
、
木
の
葉
（
を
海
面
に
散
ら
し
た
か
）
の
よ
う
に
見
え
る
。「（
お
お
ぜ
い
の
漁
師
た
ち
が
今
ご
ろ
）
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
魚
を
釣
っ
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
か
。
な
ん
と
ま
ぁ
い
た
ま
し
い
こ
と
よ
。
さ
ぁ
さ
ぁ
、
そ
の
あ
た
り
の
舟
に
（
で
も
）
乗
っ
て
、
あ
の
（
釣
り
上
げ
ら
れ
て
死
ん
で
ゆ
く
）
魚
た

ち
の
た
め
に
念
仏
を
と
な
え
て
、（
魚
た
ち
の
）
来
世
の
成
仏
を
祈
ろ
う
よ
」
と
言
う
と
、「
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
、
そ
の
よ
う
に
（
魚
た
ち
の
た
め
に
念
仏
）

す
る
の
が
よ
ろ
し
い
」
と
（
い
う
こ
と
に
な
っ
）
て
、
遠
浅
（
の
入
り
江
の
中
を
沖
合
に
向
け
て
）
ず
っ
と
遠
く
ま
で
歩
い
て
（
舟
に
）
近
づ
い
て
、「
舟
に

乗
せ
て
く
だ
さ
れ
」
と
言
う
と
、（
そ
の
舟
の
漁
師
は
）「
こ
（
の
舟
）
は
漁
船
で
（
渡
し
船
や
な
い
さ
か
い
）
よ
そ
へ
行
く
わ
け
に
は
い
か
ん
の
や
。（
お
坊

さ
ま
が
た
が
）
乗
ら
は
っ
て
も
何
の
役
に
立
ち
ま
っ
し
ゃ
ろ
か
（
、
い
い
え
お
役
に
は
よ
う
立
ち
ま
へ
ん
で
）」
と
言
う
。（
し
か
し
私
た
ち
二
人
は
）
無
理
に

（
乗
り
た
い
と
）
言
っ
て
乗
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
魚
た
ち
の
た
め
に
（
漁
師
が
気
を
悪
く
し
な
い
よ
う
に
）
こ
っ
そ
り
と
念
仏
を
と
な
え
て
、（
魚

た
ち
の
）
成
仏
を
祈
っ
た
こ
と
で
し
た
。（
さ
て
、
漁
師
が
）
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
海
岸
に
寄
っ
て
、
漁
を
す
る
の
を
見
て
お
り
ま
す
と
、（
そ
の
様
子
に
心
動
か

さ
れ
て
）
な
ん
と
な
く

難
波
人
…
…
難
波
の
（
海
の
）
漁
師
は
、
ど
の
よ
う
な
因
縁
で
（
殺
生
を
続
け
な
が
ら
、）
ど
こ
の
入
り
江
で
浮
か
ば
れ
な
い
最
期
を
迎
え
る
こ
と
だ
ろ

う
か

と
（
私
が
）
口
ず
さ
み
ま
し
た
の
で
、
こ
の
（
私
の
横
に
い
た
）
西
住
上
人
が
付
け
句
を
し
よ
う
と
頬
杖
を
突
い
て
、（
う
ま
い
下
の
句
を
考
え
よ
う
と
）
苦
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吟
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、（
そ
の
舟
で
）
漁
を
し
て
い
る
老
人
で
た
い
そ
う
年
を
と
っ
て
い
る
（
漁
師
）
が
、
だ
し
ぬ
け
に
、

あ
ふ
こ
と
な
み
に
…
…
（
恋
し
い
人
に
）
逢
う
こ
と
も
な
い
の
で
、（
波
に
浸
さ
れ
る
澪
標
で
は
な
い
が
、
恋
の
思
い
に
）
身
を
ひ
た
す
ら
沈
め
て
悩
み

悩
み
し
て
い
る
う
ち
に
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
（
仏
の
縁
に
）
出
会
う
こ
と
も
な
い
の
で
、
波
（
の
ま
に
ま
）
に
（
俗
世
の
）
身
（
の
悩
み
）
を
す
べ
て

味
わ
い
味
わ
い
し
な
が
ら

と
付
け
句
を
し
た
の
で
、（
こ
ん
な
田
舎
の
漁
師
ふ
ぜ
い
に
連
歌
の
嗜
み
が
あ
っ
た
と
は
）
珍
し
い
こ
と
だ
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
く
て
、（
隠
れ
た
歌
の
名
人

の
）
舟
に
う
ま
い
こ
と
無
理
強
い
に
乗
り
込
み
ま
し
て
、
こ
ん
な
思
い
が
け
な
い
和
歌
の
文
句
を
耳
に
し
た
嬉
し
さ
よ
と
思
う
こ
と
（
と
い
え
ば
）、
ほ
か
に

た
と
え
よ
う
も
な
い
。（
ち
な
み
に
）
そ
の
（
と
き
の
漁
師
だ
っ
た
）
老
人
は
、
現
在
で
は
す
っ
か
り
漁
を
や
め
て
、
連
歌
に
熱
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。（
そ

れ
は
さ
て
お
き
話
を
戻
し
て
）
老
人
の
句
の
趣
深
さ
に
（
触
発
さ
れ
て
）、（
私
も
）
か
さ
ね
て
（
歌
の
文
句
を
）
思
い
つ
い
た
の
で
、

舟
の
う
ち
…
…
（
魚
釣
り
を
す
る
）
舟
の
中
や
（
貝
採
り
に
海
に
潜
っ
た
）
波
の
下
で
（
日
々
を
送
る
う
ち
に
、
ふ
と
気
が
付
け
ば
こ
ん
な
に
も
）
年
を

と
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ

と
（
私
が
）
言
っ
た
と
こ
ろ
、（
漁
師
は
）
ふ
た
た
び
ち
ょ
っ
と
考
え
て
、

　
　
海あ

人ま

の
し
わ
ざ
も
…
…
（
板
子
一
枚
下
は
地
獄
と
言
わ
れ
る
）
漁
師
の
仕
事
も
、
せ
わ
し
な
い
俗
世
（
の
営
み
に
過
ぎ
な
い
の
）
だ
な
ぁ

と
朗
唱
し
た
こ
と
で
し
た
。

〔
訳
註
〕　

　
○
難
波
人
い
か
な
る
え
に
か
朽
ち
は
て
ん
…
…
「
え
に
」
は
「
縁
に
」
と
「
江
に
」
と
の
掛
詞
。

　
　
　
　
　
○ 

あ
ふ
こ
と
な
み
に
み
を
つ
く
し
つ
つ
…
…
「
な
み
」・「
み
を
つ
く
し
」
は
、
歌
意
上
の
表
の
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
「
無
み
」・「
身
を
尽
く
し
」
だ

が
、「
波
」・「
澪
標
」
を
掛
け
、
ま
た
「
難
波
」
と
縁
語
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
○ 

海
人
の
し
わ
ざ
も
い
と
ま
な
の
世
や
…
…
「
い
と
ま
な
」
の
「
い
と
」
に
「
糸
（
釣
り
糸
）」、「
ま
な
」
に
「
魚
」
の
意
を
含
ま
せ
て
「
海
人
」

の
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。

㈠
　
ア
＝
多
く
の
魚
が
な
ん
と
痛
ま
し
い
こ
と
よ
。
／
な
ん
と
ま
ぁ
魚
た
ち
が
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
。〔
＝
別
解
例
〕

　
　
イ
＝
あ
な
た
が
た
が
私
の
舟
に
お
乗
り
に
な
っ
て
も
お
役
に
は
立
ち
ま
せ
ん
。

解
答

　
　
カ
＝
漁
師
の
仕
事
も
な
ん
と
も
忙
し
い
俗
世
の
生
業
に
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
。

㈡
　
西
行
の
句
に
付
け
句
を
す
る
た
め
に
、
西
住
上
人
が
し
き
り
に
考
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。

㈢
　
仏
縁
に
出
会
う
こ
と
も
な
い
の
で
、
難
波
の
澪
標
で
は
な
い
が
、
波
間
に
身
を
沈
め
て
俗
世
の
苦
し
み
を
す
べ
て
味
わ
い
味
わ
い
し
て
は
、

　
　
仏
縁
に
逢
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
波
間
の
澪
標
の
よ
う
に
、
我
が
身
を
い
た
ず
ら
に
滅
ぼ
し
て
い
っ
て
、〔
＝
別
解
例
〕

㈣
　
た
ま
た
ま
乗
り
込
ん
だ
舟
の
老
い
た
漁
師
が
、
修
辞
技
巧
を
駆
使
し
た
付
け
句
を
す
る
ほ
ど
の
連
歌
の
素
養
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
か
ら
。

㈠
　
ア
＝
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
あ
ら
（
感
動
詞
）
＋
無
慙
（
形
容
動
詞
語
幹
）
＋
や
（
終
助
詞
）」
と
な
る
。

　
文
法
的
な
注
意
点
と
し
て
、
傍
線
部
が
《
感
動
詞
＋
形
容
動
詞
語
幹
＋
終
助
詞
（
詠
嘆
）》
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
形
容
詞
・
形
容
動
詞

は
《
感
動
詞
＋
語
幹
》
の
形
で
詠
嘆
表
現
と
な
る
の
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
を
補
っ
て
お
く
こ
と
。

　
語
義
の
面
か
ら
は
、「
無
慙
」
は
「
む
ざ
ん
」
と
読
み
、
形
容
動
詞
「
む
ざ
ん
な
り
」
の
語
幹
で
あ
る
。
現
在
は
「
無
残
・
無
惨
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
語
源
的
に
は
「
無
慙
」
の
用
字
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
く
、「（
仏
教
的
に
）
恥
知
ら
ず
で
あ
る
こ
と
」
が
原
義
で
、「（
１
）
悪
行
の
自
覚
の
な
い
こ

と
・（
２
）
無
法
乱
暴
で
あ
る
こ
と
・（
３
）
残
酷
で
痛
ま
し
い
こ
と
・（
４
）
気
の
毒
で
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
」
な
ど
の
用
法
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
魚
た

ち
の
た
め
に
念
仏
し
よ
う
」
と
い
う
意
思
の
も
と
に
な
る
感
情
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
義
と
し
て
は
前
記
の
（
３
）・（
４
）
の
意
味
が
訳
出
さ
れ
て

い
れ
ば
よ
い
。
た
だ
し
、「
残
酷
」
だ
け
で
は
漁
師
に
対
す
る
非
難
と
な
っ
て
不
適
。
念
仏
す
る
と
き
の
西
行
ら
の
態
度
に
は
、
宿
世
に
よ
っ
て
殺
生
を
重

ね
ざ
る
を
得
な
い
漁
師
へ
の
配
慮
が
読
み
と
れ
る
。
魚
に
対
す
る
同
情
に
集
中
し
た
答
案
が
望
ま
し
い
。

　
イ
＝
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
乗
り
（
動
詞
）
＋
た
ま
ひ
（
補
助
動
詞
）
＋
て
（
接
続
助
詞
）
＋
何
（
名
詞
）
＋
の
（
格
助
詞
）
＋
用
（
名
詞
）

＋
か
（
係
助
詞
）
＋
侍
ら
（
動
詞
）
＋
ん
（
助
動
詞
）」
と
な
る
。

　
文
法
的
に
目
立
つ
の
が
「
か
」
と
「
ん
」
と
で
《
係
り
結
び
》
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、《
疑
問
》
か
《
反
語
》
か
の
判
別
が
必
要
と
な
る
。
こ

こ
で
は
そ
の
後
に
直
接
的
な
返
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
《
反
語
》
の
用
法
と
判
断
す
る
が
、《
形
式
疑
問
＋
実
質
否
定
》
を
す
べ
て
書
こ
う
と
し

解
説
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吟
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、（
そ
の
舟
で
）
漁
を
し
て
い
る
老
人
で
た
い
そ
う
年
を
と
っ
て
い
る
（
漁
師
）
が
、
だ
し
ぬ
け
に
、

あ
ふ
こ
と
な
み
に
…
…
（
恋
し
い
人
に
）
逢
う
こ
と
も
な
い
の
で
、（
波
に
浸
さ
れ
る
澪
標
で
は
な
い
が
、
恋
の
思
い
に
）
身
を
ひ
た
す
ら
沈
め
て
悩
み

悩
み
し
て
い
る
う
ち
に
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
（
仏
の
縁
に
）
出
会
う
こ
と
も
な
い
の
で
、
波
（
の
ま
に
ま
）
に
（
俗
世
の
）
身
（
の
悩
み
）
を
す
べ
て

味
わ
い
味
わ
い
し
な
が
ら

と
付
け
句
を
し
た
の
で
、（
こ
ん
な
田
舎
の
漁
師
ふ
ぜ
い
に
連
歌
の
嗜
み
が
あ
っ
た
と
は
）
珍
し
い
こ
と
だ
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
く
て
、（
隠
れ
た
歌
の
名
人

の
）
舟
に
う
ま
い
こ
と
無
理
強
い
に
乗
り
込
み
ま
し
て
、
こ
ん
な
思
い
が
け
な
い
和
歌
の
文
句
を
耳
に
し
た
嬉
し
さ
よ
と
思
う
こ
と
（
と
い
え
ば
）、
ほ
か
に

た
と
え
よ
う
も
な
い
。（
ち
な
み
に
）
そ
の
（
と
き
の
漁
師
だ
っ
た
）
老
人
は
、
現
在
で
は
す
っ
か
り
漁
を
や
め
て
、
連
歌
に
熱
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。（
そ

れ
は
さ
て
お
き
話
を
戻
し
て
）
老
人
の
句
の
趣
深
さ
に
（
触
発
さ
れ
て
）、（
私
も
）
か
さ
ね
て
（
歌
の
文
句
を
）
思
い
つ
い
た
の
で
、

舟
の
う
ち
…
…
（
魚
釣
り
を
す
る
）
舟
の
中
や
（
貝
採
り
に
海
に
潜
っ
た
）
波
の
下
で
（
日
々
を
送
る
う
ち
に
、
ふ
と
気
が
付
け
ば
こ
ん
な
に
も
）
年
を

と
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ

と
（
私
が
）
言
っ
た
と
こ
ろ
、（
漁
師
は
）
ふ
た
た
び
ち
ょ
っ
と
考
え
て
、

　
　
海あ

人ま

の
し
わ
ざ
も
…
…
（
板
子
一
枚
下
は
地
獄
と
言
わ
れ
る
）
漁
師
の
仕
事
も
、
せ
わ
し
な
い
俗
世
（
の
営
み
に
過
ぎ
な
い
の
）
だ
な
ぁ

と
朗
唱
し
た
こ
と
で
し
た
。

〔
訳
註
〕　
　
○
難
波
人
い
か
な
る
え
に
か
朽
ち
は
て
ん
…
…
「
え
に
」
は
「
縁
に
」
と
「
江
に
」
と
の
掛
詞
。

　
　
　
　
　
○ 

あ
ふ
こ
と
な
み
に
み
を
つ
く
し
つ
つ
…
…
「
な
み
」・「
み
を
つ
く
し
」
は
、
歌
意
上
の
表
の
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
「
無
み
」・「
身
を
尽
く
し
」
だ

が
、「
波
」・「
澪
標
」
を
掛
け
、
ま
た
「
難
波
」
と
縁
語
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
○ 

海
人
の
し
わ
ざ
も
い
と
ま
な
の
世
や
…
…
「
い
と
ま
な
」
の
「
い
と
」
に
「
糸
（
釣
り
糸
）」、「
ま
な
」
に
「
魚
」
の
意
を
含
ま
せ
て
「
海
人
」

の
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。

㈠
　
ア
＝
多
く
の
魚
が
な
ん
と
痛
ま
し
い
こ
と
よ
。
／
な
ん
と
ま
ぁ
魚
た
ち
が
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
。〔
＝
別
解
例
〕

　
　
イ
＝
あ
な
た
が
た
が
私
の
舟
に
お
乗
り
に
な
っ
て
も
お
役
に
は
立
ち
ま
せ
ん
。

解
答

　
　
カ
＝
漁
師
の
仕
事
も
な
ん
と
も
忙
し
い
俗
世
の
生
業
に
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
。

㈡
　
西
行
の
句
に
付
け
句
を
す
る
た
め
に
、
西
住
上
人
が
し
き
り
に
考
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。

㈢
　
仏
縁
に
出
会
う
こ
と
も
な
い
の
で
、
難
波
の
澪
標
で
は
な
い
が
、
波
間
に
身
を
沈
め
て
俗
世
の
苦
し
み
を
す
べ
て
味
わ
い
味
わ
い
し
て
は
、

　
　
仏
縁
に
逢
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
波
間
の
澪
標
の
よ
う
に
、
我
が
身
を
い
た
ず
ら
に
滅
ぼ
し
て
い
っ
て
、〔
＝
別
解
例
〕

㈣
　
た
ま
た
ま
乗
り
込
ん
だ
舟
の
老
い
た
漁
師
が
、
修
辞
技
巧
を
駆
使
し
た
付
け
句
を
す
る
ほ
ど
の
連
歌
の
素
養
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
か
ら
。

㈠
　
ア
＝
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
あ
ら
（
感
動
詞
）
＋
無
慙
（
形
容
動
詞
語
幹
）
＋
や
（
終
助
詞
）」
と
な
る
。

　
文
法
的
な
注
意
点
と
し
て
、
傍
線
部
が
《
感
動
詞
＋
形
容
動
詞
語
幹
＋
終
助
詞
（
詠
嘆
）》
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
形
容
詞
・
形
容
動
詞

は
《
感
動
詞
＋
語
幹
》
の
形
で
詠
嘆
表
現
と
な
る
の
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
を
補
っ
て
お
く
こ
と
。

　
語
義
の
面
か
ら
は
、「
無
慙
」
は
「
む
ざ
ん
」
と
読
み
、
形
容
動
詞
「
む
ざ
ん
な
り
」
の
語
幹
で
あ
る
。
現
在
は
「
無
残
・
無
惨
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
語
源
的
に
は
「
無
慙
」
の
用
字
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
く
、「（
仏
教
的
に
）
恥
知
ら
ず
で
あ
る
こ
と
」
が
原
義
で
、「（
１
）
悪
行
の
自
覚
の
な
い
こ

と
・（
２
）
無
法
乱
暴
で
あ
る
こ
と
・（
３
）
残
酷
で
痛
ま
し
い
こ
と
・（
４
）
気
の
毒
で
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
」
な
ど
の
用
法
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
魚
た

ち
の
た
め
に
念
仏
し
よ
う
」
と
い
う
意
思
の
も
と
に
な
る
感
情
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
義
と
し
て
は
前
記
の
（
３
）・（
４
）
の
意
味
が
訳
出
さ
れ
て

い
れ
ば
よ
い
。
た
だ
し
、「
残
酷
」
だ
け
で
は
漁
師
に
対
す
る
非
難
と
な
っ
て
不
適
。
念
仏
す
る
と
き
の
西
行
ら
の
態
度
に
は
、
宿
世
に
よ
っ
て
殺
生
を
重

ね
ざ
る
を
得
な
い
漁
師
へ
の
配
慮
が
読
み
と
れ
る
。
魚
に
対
す
る
同
情
に
集
中
し
た
答
案
が
望
ま
し
い
。

　
イ
＝
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
乗
り
（
動
詞
）
＋
た
ま
ひ
（
補
助
動
詞
）
＋
て
（
接
続
助
詞
）
＋
何
（
名
詞
）
＋
の
（
格
助
詞
）
＋
用
（
名
詞
）

＋
か
（
係
助
詞
）
＋
侍
ら
（
動
詞
）
＋
ん
（
助
動
詞
）」
と
な
る
。

　
文
法
的
に
目
立
つ
の
が
「
か
」
と
「
ん
」
と
で
《
係
り
結
び
》
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、《
疑
問
》
か
《
反
語
》
か
の
判
別
が
必
要
と
な
る
。
こ

こ
で
は
そ
の
後
に
直
接
的
な
返
答
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
《
反
語
》
の
用
法
と
判
断
す
る
が
、《
形
式
疑
問
＋
実
質
否
定
》
を
す
べ
て
書
こ
う
と
し

解
説
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て
「
〜
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
〜
な
い
」
な
ど
と
し
て
い
て
は
解
答
欄
か
ら
溢
れ
て
（
後
述
す
る
要
素
も
補
え
な
く
な
っ
て
）
し
ま
う
た
め
、《
否
定
》
文
と

し
て
訳
出
す
る
。

　
文
法
的
注
意
点
の
第
二
は
《
尊
敬
語
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」》
の
訳
し
か
た
に
あ
る
。
基
本
的
に
「
お
〜
に
な
る
」
を
用
い
る
。
ま
た
《
丁
寧
語
本
動
詞
「
侍

り
」》
も
訳
し
忘
れ
な
い
こ
と
。
こ
ち
ら
は
「
で
す
・
ま
す
・
ご
ざ
い
ま
す
」
で
よ
い
。

　
解
釈
的
注
意
点
と
し
て
、「
乗
る
」
は
《
不
完
全
自
動
詞
》
で
《
主
語
「
〜
が
」・
補
語
「
〜
に
」》
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
見
落
と
さ
な
い
こ
と
。
傍
線

部
を
含
む
節
の
中
に
出
て
い
れ
ば
補
う
必
要
は
な
い
が
、
設
問
部
で
は
ど
ち
ら
も
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
補
っ
て
お
か
な
い
と
減
点
の
対
象
と
な
る
だ
ろ

う
。（
な
お
、
主
語
は
複
数
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。）

　
解
釈
的
注
意
点
の
第
二
は
、「
用
」
の
処
理
で
あ
る
。
機
械
的
に
訳
す
と
「
お
乗
り
に
な
っ
て
、
ど
ん
な
用
事
が
あ
る
の
で
す
か
」
な
ど
と
し
て
し
ま
い

そ
う
だ
が
、
魚
撈
（
す
な
わ
ち
殺
生
）
と
は
無
縁
の
は
ず
の
出
家
が
舟
に
乗
ろ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
漁
師
と
し
て
は
「
渡
し
船
と
勘
違
い
し
た
な
」
と
思
っ

た
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
用
事
は
「
舟
で
ど
こ
か
へ
連
れ
て
行
く
こ
と
」
だ
が
、
傍
線
部
直
前
で
「
そ
れ
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
あ
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ

こ
で
の
「
用
」
は
「
役
立
つ
こ
と
」
の
意
で
あ
る
と
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
右
に
付
随
し
て
接
続
助
詞
「
て
」
に
も
目
を
配
る
。
本
来
は
《
単
純
接
続
》
の
助
詞
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
こ

と
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
後
半
と
の
釣
り
合
い
を
考
え
て
《
逆
接
仮
定
》
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
訳
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
カ
＝
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
海
人
（
名
詞
）
＋
の
（
格
助
詞
）
＋
し
わ
ざ
（
名
詞
）
＋
も
（
係
助
詞
）
＋
い
と
ま
な
（
形
容
詞
語
幹
）
＋
の
（
格

助
詞
）
＋
世
（
名
詞
）
＋
や
（
終
助
詞
）」
と
な
る
。
品
詞
分
解
の
段
階
で
気
を
付
け
た
い
の
が
、
こ
こ
で
の
「
い
と
」
は
副
詞
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

た
だ
し
こ
れ
は
、
落
ち
着
い
て
考
え
れ
ば
後
に
用
言
が
な
い
こ
と
か
ら
わ
か
る
は
ず
。
と
す
る
と
、「
い
と
ま
な
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

れ
は
形
容
詞
「
暇
無
し
」
の
語
幹
で
あ
る
。

　
文
法
的
に
は
、《
形
容
詞
語
幹
＋
「
の
」》
の
形
に
注
意
。
こ
れ
は
《
形
容
詞
連
体
形
》
と
同
じ
く
連
体
修
飾
す
る
が
、
詠
嘆
の
気
分
を
含
ん
だ
強
調
表
現

で
あ
る
点
に
注
意
し
て
訳
出
す
る
こ
と
。

　
訳
語
選
択
上
の
注
意
点
と
し
て
、「
海
人
」・「
し
わ
ざ
」
を
挙
げ
て
お
く
。「
海
人
」
を
「
あ
ま
」
と
訓
む
こ
と
は
基
本
的
な
知
識
だ
ろ
う
が
、
現
代
語
で

は
通
常
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
し
わ
ざ
」
は
現
代
語
に
も
あ
る
が
、
現
代
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
・
困
っ
た
こ
と
を

し
て
く
れ
た
な
」
と
い
っ
た
状
況
に
ふ
さ
わ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
適
切
に
言
い
換
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
解
釈
上
の
注
意
点
と
し
て
は
、「
世
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
意
味
の
広
い
言
葉
（
各
自
、
古
語
辞
典
で
再
確
認
の
こ
と
）
だ
が
、
漢
字
で
書

か
れ
る
と
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
や
す
く
な
る
。
こ
こ
で
は
「
男
女
の
仲
」
で
は
な
い
し
、「
世
の
中
」
で
も
な
い
。
主
語
「
海
人
の
し
わ
ざ
」
と
の
関
係
か
ら
、

ま
ず
は
「
人
の
一
生
」
と
い
っ
た
方
向
性
を
お
さ
え
て
お
く
。
さ
ら
に
、
傍
線
部
の
句
の
前
提
と
な
る
上
の
句
「
舟
の
中
、
波
の
下
に
ぞ
、
老
い
に
け
る
」

の
意
味
と
、
こ
れ
を
発
し
た
の
が
出
家
で
あ
る
点
と
を
あ
わ
せ
て
、
傍
線
部
は
「
無
常
を
嘆
く
気
持
ち
」
を
含
ん
で
い
る
点
を
読
み
と
り
た
い
。

㈡
　
傍
線
部
以
前
の
流
れ
を
確
認
す
る
と
、「
西
行
が
五
・
七
・
五
の
文
句
を
口
ず
さ
ん
だ
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
問
題
文
の
成
立
し
た
鎌
倉
時
代
前
期
に

は
、
和
歌
と
言
え
ば
短
歌
が
主
流
だ
が
、
こ
れ
を
「
本も

と

＝
上
の
句
」
と
「
末す

ゑ

＝
下
の
句
」
と
に
分
け
て
二
人
で
合
作
す
る
「
連
歌
（
短
連
歌
）」
も
盛
ん
に

行
な
わ
れ
た
。
連
歌
で
は
先
に
本
末
の
ど
ち
ら
が
で
き
て
も
よ
い
の
だ
が
、「
本
」
に
「
末
」
を
続
け
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
末
」
に
「
本
」
を
の
せ
る
こ

と
を
「
付
け
る
」
と
言
う
。
傍
線
部
の
少
し
前
の
「
つ
け
ん
と
て
」
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
傍
線
部
直
前
に
は
「
顔
づ
え
を
つ
き
て
」
と
あ
る
。「
顔

づ
え
」
は
本
来
は
「
面
つ
ゑ
」
と
書
く
べ
き
語
で
「
つ
ら
づ
え
」
と
訓
む
が
、
現
代
の
「
ほ
お
づ
え
」
に
あ
た
る
こ
と
は
字
面
か
ら
判
断
で
き
る
は
ず
だ
。

こ
れ
ら
を
綜
合
す
る
に
、「
和
歌
の
文
句
を
考
え
な
が
ら
頬
杖
を
突
い
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、「
う
め
く
」
と
い
っ
て
も
肉
体
的
な
苦
痛
が
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、「
苦
吟
」
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
設
問
で
は
理
由
の
説
明
も
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
見
た
「
つ
け
ん
と
て
＝
付
ケ
ヨ
ウ
ト
シ
テ
」
が
解
釈
で
き
れ
ば
そ
の
ま
ま
変
形
し
て
使
え

る
。
た
だ
し
、
東
大
で
は
こ
の
設
問
「
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
か
」
の
よ
う
に
複
数
の
設
問
意
図
を
ま
と
め
て
出
題
す
る
こ
と
も
多
い
が
、

問
わ
れ
た
順
番
に
答
え
て
ゆ
く
と
制
限
字
数
を
無
駄
に
し
か
ね
な
い
。
前
提
条
件
は
先
に
ま
わ
し
て
、
一
文
に
ま
と
め
る
こ
と
を
勧
め
る
。

　
な
お
、
問
題
文
に
は
登
場
人
物
が
三
人
い
る
。「
だ
れ
の
こ
と
か
」
な
ど
と
直
接
的
に
言
わ
れ
な
く
て
も
、
読
解
の
正
確
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
主

体
の
説
明
を
簡
潔
に
補
っ
て
お
く
こ
と
は
、
答
案
作
成
上
の
基
本
的
な
マ
ナ
ー
だ
と
言
え
よ
う
。

㈢
　
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
あ
ふ
（
動
詞
）
＋
こ
と
（
名
詞
）
＋
な
（
形
容
詞
語
幹
）
＋
み
（
接
尾
辞
）
＋
に
（
格
助
詞
）
＋
み
（
名
詞
）
＋
を
（
格

助
詞
）
＋
つ
く
し
（
動
詞
）
＋
つ
つ
（
接
続
助
詞
）」
と
な
る
。

　
右
を
無
理
や
り
漢
字
表
記
す
れ
ば
「
逢
ふ
事
無
み
に
身
を
尽
く
し
つ
つ
」
と
な
る
が
、〔
訳
註
〕
に
示
し
た
と
お
り
、「
な
み
」
に
「
波
」
を
、「
み
を
つ

く
し
」
に
「
澪
標
」
を
掛
け
る
の
は
和
歌
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
設
問
に
も
「
表
現
の
工
夫
に
注
意
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
《
掛
詞
》
を
無
視
す

る
と
減
点
は
大
き
な
も
の
に
な
る
と
心
得
る
べ
き
だ
ろ
う
。（
和
歌
の
修
辞
技
巧
の
う
ち
、《
掛
詞
》（
お
よ
び
《
枕
詞
》）
は
ほ
と
ん
ど
暗
記
事
項
と
言
っ
て

も
よ
い
。《
掛
詞
》
に
つ
い
て
は
参
考
書
類
を
使
っ
て
代
表
的
な
も
の
を
憶
え
て
お
く
こ
と
を
勧
め
た
い
。）
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て
「
〜
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
〜
な
い
」
な
ど
と
し
て
い
て
は
解
答
欄
か
ら
溢
れ
て
（
後
述
す
る
要
素
も
補
え
な
く
な
っ
て
）
し
ま
う
た
め
、《
否
定
》
文
と

し
て
訳
出
す
る
。

　
文
法
的
注
意
点
の
第
二
は
《
尊
敬
語
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」》
の
訳
し
か
た
に
あ
る
。
基
本
的
に
「
お
〜
に
な
る
」
を
用
い
る
。
ま
た
《
丁
寧
語
本
動
詞
「
侍

り
」》
も
訳
し
忘
れ
な
い
こ
と
。
こ
ち
ら
は
「
で
す
・
ま
す
・
ご
ざ
い
ま
す
」
で
よ
い
。

　
解
釈
的
注
意
点
と
し
て
、「
乗
る
」
は
《
不
完
全
自
動
詞
》
で
《
主
語
「
〜
が
」・
補
語
「
〜
に
」》
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
見
落
と
さ
な
い
こ
と
。
傍
線

部
を
含
む
節
の
中
に
出
て
い
れ
ば
補
う
必
要
は
な
い
が
、
設
問
部
で
は
ど
ち
ら
も
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
補
っ
て
お
か
な
い
と
減
点
の
対
象
と
な
る
だ
ろ

う
。（
な
お
、
主
語
は
複
数
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。）

　
解
釈
的
注
意
点
の
第
二
は
、「
用
」
の
処
理
で
あ
る
。
機
械
的
に
訳
す
と
「
お
乗
り
に
な
っ
て
、
ど
ん
な
用
事
が
あ
る
の
で
す
か
」
な
ど
と
し
て
し
ま
い

そ
う
だ
が
、
魚
撈
（
す
な
わ
ち
殺
生
）
と
は
無
縁
の
は
ず
の
出
家
が
舟
に
乗
ろ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
漁
師
と
し
て
は
「
渡
し
船
と
勘
違
い
し
た
な
」
と
思
っ

た
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
用
事
は
「
舟
で
ど
こ
か
へ
連
れ
て
行
く
こ
と
」
だ
が
、
傍
線
部
直
前
で
「
そ
れ
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
あ
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ

こ
で
の
「
用
」
は
「
役
立
つ
こ
と
」
の
意
で
あ
る
と
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
右
に
付
随
し
て
接
続
助
詞
「
て
」
に
も
目
を
配
る
。
本
来
は
《
単
純
接
続
》
の
助
詞
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
こ

と
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
後
半
と
の
釣
り
合
い
を
考
え
て
《
逆
接
仮
定
》
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
訳
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
カ
＝
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
海
人
（
名
詞
）
＋
の
（
格
助
詞
）
＋
し
わ
ざ
（
名
詞
）
＋
も
（
係
助
詞
）
＋
い
と
ま
な
（
形
容
詞
語
幹
）
＋
の
（
格

助
詞
）
＋
世
（
名
詞
）
＋
や
（
終
助
詞
）」
と
な
る
。
品
詞
分
解
の
段
階
で
気
を
付
け
た
い
の
が
、
こ
こ
で
の
「
い
と
」
は
副
詞
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

た
だ
し
こ
れ
は
、
落
ち
着
い
て
考
え
れ
ば
後
に
用
言
が
な
い
こ
と
か
ら
わ
か
る
は
ず
。
と
す
る
と
、「
い
と
ま
な
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

れ
は
形
容
詞
「
暇
無
し
」
の
語
幹
で
あ
る
。

　
文
法
的
に
は
、《
形
容
詞
語
幹
＋
「
の
」》
の
形
に
注
意
。
こ
れ
は
《
形
容
詞
連
体
形
》
と
同
じ
く
連
体
修
飾
す
る
が
、
詠
嘆
の
気
分
を
含
ん
だ
強
調
表
現

で
あ
る
点
に
注
意
し
て
訳
出
す
る
こ
と
。

　
訳
語
選
択
上
の
注
意
点
と
し
て
、「
海
人
」・「
し
わ
ざ
」
を
挙
げ
て
お
く
。「
海
人
」
を
「
あ
ま
」
と
訓
む
こ
と
は
基
本
的
な
知
識
だ
ろ
う
が
、
現
代
語
で

は
通
常
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
し
わ
ざ
」
は
現
代
語
に
も
あ
る
が
、
現
代
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
・
困
っ
た
こ
と
を

し
て
く
れ
た
な
」
と
い
っ
た
状
況
に
ふ
さ
わ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
適
切
に
言
い
換
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
解
釈
上
の
注
意
点
と
し
て
は
、「
世
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
意
味
の
広
い
言
葉
（
各
自
、
古
語
辞
典
で
再
確
認
の
こ
と
）
だ
が
、
漢
字
で
書

か
れ
る
と
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
や
す
く
な
る
。
こ
こ
で
は
「
男
女
の
仲
」
で
は
な
い
し
、「
世
の
中
」
で
も
な
い
。
主
語
「
海
人
の
し
わ
ざ
」
と
の
関
係
か
ら
、

ま
ず
は
「
人
の
一
生
」
と
い
っ
た
方
向
性
を
お
さ
え
て
お
く
。
さ
ら
に
、
傍
線
部
の
句
の
前
提
と
な
る
上
の
句
「
舟
の
中
、
波
の
下
に
ぞ
、
老
い
に
け
る
」

の
意
味
と
、
こ
れ
を
発
し
た
の
が
出
家
で
あ
る
点
と
を
あ
わ
せ
て
、
傍
線
部
は
「
無
常
を
嘆
く
気
持
ち
」
を
含
ん
で
い
る
点
を
読
み
と
り
た
い
。

㈡
　
傍
線
部
以
前
の
流
れ
を
確
認
す
る
と
、「
西
行
が
五
・
七
・
五
の
文
句
を
口
ず
さ
ん
だ
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
問
題
文
の
成
立
し
た
鎌
倉
時
代
前
期
に

は
、
和
歌
と
言
え
ば
短
歌
が
主
流
だ
が
、
こ
れ
を
「
本も
と

＝
上
の
句
」
と
「
末す
ゑ

＝
下
の
句
」
と
に
分
け
て
二
人
で
合
作
す
る
「
連
歌
（
短
連
歌
）」
も
盛
ん
に

行
な
わ
れ
た
。
連
歌
で
は
先
に
本
末
の
ど
ち
ら
が
で
き
て
も
よ
い
の
だ
が
、「
本
」
に
「
末
」
を
続
け
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
末
」
に
「
本
」
を
の
せ
る
こ

と
を
「
付
け
る
」
と
言
う
。
傍
線
部
の
少
し
前
の
「
つ
け
ん
と
て
」
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
傍
線
部
直
前
に
は
「
顔
づ
え
を
つ
き
て
」
と
あ
る
。「
顔

づ
え
」
は
本
来
は
「
面
つ
ゑ
」
と
書
く
べ
き
語
で
「
つ
ら
づ
え
」
と
訓
む
が
、
現
代
の
「
ほ
お
づ
え
」
に
あ
た
る
こ
と
は
字
面
か
ら
判
断
で
き
る
は
ず
だ
。

こ
れ
ら
を
綜
合
す
る
に
、「
和
歌
の
文
句
を
考
え
な
が
ら
頬
杖
を
突
い
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、「
う
め
く
」
と
い
っ
て
も
肉
体
的
な
苦
痛
が
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、「
苦
吟
」
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
設
問
で
は
理
由
の
説
明
も
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
見
た
「
つ
け
ん
と
て
＝
付
ケ
ヨ
ウ
ト
シ
テ
」
が
解
釈
で
き
れ
ば
そ
の
ま
ま
変
形
し
て
使
え

る
。
た
だ
し
、
東
大
で
は
こ
の
設
問
「
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
か
」
の
よ
う
に
複
数
の
設
問
意
図
を
ま
と
め
て
出
題
す
る
こ
と
も
多
い
が
、

問
わ
れ
た
順
番
に
答
え
て
ゆ
く
と
制
限
字
数
を
無
駄
に
し
か
ね
な
い
。
前
提
条
件
は
先
に
ま
わ
し
て
、
一
文
に
ま
と
め
る
こ
と
を
勧
め
る
。

　
な
お
、
問
題
文
に
は
登
場
人
物
が
三
人
い
る
。「
だ
れ
の
こ
と
か
」
な
ど
と
直
接
的
に
言
わ
れ
な
く
て
も
、
読
解
の
正
確
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
主

体
の
説
明
を
簡
潔
に
補
っ
て
お
く
こ
と
は
、
答
案
作
成
上
の
基
本
的
な
マ
ナ
ー
だ
と
言
え
よ
う
。

㈢
　
傍
線
部
を
品
詞
分
解
す
る
と
、「
あ
ふ
（
動
詞
）
＋
こ
と
（
名
詞
）
＋
な
（
形
容
詞
語
幹
）
＋
み
（
接
尾
辞
）
＋
に
（
格
助
詞
）
＋
み
（
名
詞
）
＋
を
（
格

助
詞
）
＋
つ
く
し
（
動
詞
）
＋
つ
つ
（
接
続
助
詞
）」
と
な
る
。

　
右
を
無
理
や
り
漢
字
表
記
す
れ
ば
「
逢
ふ
事
無
み
に
身
を
尽
く
し
つ
つ
」
と
な
る
が
、〔
訳
註
〕
に
示
し
た
と
お
り
、「
な
み
」
に
「
波
」
を
、「
み
を
つ

く
し
」
に
「
澪
標
」
を
掛
け
る
の
は
和
歌
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
設
問
に
も
「
表
現
の
工
夫
に
注
意
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
《
掛
詞
》
を
無
視
す

る
と
減
点
は
大
き
な
も
の
に
な
る
と
心
得
る
べ
き
だ
ろ
う
。（
和
歌
の
修
辞
技
巧
の
う
ち
、《
掛
詞
》（
お
よ
び
《
枕
詞
》）
は
ほ
と
ん
ど
暗
記
事
項
と
言
っ
て

も
よ
い
。《
掛
詞
》
に
つ
い
て
は
参
考
書
類
を
使
っ
て
代
表
的
な
も
の
を
憶
え
て
お
く
こ
と
を
勧
め
た
い
。）
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文
法
的
な
注
意
点
と
し
て
は
、《
形
容
詞
語
幹
＋
「
み
」》
の
形
に
注
意
し
て
「
〜
な
の
で
」
な
ど
と
前
提
・
理
由
の
形
で
訳
出
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

　
ま
た
、
接
続
助
詞
「
つ
つ
」
は
、
古
文
で
は
基
本
的
に
《
反
復
・
継
続
》
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
現
代
語
で
は
《
同
時
並
行
》
の

用
法
が
一
般
的
な
の
で
盲
点
に
な
り
や
す
い
。
こ
こ
で
も
、
対
応
す
る
「
本
〔
＝
上
の
句
〕」
に
「
朽
ち
は
て
ん
」
と
「
死
」
を
暗
示
す
る
表
現
が
あ
る
か
ら
、

《
同
時
並
行
》
で
は
不
自
然
で
あ
る
。

　
さ
て
、「
み
を
つ
く
し
」
だ
が
、
ま
ず
は
「
身
を
尽
く
し
」
の
意
味
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
「
身
も
心
も
悩
み
に
と
ら
わ
れ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
さ
ま
」

を
言
う
。
一
方
の
「
澪
標
」
は
「
水み

脈を

つ
串
」
の
意
で
、
河
口
付
近
な
ど
に
航
路
を
示
す
た
め
に
立
て
ら
れ
る
杭
の
こ
と
を
言
い
、
難
波
＝
淀
川
河
口
の
も

の
が
有
名
。「
水
に
ひ
た
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
が
「
身
を
尽
く
し
」
に
通
じ
て
、
ほ
ぼ
常
に
《
掛
詞
》
と
な
る
。
和
歌
に
は
恋
を
詠
っ
た
も
の
が
多
く
、「
あ

ふ
こ
と
な
み
に
…
…
み
を
つ
く
し
」
と
あ
れ
ば
、
通
常
な
ら
「
恋
し
い
人
に
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
辛
く
て
辛
く
て
し
か
た
が
な
い
」
と
い
っ
た
意
味

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
ほ
う
が
か
え
っ
て
こ
こ
で
は
解
釈
し
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
右
に
見
た
よ

う
に
、
こ
の
句
は
「
漁
師
の
老
人
は
ど
ん
な
縁
で
殺
生
に
明
け
暮
れ
な
が
ら
ど
こ
の
入
り
江
で
死
ん
で
ゆ
く
の
か
」
と
い
う
上
の
句
に
対
応
す
る
の
だ
か
ら
、

「
あ
ふ
こ
と
」
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
「
仏
縁
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

　
老
漁
師
の
付
け
句
に
西
行
が
感
動
し
た
の
は
、
西
行
と
し
て
は
和
歌
の
世
界
で
の
常
識
で
あ
る
「
か
な
わ
ぬ
恋
の
苦
悩
」
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
場
の

状
況
か
ら
「
仏
縁
に
恵
ま
れ
な
い
庶
民
の
苦
悩
」
に
も
解
釈
で
き
る
句
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
仏
縁
に
恵
ま
れ
な
い
庶
民
の
苦
悩
」

が
歌
意
の
本
流
を
構
成
す
る
の
だ
か
ら
、
設
問
の
制
限
字
数
に
鑑
み
れ
ば
、
恋
情
云
々
に
触
れ
る
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の

う
え
で
、「
な
み
・
み
を
つ
く
し
」
の
《
掛
詞
》
の
意
味
が
そ
れ
ぞ
れ
ふ
た
つ
ず
つ
答
案
中
に
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

㈣
　「
か
か
る
」
は
指
示
副
詞
「
か
く
」
に
ラ
変
動
詞
「
あ
り
」
が
熟
合
し
た
「
か
か
り
」
の
連
体
形
で
、「
こ
の
よ
う
な
」
の
意
。
そ
の
指
示
対
象
に
つ
い
て

は
、
被
修
飾
語
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
措
く
。

　「
覚
え
ぬ
」
は
「
思
ふ
」
の
自
発
態
「
お
ぼ
ゆ
」
の
打
消
表
現
で
あ
る
か
ら
、「
自
然
に
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
つ
ま
り
「
思
い
が
け
な

い
」
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
る
。

　「
こ
と
」
に
は
文
脈
に
よ
っ
て
様
々
な
漢
字
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
い
の
は
「
言
・
異
・
殊
」
で
、
ま
た
「
琴
・
毎
」
の
場
合
も
あ
る
。「
事
」
も

あ
る
が
、
形
式
名
詞
の
場
合
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
実
際
は
現
代
語
ほ
ど
に
は
多
く
な
い
。
こ
こ
で
は
傍
線
部
直
後
の
動
詞
の
《
客
語
（
＝
直

接
目
的
語
）》
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
名
詞
だ
と
わ
か
り
、
和
歌
に
ま
つ
わ
る
話
題
の
中
で
「
聞
く
」
と
い
う
動
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
「
言
＝
和
歌
の
句
」
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
と
す
る
と
、「
か
か
る
…
…
こ
と
」
は
「
い
ま
耳
に
し
た
ば
か
り
の
…
…
句
」
程
度
の
意
味
合
い
で
、
具
体
的
に
は
「
あ
ふ
こ
と
な
み
に
み
を
つ
く
し
つ
つ
」

を
指
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
西
行
に
と
っ
て
「
思
い
が
け
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
設
問
で
あ
る
。「
思
い
が
け
な
い
」
と
は
「
予

想
に
反
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
句
を
聞
く
前
後
の
相
違
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
。
前
問
で
考
え
た
こ
と
も
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
は
ず
だ
。

　
さ
て
、「
あ
ふ
こ
と
な
み
に
」
の
句
を
聞
く
ま
で
は
、
こ
の
漁
師
は
西
行
に
し
て
み
れ
ば
別
段
ま
え
か
ら
知
っ
て
い
た
人
で
も
な
く
、「
殺
生
に
明
け
暮
れ

る
無
教
養
な
じ
い
さ
ん
」
に
見
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、（
少
な
く
と
も
「
付
け
句
」
を
し
よ
う
と
思
い
つ
く
程
度
に
は
）
歌
の
心
得
の
あ
る
（
と
い
う
こ

と
が
読
み
と
れ
る
）「
西
山
の
上
人
」
＝
「
都
の
教
養
人
」
よ
り
も
早
く
、「
田
舎
の
漁
師
」
が
「
和
歌
の
作
法
を
踏
ま
え
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
自

分
に
引
き
つ
け
て
ひ
と
ひ
ね
り
し
た
句
」
を
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
の
感
情
が
「
め
づ
ら
か
に
覚
え
て
」
と
い
う
表
現
に
現
わ
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
端
的
に
は
「
驚
き
」
で
よ
か
ろ
う
。
あ
と
は
、
解
答
欄
の
制
限
字
数
に
合
わ
せ
て
右
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。
採
点
の

着
目
点
と
し
て
は
、「
西
行
が
句
の
詠
み
手
を
見
く
び
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
も
と
に
な
っ
た
、
詠
み
手
の
属
性
」・「
出
さ
れ
た
句
の
秀
逸
な
点
の
説
明
」・「
驚

き
」
と
い
う
三
点
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

【
配
点
の
目
安
】　
配
点
45
点

　
㈠

　
18
点
（
ア

　
４
点

　
イ

　
８
点

　
カ

　
６
点
）　
㈡

　
８
点

　
㈢

　
８
点

　
㈣

　
11
点

㈠ア〈
ア
多
く
の
魚
が
ウ
な
ん
と
イ
痛
ま
し
い
ウ
こ
と
よ
〉
…
４
点

〈（
別
解
）
ウ
な
ん
と
ま
ぁ
ア
魚
た
ち
が
イ
か
わ
い
そ
う
ウ
な
こ
と
で
は
な
い
か
〉

　
※
ア
１
点
、
イ
１
点
、
ウ
２
点

　
＊
ア
は
〈
無
慙
〉
と
す
る
対
象
を
「（
難
波
の
海
で
釣
ら
れ
て
い
る
）
魚
（
た
ち
）」
と
補
足
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
イ
は
〈
無
慙
〉
を
「
痛
ま
し
い
・
か
わ
い
そ
う
」
と
訳
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
詠
嘆
の
訳
出
が
で
き
て
い
れ
ば
可
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て
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あ
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。
こ
こ
で
は
傍
線
部
直
後
の
動
詞
の
《
客
語
（
＝
直

接
目
的
語
）》
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
名
詞
だ
と
わ
か
り
、
和
歌
に
ま
つ
わ
る
話
題
の
中
で
「
聞
く
」
と
い
う
動
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
「
言
＝
和
歌
の
句
」
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
と
す
る
と
、「
か
か
る
…
…
こ
と
」
は
「
い
ま
耳
に
し
た
ば
か
り
の
…
…
句
」
程
度
の
意
味
合
い
で
、
具
体
的
に
は
「
あ
ふ
こ
と
な
み
に
み
を
つ
く
し
つ
つ
」

を
指
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
西
行
に
と
っ
て
「
思
い
が
け
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
設
問
で
あ
る
。「
思
い
が
け
な
い
」
と
は
「
予

想
に
反
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
句
を
聞
く
前
後
の
相
違
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
。
前
問
で
考
え
た
こ
と
も
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
は
ず
だ
。

　
さ
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ふ
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と
な
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」
の
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聞
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で
は
、
こ
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漁
師
は
西
行
に
し
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み
れ
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別
段
ま
え
か
ら
知
っ
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い
た
人
で
も
な
く
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殺
生
に
明
け
暮
れ

る
無
教
養
な
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ん
」
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と
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け
句
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）
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（
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と
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読
み
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西
山
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上
人
」
＝
「
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教
養
人
」
よ
り
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早
く
、「
田
舎
の
漁
師
」
が
「
和
歌
の
作
法
を
踏
ま
え
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
自

分
に
引
き
つ
け
て
ひ
と
ひ
ね
り
し
た
句
」
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出
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き
た
の
で
あ
る
。
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に
覚
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解
答
欄
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字
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て
右
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述
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と
め
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い
。
採
点
の

着
目
点
と
し
て
は
、「
西
行
が
句
の
詠
み
手
を
見
く
び
っ
て
し
ま
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こ
と
の
も
と
に
な
っ
た
、
詠
み
手
の
属
性
」・「
出
さ
れ
た
句
の
秀
逸
な
点
の
説
明
」・「
驚

き
」
と
い
う
三
点
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

【
配
点
の
目
安
】　
配
点
45
点

　
㈠

　
18
点
（
ア

　
４
点

　
イ

　
８
点

　
カ

　
６
点
）　
㈡

　
８
点

　
㈢

　
８
点

　
㈣

　
11
点

㈠ア〈
ア
多
く
の
魚
が
ウ
な
ん
と
イ
痛
ま
し
い
ウ
こ
と
よ
〉
…
４
点

〈（
別
解
）
ウ
な
ん
と
ま
ぁ
ア
魚
た
ち
が
イ
か
わ
い
そ
う
ウ
な
こ
と
で
は
な
い
か
〉

　
※
ア
１
点
、
イ
１
点
、
ウ
２
点

　
＊
ア
は
〈
無
慙
〉
と
す
る
対
象
を
「（
難
波
の
海
で
釣
ら
れ
て
い
る
）
魚
（
た
ち
）」
と
補
足
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
イ
は
〈
無
慙
〉
を
「
痛
ま
し
い
・
か
わ
い
そ
う
」
と
訳
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
詠
嘆
の
訳
出
が
で
き
て
い
れ
ば
可
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イ〈
ア
あ
な
た
が
た
が
イ
私
の
舟
に
ウ
お
乗
り
に
な
っ
て
も
エ
お
役
に
は
立
ち
ま
せ
ん
〉
…
８
点

　
※
ア
１
点
、
イ
１
点
、
ウ
３
点
、
エ
３
点

　
＊
ア
は
〈
乗
る
〉
の
主
語
を
「
あ
な
た
達
」
と
補
っ
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れ
ば
可

　
＊
イ
は
〈
乗
る
〉
の
対
象
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「
私
の
舟
」
と
補
っ
て
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ば
可

　
＊
ウ
は
〈
乗
り
た
ま
ひ
て
〉
を
「
乗
る
」
＋
尊
敬
＋
逆
接
仮
定
で
訳
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
エ
は
〈
何
の
用
か
侍
ら
ん
〉
を
「
役
に
立
つ
」
＋
反
語
＋
丁
寧
で
訳
し
て
い
れ
ば
可

カ〈
ア
漁
師
の
仕
事
も
ウ
な
ん
と
も
イ
忙
し
い
ウ
俗
世
の
生
業
に
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
〉
…
６
点

　
※
ア
２
点
、
イ
２
点
、
ウ
２
点

　
＊
ア
は
、〈
海
人
の
し
わ
ざ
も
〉
を
「
漁
師
の
仕
事
も
」
と
訳
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
イ
は
、〈
い
と
ま
な
の
〉
を
「
忙
し
い
」
と
訳
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
〈
世
や
〉
を
「
人
生
」
＋
詠
嘆
で
訳
し
て
い
れ
ば
可

㈡〈
ア
西
行
の
句
に
付
け
句
を
す
る
た
め
に
、
イ
西
住
上
人
が
ウ
し
き
り
に
考
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
〉
…
８
点

　
※
ア
３
点
、
イ
２
点
、
ウ
３
点

　
＊
ア
は
〈
打
ち
う
め
き
け
る
〉
の
理
由
を
「
西
行
の
句
に
付
け
句
す
る
た
め
」
と
補
っ
て
い
れ
ば
可

　
＊
イ
は
〈
打
ち
う
め
き
け
る
〉
の
主
語
を
「
西
住
上
人
」
と
補
っ
て
い
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
〈
打
ち
う
め
き
け
る
〉
の
意
味
を
「
す
っ
か
り
考
え
込
ん
で
い
る
」
と
と
ら
え
て
い
れ
ば
可

㈢〈
ア
仏
縁
に
出
会
う
こ
と
も
イ
な
い
の
で
、
オ
難
波
の
澪
標
で
は
な
い
が
、
ウ
波
間
に
エ
身
を
沈
め
て
俗
世
の
苦
し
み
を
す
べ
て
味
わ
い
味
わ
い
し
て
は
〉

 

…
８
点

〈（
別
解
）
ア
仏
縁
に
逢
う
こ
と
も
で
き
イ
な
い
の
で
、
ウ
波
間
の
オ
澪
標
の
よ
う
に
、
エ
我
が
身
を
い
た
ず
ら
に
滅
ぼ
し
て
い
っ
て
、〉

　
※
ア
２
点
、
イ
２
点
、
ウ
１
点
、
エ
２
点
、
オ
１
点

　
＊
ア
は
〈
あ
ふ
こ
と
〉
の
対
象
を
補
っ
て
「
仏
縁
に
出
会
わ
（
な
い
）」
と
訳
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
イ
は
〈
な
み
に
〉
を
「
無
い
」
＋
前
提
・
理
由
で
訳
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
イ
に
「
波
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
補
っ
て
い
れ
ば
可

　
＊
エ
は
〈
み
を
つ
く
し
つ
つ
〉
を
「
身
心
と
も
に
悩
む
」
＋
反
復
・
継
続
で
訳
し
て
い
れ
ば
可

　
＊
オ
は
エ
に
「
澪
標
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
補
っ
て
い
れ
ば
可

㈣〈
イ
た
ま
た
ま
乗
り
込
ん
だ
舟
の
ア
老
い
た
漁
師
が
、
ウ
修
辞
技
巧
を
駆
使
し
た
付
け
句
を
す
る
ほ
ど
の
ア
連
歌
の
素
養
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
エ
驚
い
た
か

ら
〉
…
11
点

　
※
ア
３
点
、
イ
２
点
、
ウ
３
点
、
エ
３
点

　
＊
ア
は
老
漁
師
の
連
歌
の
素
養
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
イ
は
ア
の
「
漁
師
」
に
舟
で
偶
然
会
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
ア
を
「
修
辞
技
巧
を
駆
使
し
た
付
け
句
が
で
き
る
」
と
補
っ
て
い
れ
ば
可

　
＊
エ
は
ア
ま
た
は
ウ
へ
の
驚
き
を
押
さ
え
れ
ば
可
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