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『門』

の
冒
頭
部
分
の
表
現
に
つ

い
て

|
|
表
現
距
離
に
み
ら
れ
る
作
者
の
小
説
技
法
と
態
度
|
|
|

は
じ
め
に

『門』の冒頭部分の表現について

『門』

(
明
必
・

3

・
1
j
6
・ロ

「
朝
日
新
聞
」
)
に
つ
い
て
、
「
後
で
作
者

の
か
ら
く
り
が
分
る
と
激
し
い
嫌
悪
を
覚
え
た
」
「
新
開
小
説
家
と
し
て
読
者
を

面
白
が
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
職
業
意
識
か
ら
、
こ
ん
な
飴
計
な
作
為
を

(1) 

用
ひ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
批
判
し
た
の
は
白
鳥
で
あ
り
、
宗
助
の
参
禅
を

(2) 

「
唐
突
の
や
う
な
気
が
す
る
」
と
非
難
し
た
の
は
花
袋
で
あ
る
。

こ
れ
に
絡
ん
で
、
宗
助
夫
婦
の
「
異
常
な
過
去
」
を
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
作

'

(

3

)

 

者
は
周
到
な
伏
線
を
配
し
て
い
る
と
し
た
酒
井
英
行
氏
の
論
考
が
あ
る
。
酒
井
氏

は
「
「
そ
れ
か
ら
』

の
そ
れ
か
ら
が
『
門
」

で
あ
る
」
と
規
定
し
、
「
姦
通
と
い
う

罪
を
犯
し
て
ま
で
も
夫
婦
に
な
っ
た
男
女
の
『
尋
常
の
夫
婦
に
見
出
し
難
い
親
和

と
飽
満
と
、
そ
れ
に
伴
な
ふ
倦
怠
』

(
十
四
)
と
、
罪
責
感
(
宗
助
は
姦
通
そ
の

も
の
を
罪
と
し
て
感
じ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
安
井
を
傷
つ
け
た

こ
と
の
方
を
よ
り
強
く
罪
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
)
と
が
、
『
門
』
に
お

い
て
作
者
の
書
こ
う
と
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
参
禅
は
、
決
し
て

『
亙
山
戯
て

里

木

点早

ゐ
る
』
(
白
鳥
)

わ
け
で
は
な
い
」
、
「
た
だ
、
宗
助
の
参
禅
は
、
『
他
の
事
を
考
へ

る
徐
裕
を
失
っ
て
、
悉
く
自
己
本
位
』
(
十
七
)
に
な
っ
て
い
た
か
ら
功
を
奏
さ

な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
」
、
「
作
者
は
、
そ
う
い
う
『
自
己
本
位
』
な
主
人
公
を
許

そ
う
と
し
な
い
の
だ
」
と
論
じ
て
い
る
。

白
鳥
や
花
袋
の
批
判
が
妥
当
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
谷
崎
潤

一
郎
や
江
藤
淳
、
重
松
泰
雄
な
ど
の
各
氏
の
『
門
』
読
艇
を
も
修
正
し
た
酒
井
氏
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の
論
考
は

(
宗
助
の
参
禅
が
「
『
他
の
事
を
考
へ
る
徐
裕
を
失
っ
て
、
悉
く
自
己

本
位
』
に
な
っ
て
い
た
か
ら
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
」
と
断
ず
る
こ
と

に
つ
い
て
は
保
留
す
る
に
し
て
も
)
首
肯
さ
せ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

わ
た
く
し
は
、
白
鳥
の
い
う
激
石
の
「
か
ら
く
り
」
は
「
飴
計
な
作
為
」
で
は

な
く
、

や
は
り
作
者
の
技
法
と
し
て
許
容
し
う
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
宗
助
の

参
禅
に
つ
い
て
も
、
白
鳥
や
花
袋
の
批
判
は
そ
れ
ま
で
〈
逃
げ
る
男
〉

で
あ
っ
た

宗
助
が
参
禅
に
よ
っ
て
も
描
賄
罪
と
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
白
」
に
絡
む
自
己

救
済
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
か
ら
遡
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
さ
ら
に
谷
崎
や
江
藤
、
重
松
の
各
氏
に
共
通
す
る
「
し
み

じ
み
と
し
た
夫
婦
の
愛
情
を
描
い
た
」
と
い
う
読
解
に
つ
い
て
い
え
ば
、
六
年
前



の
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
と
そ
の
後
の
宗
助
夫
婦
が
「
自
然
が
彼
等
の
前
に

も
た
ら
し
た
恐
る
べ
き
復
讐
一
に
戟
き
な
が
ら
脆
づ
」
く
一
方
で
「
只
自
然
の
恵
み

か
ら
来
る
月
日
と
云
ふ
緩
和
剤
の
力
」
(
十
七
)
に
す
が
っ
て
そ
の
罪
責
感
の
重

さ
に
耐
え
て
い
な
が
ら
、
「
尋
常
な
夫
婦
に
見
出
し
難
い
親
和
と
飽
満
と
、
そ
れ

に
伴
な
ふ
倦
怠
」
の
中
で
も
特
に
「
今
ま
で
睦
ま
じ
く
過
し
た
長
の
歳
月
を
遡
つ

て
、
自
分
達
が
如
何
な
犠
牲
を
梯
っ
て
、
結
婚
を
敢
へ
で
し
た
か
と
云
ふ
嘗
時
を

憶
い
出
さ
な
い
諜
に
は
行
か
な
か
っ
た
」
(
十
四
)
と
い
い
、
「
彼
等
は
自
己
の
心

の
あ
る
部
分
に
、
人
に
見
え
な
い
結
核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
を
、

『門Jの冒頭部分の表現について

灰
か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
顔
に
互
と
向
き
合
っ
て
年
を
過
し
た
」

(
十
七
)
と
い
う
そ
の
夫
婦
の
内
面
の
劇
を
重
視
す
る
な
ら
ば
保
留
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
。

た
だ
、
当
時
の
自
然
主
義
文
学
を
め
ぐ
る
論
争
は
別
に
し
て
、
白
鳥
や
花
袋
の

批
判
が
激
石
の
小
説
技
法
或
い
は
態
度
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
激
石
が
己
の
小
説
を
書
く
に
当
っ
て
そ
の
技
法
或
い
は
態
度

に
つ
い
て
か
な
り
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
小
説
作
品
に
面
白
さ
を
も
た
ら

す
理
由
の
一
つ
は
こ
れ
に
絡
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

改
め
て
点
検
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
『
門
」
に
み
ら
れ
る
作
者
の
小
説
技
法
或
い
は
態
度
を
検
証
す

る
に
は
宗
助
夫
婦
が
ど
の
よ
う
に
贈
罪
と
自
己
救
済
の
歩
み
を
す
る
の
か
、
そ
の

よ
う
な
宗
助
夫
婦
を
作
者
は
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
|
|
こ
の
二
点
を
区
別
し
な

が
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
多
く
注
目
さ
れ
て

き
た
〈
視
点
〉
或
い
は
〈
視
点
人
物
〉
と
い
う
概
念
を
敢
え
て
使
わ
ず
に
、
表
現

距
離
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
た
い
と
思
う
。

* 

激
石
が
特
に
「
篇
中
の
人
物
と
讃
者
と
の
間
隔
の
幻
惑
」

つ
ま
り
「
「
文
雲
上

の
畳
一
」
を
護
揮
し
て
幻
惑
の
境
を
讃
者
の
脳
裏
に
誘
致
す
る
方
法
」
を
表
現
距
離

の
問
題
、
作
者
の
技
法
或
い
は
態
度
の
問
題
に
絡
め
て
論
じ
た
も
の
に
、
例
え
ば

『
文
皐
論
』
第
四
編
第
八
章
の
「
間
隔
論
」
が
あ
る
。

管
見
で
は
近
年
松
元
季
久
代
(
ぬ
や
佐
藤
泰
正
時
な
ど
が
こ
れ
に
言
及
し
、
特
に

佐
藤
氏
は
激
石
の
初
期
作
品
の
方
法
を
論
じ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
ま
ず
「
間

隔
論
」
の
要
点
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う

D

激
石
は
、
「
篇
中
の
人
物
と
讃
者
と
の
間
隔
の
幻
惑
は
距
離
其
も
の
、
遠
近
に

支
配
せ
ら
る
」
と
述
べ
、
時
間
的
空
間
的
(
当
然
心
理
的
と
い
う
こ
と
に
も
な
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る
)
に
「
讃
者
と
篇
中
の
人
物
と
の
距
離
を
」
「
接
近
せ
し
む
る
を
以
て
幻
惑
を

生
ず
る
」
の
だ
か
ら
、
著
者
は
「
中
間
に
介
在
す
る
著
者
の
影
を
隠
し
て
、
讃
者

と
篇
中
の
人
物
と
を
し
て
嘗
面
に
封
坐
せ
し
む
る
」
よ
う
に
工
夫
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
川
「
護
者
を
著
者
の
傍
に
引
き
つ
け
て
、
雨
者

を
同
立
脚
地
に
置
く
」
方
法
、

ω
「
著
者
自
か
ら
動
い
て
篇
中
の
人
物
と
融
化
し
、

事
も
其
介
在
し
て
濁
存
す
る
の
痕
誠
一
を
留
め
ざ
る
如
き
手
段
」
を
用
い
る
方
法
が

あ
る
と
す
る
。
山
は
「
作
家
篇
中
の
人
物
と
一
定
の
間
隔
を
保
っ
て
批
判
的
眼
光

を
以
て
彼
等
の
行
動
を
叙
述
す
る
」
「
批
判
的
作
物
」
の
方
法
で
あ
り
、
凶
は

「
作
者
は
自
我
を
主
張
せ
ず
」
「
作
家
は
愛
じ
て
篇
中
の
人
物
と
化
す
る
が
故
に
讃

者
と
篇
中
人
物
と
は
作
家
を
離
れ
て
封
坐
す
る
」
即
ち
「
護
者
が
記
事
其
者
の
中

に
闘
入
」
す
る
か
或
い
は
「
自
ら
記
事
中
に
活
動
し
て
圏
外
の
著
者
を
疎
外
視
す



る
よ
り
来
る
幻
惑
」
を
も
た
ら
す
「
同
情
的
作
物
」
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
も
激

石
は
、
こ
の
「
二
方
法
は
是
に
於
て
か
逆
行
し
て
作
家
の
態
度
と
な
り
、
心
的
朕

況
と
な
り
、
主
義
と
な
り
、
人
生
観
と
な
り
、
設
し
て
小
説
の
二
大
匿
別
と
な

る
」
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

激
石
の
「
間
隔
論
」
は
、
わ
た
く
し
の
い
う
表
現
距
離
論
に
相
当
す
る
の
だ
が
、

今
日
の
レ
ベ
ル
で
点
検
し
て
そ
の
肌
理
の
粗
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ

う
。
例
え
ば
後
に
示
す
よ
う
に
、
今
日
の
表
現
距
離
論
で
は
距
離
成
立
の
場
所
と

し
て
関
係
の
距
離
と
構
成
の
距
離
を
区
別
し
て
考
え
る
。
ま
た
距
離
成
立
の
基
盤

『門』の冒頭部分の表現について

と
し
て
認
定
の
距
離
と
評
定
の
距
離
を
区
別
し
、
さ
ら
に
距
離
設
定
の
要
件
と
し

て
固
定
と
流
動
、
基
点

E

方
向
・
程
度
、
時
間
に
つ
い
て
の
省
略
と
包
摂
な
ど
の

様
々
の
基
本
概
念
を
用
意
し
て
考
え
る
。
激
石
の
「
間
隔
論
」
に
は
そ
の
よ
う
な

基
本
概
念
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
肌
理
の
粗
さ
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

無
論
、
言
語
表
現
は
表
現
行
動
で
あ
る
。
言
語
表
現
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ

と
は
そ
の
表
現
行
動
を
担
う
行
動
主
体
の
人
格
ま
で
問
題
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
作
者
は
己
の
創
造
す
る
小
説
の
最
初
の
読
者
で
あ
り
、
読
者
は
ま
た

(7) 

第
二
の
作
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
断
る
ま
で
も
な
い
。
「
間
隔
論
」
で
は
「
著

者
」
「
作
者
」
「
作
家
」
な
ど
と
用
語
が
固
定
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
激
石
は
後

者
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
お
り
寧
ろ
激
石
の
「
著
者
」
「
作
者
」
「
作
家
」
は

「
最
初
の
読
者
」
の
立
場
で
の
物
言
い
に
な
っ
て
い
る
と
す
ら
い
え
そ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
前
提
的
確
認
の
上
に
我
々
の
表
現
距
離
分
析
の
た
め
の
基
本
概

念
を
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

(8) 

表
現
距
離
が
成
立
す
る
概
念
各
項
を
模
型
化
す
る
と
次
の
図
の
よ
う
に
な
る
。

、、
1 、
、

1 、
1 
1 

1 、
1 
1 

1 、、、
1 

1 
1 、
、

(イ)

距
離
の
種
類

表
現
距
離
に
は
関
係
の
距
離
と
構
成
の
距
離
と
が
あ
る
。

実線:表現距離

点線:表現距離の基底となる素材距離

※実線と点線とは重なることはなしE。

実線と点線は平行することはありうるが、偶然にすぎない。

※塚原鉄雄「表現距離の基礎分析」で示された模型図を極くー

部分修正した。
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関
係
の
距
離
と
は
、
言
語
表
現
の
成
立
条
件
と
み
な
し
う
る
概
念
各
項
の
相
互

関
係
の
距
離
の
こ
と
で
あ
る
。
構
成
の
距
離
と
は
、
概
念
各
項
の
構
成
の
距
離
の

こ
と
で
あ
る
。
構
成
の
距
離
と
は
、
例
え
ば
模
型
図
に
お
け
る
A
が
作
者
・
話
者

で
あ
る
と
き
に

B
が
読
者
・
聴
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
相
互
規
定
に
よ
っ
て
成

立
す
る
相
互
の
距
離
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
よ
り
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
A
が
C
を
全
般
的
に
規
定
す
る
の
か
個
別
的
に
規
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題



で
あ
る
。
『
門
』

の
冒
頭
場
面
で
い
え
ば
、
宗
助
夫
婦
の
「
異
常
な
過
去
」
の
出

来
事
か
ら
六
年
後
の
秋
の
日
曜
日
午
後
の
一
見
穏
や
か
な
「
し
み
じ
み
と
し
た
夫

婦
の
愛
情
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
情
景
そ
の
も
の
は
全
般
規
定
さ
れ
た
対
象

(C)
で
あ
り
、
作
者
に
よ
っ
て
表
現
対
象
と
し
て
造
型
さ
れ
た
全
般
規
定
の
中

で
さ
ら
に
「
宗
助
」

(G)
「
御
米
」

(
Q
)
が
表
現
対
象
と
し
て
描
か
れ
る
と
き
、

こ
の
「
宗
助
」
「
御
米
」
は
個
別
的
規
定
の
対
象
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
注

意
が
必
要
か
と
い
う
と
、
個
別
的
規
定
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
が
表
現
主
体
に
変

化
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

『門Jの冒頭部分の表現について

(同

認
定
の
距
離
と
評
定
の
距
離

認
定
の
距
離
と
は
、
例
え
ば
指
示
語
に
表
わ
れ
る
。
表
現
主
体
が
或
る
指
示
物

に
つ
い
て
認
定
す
る
と
き
の
表
現
主
体
と
指
示
さ
れ
る
も
の
と
の
相
互
の
関
係
距

離
で
あ
り
、
表
現
主
体
の
論
理
的
判
断
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
評

定
の
距
離
と
は
、
例
え
ば
待
遇
表
現
に
表
わ
れ
る
。
表
現
主
体
が
相
手
に
つ
い
て

評
定
す
る
と
き
の
相
互
の
関
係
距
離
の
こ
と
で
あ
る
。
模
型
図
で
A
が
B
を
「
あ

の
冒
頭
場
面
の
宗
助

(G)
が
御
米

な
た
」
「
読
者
よ
」
と
い
う
と
か
、
『
門
』

(G)
を
「
お
い
」
「
御
前
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
場
合
の
距
離
で
あ
り
、
表
現
主
体
の

倫
理
的
品
性
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

かゆ

距
離
の
成
立
と
設
定

表
現
距
離
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
項
の
相
互
距
離
を
問
題
に
す
る
。
こ
の

場
合
距
離
設
定
の
基
点
、

一
方
を
基
点
と
し
て
他
方
が
そ
れ
か
ら
分
離
す
る
方

向
・
程
度
が
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
現
実
の
表
現
行
動
で
は
基
点

が
固
定
し
た
り
流
動
し
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
模
型
図
で
待
遇
表
現
の
尊
敬
語
法
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
A
を
基
点
と

し
て
A
が
B

C
)
と
の
離
隔
の
程
度
を
認
定
す
る
か
ら
A
の
語
棄
が
変
化
す
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
謙
譲
語
法
で
は
A
が
仮
に
基
点
を
B

(C)
に
設
定
し
、

そ
こ
か
ら
A
の
離
隔
の
程
度
を
認
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
A
の
語
葉
が
変
化
す
る

の
だ
と
い
え
る
。
尊
敬
語
法
の
距
離
設
定
の
基
点
は

A
、
方
向
は

A
か
ら

B

C
)
で
あ
る
。
謙
譲
語
法
の
距
離
設
定
の
基
点
。
は

B

(C)
で
あ
り
、

B 

(C) 

か
ら
A
の
方
向
で
距
離
が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
B

C
)
を
基
点
と

し
て
謙
譲
待
遇
す
る
A
の
認
定
に
よ
っ
て

B

C
)
を
規
定
す
る
の
だ
か
ら

B

C
)
は
表
現
対
象
で
あ
る
。

表
現
距
離
成
立
の
条
件
と
し
て
距
離
設
定
の
基
点
・
方
向
・
程
度
に
つ
い
て
細

か
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
以
上
の
例
で
理
解
さ
れ
よ
う
。
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『門』

の
表
現
距
離
を
検
討
す
る
場
合
殊
に
こ
の
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
後
の
附
と
の
関
連
も
あ
っ
て
作
者
は
関
係
距
離
設
定
の
基
点

を
自
由
に
操
作
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(ニ)

体
系
的
観
点
と
個
別
的
観
点

表
現
距
離
は
、
表
現
の
単
位
(
単
語
・
一
文
・
一
章
な
ど
)

の
次
元
で
そ
れ
ぞ

れ
成
立
す
る
。
例
え
ば
単
語
「
東
京
」
と
「
京
都
」
を
科
学
や
学
術
の
用
語
と
し

て
使
う
場
合
に
は
、
そ
れ
を
体
系
的
観
点
で
扱
う
の
で
あ
り
、
表
現
主
体
に
お
い

て
は
こ
れ
ら
に
距
離
の
差
が
あ
る
と
は
認
め
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
個
別
的
観
点
で

は
表
現
主
体
が
「
京
都
」
出
身
者
で
あ
る
と
か
「
東
京
」
に
恋
人
が
い
る
と
か
の

条
件
を
配
慮
し
て
距
離
の
差
を
認
め
る
の
で
あ
る

D

ま
た
例
え
ば
青
年
が
そ
の
恋

人
に
向
っ
て
「
馬
鹿
だ
な
あ
」
と
言
う
こ
と
は
よ
く
見
聞
き
す
る
が
、
こ
れ
を
体



系
的
観
点
で
理
解
す
れ
ば
青
年
は
恋
人
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
「
馬
鹿
」
と
否
定
的

な
意
味
で
表
現
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
個
別
的
観
点

で
理
解
す
れ
ば
青
年
は
恋
人
を
「
可
愛
い
も
の
」
の
意
味
で
表
現
し
て
い
る
と
見

倣
し
う
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
表
現
距
離
の
基
点
の
問
題
に
絡
め
て
考
え
て
み
る
と
指
示
語
の
例

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

近
称
「
こ
れ
」
は
模
型
図
に
お
け
る
A
を
中
心
と
す
る
一
定
の
範
囲
に
C
を
位

置
づ
け
て
指
示
し
、
中
称
「
そ
れ
」
は
A
が
B
を
中
心
と
す
る
一
定
の
範
囲
に
C

『門』の冒頭部分の表現について

を
位
置
づ
け
て
指
示
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。
近
称
「
こ
れ
」
の

距
離
設
定
は
A
を
基
点
に
A
か
ら
C
の
方
向
で
距
離
が
成
立
し
、
中
称
「
そ
れ
」

は
B
を
基
点
に

B
か
ら
C
の
方
向
で
距
離
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
が
体
系
的
観

点
で
の
理
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
極
め
て
親
密
な
関
係
に
あ
る
A
と
B
が
C
を
表

現
対
象
と
し
て
話
題
に
し
て
い
る
と
き
に
そ
の
話
題
に
介
入
し
て
欲
し
く
な
い
第

ニ
者
が
現
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、

A 

B
)
は
C
を
隠
語
「
あ
れ
」
或
い
は
「
そ

れ
」
で
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
あ
れ
」
或
い
は
「
そ
れ
」
は
第

三
者
に
と
っ
て
は
理
解
不
可
能
な
も
の
を
指
示
す
る
表
現
だ
が
、

A
と
B
に
と
っ

て
は
必
ず
し
も
遠
称
或
い
は
中
称
で
は
な
い
。

現
実
の
表
現
行
動
は
現
実
に
即
し
て
個
別
的
観
点
で
表
現
距
離
を
問
題
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

除)

距
離
設
定
の
固
定
と
流
動

現
実
の
表
現
行
動
で
は
関
係
距
離
の
設
定
が
固
定
的
で
あ
っ
た
り
、
流
動
的
で

あ
っ
た
り
す
る
。
例
え
ば
小
説
の
作
中
人
物
の
会
話
が
間
接
話
法
或
い
は
心
話
表

現
の
よ
う
に
地
の
文
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
地
の
文
に
転
入
す
る
こ
と
も

あ
り
、
地
の
文
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
会
話
が
地
の
文
に
包
摂
さ
れ

る
形
式
の
表
現
で
は

A
と
C

(
従
っ
て

B
と
C
も
)

の
距
離
は
固
定
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
う
で
な
い
形
式
の
表
現
で
は
流
動
す
る
と
み
る
の
で
あ
る
。

ま
た
例
え
ば
A
が
C
を
終
始
同
一
語
で
表
現
規
定
す
る
と
か
時
制
が
一
定
し
て

い
る
と
き
に
は
A
と
C
の
距
離
は
固
定
的
で
あ
る
と
見
倣
す
。
と
こ
ろ
が
「
台
所

、

、

、

、

ム

ム

、

で
何
か
が
砕
け
る
よ
う
な
音
が
し
た
。
花
子
は
妙
な
作
り
笑
い
を
し
な
が
ら
出
て

ム

ム

、

き
た
。
彼
女
の
指
先
に
細
く
鮮
血
が
流
れ
て
い
る
。
大
切
な
皿
を
割
っ
た
の
で
あ

る
」
の
例
の
よ
う
に
C
が
「
花
子
」
「
彼
女
」
と
対
象
規
定
さ
れ
、

時
制
も
過
去

形
と
現
在
形
が
混
在
し
て
い
る
と
き
に
は
A
と
C

(
従
っ
て

B
と
C
も
)

の
距
離

は
流
動
し
て
い
る
と
見
倣
す
の
で
あ
る
。
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距
離
の
流
動
を
さ
ら
に
細
か
く
み
て
、
そ
こ
に
A
の
弁
別
意
識
が
働
い
て
い
る

か
ど
う
か
、

つ
ま
り
規
則
的
な
流
動
性
で
あ
る
か
否
か
も
問
題
に
な
る
。
例
え
ば

説
話
の
よ
う
に
基
本
的
統
一
的
な
時
間
や
空
間
の
枠
と
な
る
距
離
設
定
が
あ
っ
て
、

一
時
的
部
分
的
に
そ
の
枠
が
は
ず
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
説
話
で
は

基
本
的
統
一
的
な
時
間
の
枠
組
み
は
多
く
過
去
或
い
は
過
去
完
了
で
あ
る
が
、
部

分
的
に
現
在
形
で
表
現
さ
れ
る
形
式
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は

A
の
時
間
距
離
設
定
の
基
点
が
物
語
の
展
開
す
る
現
在
時
に
一
時
的
に
移
行
し
て

い
る
或
い
は
時
間
の
枠
組
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
し
て
距
離
の
流
動
性
を
考
え
る
。

『門』

の
表
現
距
離
を
検
討
す
る
に
つ
い
て
は
特
に
そ
の
流
動
性
が
規
則
的
な
も

の
か
怒
意
的
感
性
的
な
も
の
か
を
析
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

* 



『門』の冒頭部分の表現について

①
宗
助
は
先
刻
か
ら
縁
側
へ
坐
蒲
園
を
持
ち
出
し
て
日
嘗
り
の
好
さ
さ
う

l

H

H

H

H

H

I

-

-

・

・

・

〉

〉

〉

〉

〉

〉

な
所
へ
気
楽
に
胡
座
を
か
い
て
見
た
が
、
や
が
て
手
に
持
っ
て
ゐ
る
雑
誌
を

ム

ム

ム

ム

ム

放
り
出
す
と
共
に
、
ご
ろ
り
と
横
に
な
っ
た

D

②
秋
日
和
と
名
の
つ
く
程
の

上
天
気
な
の
で
、
往
来
を
行
く
人
の
下
駄
の
響
が
、
一
静
か
な
町
丈
に
、
朗
ら

.

.

.

.

.
 
3
 

か
に
聞
え
て
来
る
o
g
肱
枕
を
し
て
軒
か
ら
上
を
見
上
る
と
、
奇
麗
な
空
が

一
面
に
蒼
く
昏
が
か
か
か
o
④
劃
割
が
副
剣
州
{
株
て
ゐ
る
縁
側
の
窮
屈
な
寸

.

.

.
 
3
 

法
に
較
べ
て
見
る
と
、
非
常
に
慶
大
で
あ
る
o
G
た
ま
の
日
曜
に
斯
う
し
て

H
H
I
l
l
-
H
H
I

口

口

口

口

口

緩
く
り
空
を
見
る
丈
で
も
大
分
違
ふ
な
と
思
ひ
な
が
ら
、
眉
を
寄
せ
て
、
ぎ

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

・

・

・

・

・

・

HHHHH
〉
〉
〉
〉
〉
〉

ら
/
¥
す
る
日
を
少
時
見
詰
め
て
ゐ
た
が
、
舷
し
く
な
っ
た
の
で
、
三
寸
度
は

ム

ム

ム

ぐ
る
り
と
謀
返
り
を
し
て
障
子
の
方
を
向
い
た
。
⑥
障
子
の
中
で
は
細
君
が

a

a

 

裁
縫
を
し
て
ゐ
る
。

ム

ム

ム

ム

ム

⑦
「
以
い
、
好
い
天
気
だ
な
」
と
話
し
掛
け
た
o
③
細
君
は
、

ム

ム

ム

ム

〉

〉

〉

、

tく
く

r

「
ぇ
、
」
と
云
っ
た
な
り
で
あ
っ
た
。
⑨
宗
助
も
別
に
話
が
し
た
い
諜
で

〉

2
5〉
2く
5
t外
込
く
、

5〉
〉

2
3
t〆
ム

ム

ム

ム

h
〉
〉
〉
〉
〉

t
i〉
〉
〉

t
t

も
な
か
っ
た
と
見
え
て
、
夫
な
り
歎
っ
て
仕
舞
っ
た
0
4
し
ば
ら
く
す
る
と

制
郎
防
細
君
の
方
か
ら
、

「
ち
っ
と
散
歩
で
も
篤
て
入
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
長
引
か
0

0
然
し
邦
同
出

宗
助
が
唯
、
つ
ん
と
云
ふ
生
返
事
を
返
し
た
丈
か
か
引
か
o

3
ゴ
4
針
リ
台
、
細
君
は
障
子
の
硝
子
の
所
へ
顔
を
寄
せ
て
、

て
ゐ
る
先
制
資
を
市
川
一
?
?
別
別
o
⑬
元
凶
ど
う
一
玄
ふ
了
見
か
雨
膝
を
曲
げ
て

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b
 

海
老
の
様
に
窮
屈
に
な
っ
て
ゐ
る
。
正
、
さ
う
し
て
雨
手
を
組
み
合
は
し
て
、

縁
側
に
寂

其
中
へ
黒
い
頭
を
突
っ
込
ん
で
ゐ
る
か
ら
、

•••• 
見
え
な
い
。

肱
に
挟
ま
れ
て
顔
が
ち
っ
と
も

⑬
「
賓
が
そ
ん
な
所
へ
採
る
と
風
邪
引
い
て
よ
」

ム

ム

ム

ム

と
細
君
が
注
意
し
た
。

⑬
細
君
の
言
葉
は
東
京
の
様
な
、
東
京
で
な
い
村
な
、
現
代
の
女
向
学
生
に
共

〉
〉
〉
〉
〉
〉
~
く
く
く
く
く
く
〆
〉

A

A

A

A

A

通
な
一
種
の
調
子
を
持
っ
て
ゐ
る
。

⑪
宗
助
は
雨
肱
の
中
で
大
き
な
眼
を
ぱ
ち
/
¥
さ
せ
な
が
ら
、

ム

ム

ム

「
{
株
や
せ
ん
、
大
丈
夫
だ
」
と
小
撃
で
答
へ
た
o

b
〉
〉
〉

2
〈

〈

〈

〆

ム

ム

ム

B

c夫
か
ら
又
静
か
に
な
っ
た
。

c外
を
通
る
護
諜
車
の
ベ
ル
の
音
が
二
三

度
鳴
っ
た
後
か
ら
、
遠
く
ア
鶏
の
時
音
を
つ
く
る
撃
が
貯
心
か
o
@
宗
助
は

••••••••••••••• 

仕
立
卸
し
の
紡
績
織
の
脊
中
へ
、
自
然
と
浸
み
こ
ん
で
来
る
光
線
の
暖
味
を
、

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ム

槻
衣
の
下
で
貧
ぼ
る
程
味
ひ
な
が
ら
、
表
の
音
を
聴
く
と
も
な
く
聴
い
て
ゐ

た
カ
、

急
に
思
ひ
出
し
た
様
に
、

「
御
米
、

障
子
越
し
の
細
君
を
呼
ん
で
、

近
来
の
近
の
字
は
ど
う
書
い
た
つ
け
ね
」
と
手
か
か
o
む
細
君
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は
別
に
呆
れ
た
様
子
も
な
く
、
若
い
女
に
特
有
な
け
た
冶
た
ま
し
い
笑
撃
も

虫
勺
丹
、

「
近
江
の
お
ほ
の
字
ぢ
ゃ
な
く
っ
て
」
と
答
へ
た
。

略〉

②
対
抗
ωω
宗
助
は
肱
で
挟
ん
だ
頭
を
少
し
撞
げ
て
、

、
r〉
~

〈

/

、

く

〆

ム

ム

「
何
う
も
字
と
一
玄
ふ
も
の
は
不
思
議
だ
よ
」
と
始
め
て
細
君
の
顔
を
見
た
。

@
「
何
故
」

@
「
何
故
っ
て
、
幾
何
容
易
い
字
で
も
、
こ
り
や
饗
だ
と
思
っ
て
疑
ぐ
り

〈中

出
す
と
分
ら
な
く
な
る
。
此
間
も
今
日
の
今
の
字
で
大
繁
迷
っ
た
。
紙
の
上

へ
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
見
て
、
ぢ
つ
と
眺
め
て
ゐ
る
と
、
何
だ
か
違
っ
た
様
な

気
が
す
る
。
仕
舞
に
は
見
れ
ば
見
る
程
今
ら
し
く
な
く
な
っ
て
来
る
。
ー
ー



『門』の冒頭部分の表現について

御
前
そ
ん
な
事
を
経
験
し
た
事
は
な
い
か
い
」

@
「
ま
さ
か
」

⑧
「
己
丈
か
な
」

ム

ム

ム

と
宗
助
は
頭
へ
手
を
嘗
て
た
。

@
「
賓
が
何
う
か
し
て
入
ら
っ
し
ゃ
る
の
よ
」

③
「
矢
つ
張
り
神
経
衰
弱
の
所
震
か
も
知
れ
な
い
」

ム

ム

b

i

l

i

-

-

-

-

-

@
「
差
様
よ
」
と
細
君
は
売
の
顔
を
見
た
。
岳
夫
は
漸
く
立
ち
上
っ
た
。

@
針
箱
と
糸
屑
の
上
を
飛
び
越
す
様
に
跨
い
で
茶
の
間
の
襖
を
開
け
る
と
、

す
ぐ
座
敷
世
捌
担
o
@
南
が
玄
関
で
塞
が
れ
て
ゐ
る
州
剣
、
突
き
嘗
り
の
障

.

.

.

.

.

.

.

 

3
H
H
 

子
が
、
日
向
か
ら
急
に
這
入
っ
て
来
た
障
に
は
、
う
そ
寒
く
映
っ
た
0

4其

所
を
開
け
る
と
、
府
に
逼
る
様
な
勾
配
の
崖
が
、
縁
鼻
か
ら
釜
え
て
ゐ
る
の

I
l
l
i
-
-
-
H
H
l
H
H
1
l
l
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
 

.

.

.

.

 

b
 

刻
、
明
州
州
ぽ
嘗
っ
て
然
る
べ
き
筈
の
日
も
容
易
に
影
を
落
さ
な
い
。
を
崖

に
は
草
が
生
え
て
か
か
o
③
下
か
ら
し
て
一
側
も
石
で
田
畳
ん
で
な
い
州
川
、

る口た
。事

ご が
)な

!II 

不
思
議
に
ま
だ
壊
れ

口

口

口

口

そ
の
震
か
家
主
も
長
い
間
昔
の
億
に
し
て
放
っ
て
あ

何
時
壊
れ
る
か
分
ら
な
い
虞
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

※
符
号
の
説
明

ム
ム
ム
ム

表
現
距
離
設
定
の
基
点
が
作
者
に
あ
っ
て

(
作
品
素
材
を
対
象
と

し
て

そ
の
対
象
を
客
体
的
に
規
定
す
る
部
分

企

企

企

企

表
現
距
離
設
定
の
基
点
が
作
者
に
あ
っ
て

(
作
者
素
材
を
対
象
と

し
て
)
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
作
者
の
認
識
や
評
定
を
規
定
す
る

部
分

0
0
0
0
 
表
現
距
離
設
定
の
基
点
が
作
中
人
物
に
あ
っ
て

(
作
中
の
他
の
作

•••• 
口
口
口
口

圃
圃
園
圃11 

品
素
材
を
対
象
と
し
て

J

作
中
の
他
の
対
象
を
客
体
的
に
規
定
す

る
部
分

表
現
距
離
設
定
の
基
点
が
作
中
人
物
に
あ
っ
て

(
そ
の
作
中
人
物

素
材
を
対
象
と
し
て
)
作
中
の
他
の
対
象
に
つ
い
て
の
作
中
人
物

の
認
識
や
評
定
を
規
定
す
る
部
分

表
現
距
離
設
定
の
基
点
が
作
者
と
作
中
人
物
と
の
ど
ち
ら
に
あ
る

か
区
別
の
な
い
ま
ま
重
な
っ
て

(
作
中
の
他
の
作
品
素
材
を
対
象

と
し
て

そ
の
対
象
を
客
体
的
に
規
定
す
る
部
分

表
現
距
離
設
定
の
基
点
が
作
者
と
作
中
人
物
と
の
ど
ち
ら
に
あ
る

か
区
別
の
な
い
ま
ま
重
な
っ
て

(
作
者
或
い
は
作
中
人
物
素
材
を

対
象
と
し
て
)
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
作
者
或
い
は
作
中
人
物
の
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認
識
や
評
定
を
規
定
す
る
部
分

作
者
が
介
入
説
明
す
る
部
分

作
者
と
作
中
人
物
が
重
な
っ
て
作
中
の
他
の
対
象
に
つ
い
て
の
認

識
や
評
定
を
規
定
す
る
前
提
的
説
明
の
部
分

作
中
人
物
が
作
中
の
他
の
対
象
に
つ
い
て
指
示
規
定
す
る
、
或
い

は
自
称
規
定
す
る
部
分

作
中
人
物
が
他
の
作
中
人
物
を
構
成
規
定
す
る
、
或
い
は
待
遇
表

現
と
し
て
規
定
す
る
部
分

現
主
体

(
A
)

周
知
の
冒
頭
場
面
で
あ
る
。
模
型
図
に
従
っ
て
概
念
各
項
を
整
理
す
る
と
、
表

は
作
者
、
表
現
主
体
H
受
容
主
体

(B)
は
読
者
、
表
現
対
象



(
C
)
の
全
般
規
定
は
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
か
ら
約
六
年
後
の
秋
の
日
・

日
曜
日
午
後
の
宗
助
夫
婦
が
〈
崖
下
の
家
〉
で
作
る
穏
や
か
な
情
景
で
あ
り
、
個

別
規
定
は
宗
助

(G)
と
御
米

(
Q
)
、
そ
し
て
彼
ら
が
表
現
主
体
と
な
っ
て
対

象
規
定
す
る
多
く
の
素
材
(
例
え
ば
往
来
を
行
く
人
の
下
駄
の
響
、
奇
麗
な
空
、

府
に
逼
る
様
な
勾
配
の
崖
な
ど
)
が
あ
る
。
作
者
に
よ
っ
て
表
現
対
象
と
し
て
全

般
規
定
さ
れ
る
情
景
の
中
で
、
個
別
規
定
さ
れ
る
表
現
対
象

(
G
、
Q
)
が
表
現

『門jの冒頭部分の表現について

主
体
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
表
現
対
象
が
多
く
配
置
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
が
、
後

に
析
出
す
る
よ
う
に
表
現
主
体

(
A
)
と
個
別
規
定
さ
れ
る
表
現
対
象

(
G
、

G
)
が
表
現
主
体
と
な
る
と
き
の
輪
郭
が
判
然
と
し
な
い
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
表
現
距
離
の
観
点
か
ら
そ
の
外
形
的
特
徴
を
い
く
つ
か
挙

げ
よ
う
。

対
象
と
な
る
人
物
の
規
定
に
つ
い
て
。
表
現
対
象
で
あ
る
作
中
人
物
・
宗

a
 

助
は
、
④
⑫
⑬
⑬
③
②
③
⑧
を
除
い
て
「
宗
助
」
と
規
定
さ
れ
、
御
米
は
、
⑦
⑫

⑫
⑫
を
除
い
て
「
細
君
」
と
規
定
さ
れ
る
。

④
は
宗
助
が
表
現
主
体
と
な
っ
て
「
其
空
」
を
「
非
常
に
慶
大
で
あ
る
」
と
認

識
し
対
象
規
定
し
て
い
る
、

つ
ま
り
宗
助
が
距
離
設
定
の
基
点
と
な
っ
て
い
る
か

ら
「
自
分
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る

(
④
は
「
自
分
」
が
な
く
て
も
成
立
す
る
構
文

で
は
あ
る
。
「
其
空
」
を
対
象
規
定
す
る
表
現
主
体
は
作
者
で
あ
っ
て
も
宗
助
で

あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。

つ
ま
り
「
自
分
」
が
な
け
れ
ば
距
離
設
定
の
基
点
が
作
者

で
あ
る
と
み
て
も
成
り
立
つ
構
文
な
の
だ
が
、
こ
こ
は
「
自
分
」
が
あ
る
の
で
距

離
設
定
の
基
点
が
作
者
か
ら
宗
助
に
移
行
し
、
宗
助
が
表
現
主
体
と
な
っ
て
い
る

と
み
て
よ
い
。
も
し
作
者
が
距
離
設
定
の
基
点
と
し
て
表
現
主
体
と
な
っ
て
い
る

な
ら
ば
、
⑤
の
「
斯
う
し
て
」
の
用
法
は
不
適
当
で
あ
り
、
「
肱
し
く
な
っ
た
の

で
」
も
「
肱
し
く
な
っ
た
ら
し
く
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
)
。

⑫
⑬
-
③
③
の
表
現
主
体
は
御
米
。
御
米
が
基
点
と
な
っ
て
宗
助
を
対
象
規
定
し

て
い
る
。
但
し
、
⑫
を
細
か
く
み
る
と
、
宗
助
を
「
夫
の
」
と
対
象
規
定
す
る
表

現
主
体
は
御
米
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
覗
い
て
見
た
」
と
い
う
認
定
は
御
米
と
作

者
と
の
重
な
り
に
な
っ
て
い
る
様
相
が
あ
る
。
⑬
②
は
御
米
の
待
遇
表
現
と
し
て

の
「
貴
方
」
で
あ
る
。

⑦
⑫
⑫
は
宗
助
の
待
遇
表
現
。
@
の
「
若
い
女
」
は
、
作
者
に
よ
る
御
米
に
つ

い
て
の
対
象
規
定
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
「
け
た
、
ま
し
い
笑
撃
」
に
つ
な
が
る

連
体
修
飾
語
の
一
部
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
表
現
対
象
を
構
成
す
る
た

め
の
素
材
で
あ
る
。
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話
法
の
処
理
に
つ
い
て
。
⑤
③
は
地
の
文
が
心
話
表
現
を
包
摂
す
る
。
。

は
間
接
話
法
。
⑦
③
⑮
⑬
⑪
@
@
②
③
③
は
会
話
部
分
が
転
入
し
て
地
の
文
に
包

摂
さ
れ
、
③
⑫
③
②
⑧
は
会
話
部
分
が
地
の
文
か
ら
独
立
し
て
い
る
。

)
 

、h
u(

 
⑤
③
の
心
話
表
現
部
分
の
表
現
主
体
は
宗
助
。
し
か
し
⑤
は
何
が
ど
の
よ
う
に

「
違
ふ
」
か
が
十
分
確
認
さ
れ
ず
宗
助
の
主
観
的
措
定
「
斯
う
し
て
」
で
処
理
さ

れ
て
い
る
。
勿
論
構
文
全
体
の
表
現
主
体
は
作
者
で
あ
る
。
③
も
「
府
に
逼
る
様

な
勾
配
の
崖
」
を
め
ぐ
る
宗
助
・
八
百
屋
の
爺
・
家
主
の
坂
井
の
そ
れ
ぞ
れ
の

「
廟
に
逼
る
様
な
勾
配
の
崖
」
に
つ
い
て
の
関
わ
り
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
も
③
の
「
其
所
を
開
け
る
と
」
を
承
け
て
「
不
思
議
に
ま
だ
壊
れ
た
事
が
な
い

さ
う
で
」
と
い
う
伝
聞
を
根
拠
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
そ
の
矯
か
」
「
昔
の
億

に
放
つ
で
あ
る
」
と
宗
助
が
そ
の
状
態
に
つ
い
て
の
認
識
を
規
定
す
る
形
に
な
っ



て
い
る
。
し
か
し
、
構
文
全
体
の
表
現
主
体
が
作
者
か
宗
助
か
暖
昧
で
あ
る
。

⑦
⑧
⑮
⑬
⑫
⑫
一
@
②
③
⑫
の
表
現
主
体
は
作
者
。
会
話
部
分
を
対
象
規
定
す
る

作
者
の
認
定
及
び
評
定
が
地
の
文
と
な
っ
て
全
体
を
包
摂
す
る
構
文
で
あ
る
。
地

の
文
に
よ
る
包
摂
の
う
ち
⑩
⑪
⑫
②
②
は
細
部
に
様
々
の
問
題
を
含
む
。
即
ち
⑩

「
今
度
は
」
は
表
現
対
象
を
全
般
規
定
す
る
作
者
が
そ
の
言
表
の
場
に
テ
ク
ス
ト

の
時
間
を
引
き
移
し
て
-
評
定
す
る
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
連
の
時
間
の
流
れ
が

読
者
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
た
も
の
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
読
者
を
強
引
に
表
現
主

体
の
言
表
行
為
の
場
に
引
き
込
ん
で
い
る

」
の
手
法
は
①
「
先
刻
か
ら
」
「
や

『門』の官頭部分の表現について

が
て
」
、
⑤
「
今
度
は
」
、
⑪
「
其
時
は
」
、
⑬
「
夫
か
ら
又
」
、
②
「
す
る
と
」

「
始
め
て
」
に
も
み
ら
れ
る
)
。
ま
た
⑫
「
大
き
な
眼
を
ぱ
ち
/
¥
さ
せ
な
が
ら
」

は
、
全
体
を
包
摂
す
る
地
の
文
の
表
現
主
体
が
作
者
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
対
象

を
客
体
化
す
る
規
定
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
部
分
の
表
現
主

体
が
宗
助
で
あ
る
と
考
え
て
も
「
大
き
な
眼
を
ぱ
ち
/
¥
さ
せ
な
が
ら
」
に
不
自

然
さ
が
生
じ
る
。
宗
助
の
「
大
き
な
眼
」
に
つ
い
て
作
者
・
宗
助
・
御
米
の
三
者

が
い
ず
れ
も
客
観
視
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
対
象
規
定
す
る
地
の
文
に
作
者
の
造
型
意
図
が
無
理
に
割
り
込
ん
で
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
③
「
自
然
と
浸
み
込
ん
で
来
る
光
線
の
暖
味
を
、
槻
衣
の
下
で
貧
ほ

か
程
味
ひ
な
が
い
、
表
の
音
を
聴
く
と
も
な
く
聴
い
て
ゐ
た
が
」
も
⑫
と
同
様
の

指
摘
が
で
き
る
。

つ
ま
り
構
文
全
体
の
表
現
主
体
は
作
者
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

「
光
線
の
暖
味
を
」
「
貧
ぼ
る
程
味
ひ
な
が
ら
」
「
表
の
音
を
聴
く
と
も
な
く
聴
い

て
」
と
規
定
す
る
表
現
主
体
は
宗
助
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
作
者
が
宗
助
の

状
態
を
「
ゐ
た
」
と
対
象
規
定
す
る
地
の
文
に
宗
助
の
認
識
及
ぴ
評
定
ま
で
無
理

に
取
り
込
ん
で
い
る
。
「
急
に
思
ひ
出
し
た
様
に
」

は
無
論
作
者
の
評
定
に
よ
る

介
入
説
明
で
あ
る
。
こ
の
構
文
は
、

や
や
長
い
文
章
で
あ
る
こ
と
で
対
象
を
規
定

す
る
作
者
の
距
離
設
定
の
基
点
と
宗
助
が
対
象
を
規
定
す
る
距
離
設
定
の
基
点
と

が
自
由
に
交
替
し
、
し
か
も
両
者
の
表
現
対
象
と
の
距
離
も
認
定
の
距
離
と
評
定

の
距
離
と
を
弁
別
す
る
意
識
は
な
い
と
い
え
る
。
@
の
表
現
主
体
は
作
者
。
こ
こ

で
も
「
別
に
呆
れ
た
様
子
も
な
く
」
と
「
(
若
い
女
に
特
有
な
)
け
た
、
ま
し
い

笑
聾
」
と
に
は
認
定
の
距
離
と
評
定
の
距
離
が
弁
別
さ
れ
な
い
ま
ま
一
文
の
中
に

併
存
し
て
、
作
者
が
介
入
説
明
し
て
い
る
。
⑫
の
「
す
る
と
」
「
始
め
て
」
は
⑮

で
指
摘
し
た
こ
と
と
同
様
に
全
般
規
定
さ
れ
る
表
現
対
象
の
一
連
の
時
間
の
流
れ

が
読
者
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
た
も
の
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
読
者
を
強
引
に
作
者

の
言
表
の
場
に
引
き
込
む
時
間
処
理
に
な
っ
て
い
る
。
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③
⑫
③
②
③
の
よ
う
に
会
話
部
分
が
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
別
規

定
さ
れ
る
人
物
の
会
話
に
つ
い
て
表
現
主
体
(
作
者
)

の
介
入
規
定
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
会
話
部
分
が
地
の
文
に
転
入
し
て
包
摂
さ
れ
る
構
文
よ
り
も
読

者
と
の
関
係
距
離
が
近
い
。
即
ち
読
者
は
宗
助
と
御
米
の
表
現
行
動
の
場
に
直
接

触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
間
隔
論
」

の
説
明
に
従
え
ば
「
讃
者
と
篇
中
の
人
物
と

を
し
て
嘗
面
に
封
坐
せ
し
む
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

(c) 

文
末
終
結
の
助
辞
「
た
」

の
有
無
と
そ
の
処
理
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は

「
た
」
に
よ
る
文
末
終
始
の
構
文
と
そ
う
で
は
な
い
構
文
と
が
混
在
し
て
い
る
。

一
般
に
表
現
主
体
と
表
現
対
象
と
の
関
係
を
規
定
す
る
距
離
設
定
は
文
末
終
結

の
助
辞
に
よ
っ
て
行
う
の
が
日
本
語
表
現
の
原
則
で
あ
る
。
明
確
な
時
制
の
表
現

規
定
を
別
に
す
れ
ば
、
「
た
」
に
よ
る
文
末
終
結
の
構
文
は
作
品
素
材
を
表
現
対



象
と
し
て
多
く
そ
れ
を
客
体
的
世
界
と
し
て
規
定
し
、
「
た
」
に
よ
ら
な
い
文
末

終
結
の
構
文
は
作
者
素
材
を
表
現
対
象
と
し
て
表
現
主
体
(
作
者
)

の
認
識
や
評

定
を
規
定
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
従
っ
て
「
た
」
に
よ
る
文
末
終
結
の
構
文
と

そ
う
で
な
い
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
表
現
主
体
と
表
現
対
象
と

の
関
係
距
離
特
に
距
離
設
定
の
基
点
が
流
動
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
場
面
の
関
係
距
離
の
流
動
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
ま
た
文
末

終
結
の
助
辞
「
た
」
の
使
い
分
け
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
か
。

f門』の冒頭部分の表現について

⑦
⑧
⑩
⑫
⑬
⑬
⑬
②
⑧
③
と
⑥
⑬
の
「
た
」
の
有
無
は
一
般
的
原
則
に
従
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
但
し
、
⑮
「
今
度
は
」
⑫
「
一
一
一
二
分
し
て
」
⑬
「
夫
か
ら
」
⑫

「
す
る
と
」
に
つ
い
て
は
、
川
で
⑩
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
全
般
規
定
さ
れ

る
表
現
対
象
即
ち
こ
の
場
面
の
一
連
の
時
間
の
流
れ
に
つ
い
て
読
者
の
了
解
を
前

提
に
表
現
主
体
(
作
者
)
が
そ
の
言
表
の
場
に
読
者
を
強
引
に
引
き
込
む
方
法
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
処
理
の
意
識
が
強
く
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
表
現
対
象

の
規
定
を
純
客
観
的
な
も
の
と
み
る
に
は
無
理
も
あ
る
。

さ
っ
き

「
た
」
に
よ
る
文
末
終
結
の
構
文
の
う
ち
、
①
「
先
刻
か
ら
」
は
、
既
に
述
、
べ

た
こ
と
に
加
え
て
、
読
者
の
了
解
な
し
に
時
間
設
定
の
基
点
が
作
者
の
恐
意
に
よ

っ
て
い
る
と
い
え
る
。
続
く
「
や
が
て
」
も
作
者
の
評
定
に
よ
る
規
定
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

ま
た
「
日
嘗
り
の
好
さ
さ
う
な
」
「
気
楽
に
胡
座
を
か
い
て
見
た
が
」
は
距
離
設

定
の
基
点
が
宗
助
に
移
行
し
、
宗
助
の
認
識
と
評
定
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
構
文
全
体
は
作
者
が
表
現
主
体
と
な
っ
て
宗
助
の
状
態
及
ぴ
行
動
に
つ

い
て
対
象
規
定
す
る
も
の
だ
か
ら
傍
点
部
分
は
作
者
に
よ
る
介
入
判
断
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
作
者
の
人
物
造
型
の
た
め
の
誘
導
が
あ
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
⑤
は
先
に
例
川
で
指
摘
し
た
こ
と
に
加
え
て
「
斯
う
し
て
」
「
大
分

違
ふ
な
と
思
ひ
な
が
ら
」
と
規
定
す
る
表
現
主
体
は
宗
助
で
あ
る
の
に
、
「
今
度

は
」
と
規
定
す
る
の
が
作
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、

一
文
の
中
で
表
現
対
象
と

表
現
主
体
と
の
関
係
距
離
設
定
の
基
点
が
宗
助
と
作
者
と
の
聞
で
突
錯
し
て
い
る
。

だ
か
ら
(
読
者
は
宗
助
と
作
者
の
呼
吸
の
一
致
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
)

作
者
に
よ
る
客
観
的
対
象
規
定
と
は
と
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
⑨
「
別
に

話
が
し
た
い
諜
で
も
な
か
っ
た
と
見
え
て
」
に
は
明
ら
か
に
作
者
の
判
断
が
介
入

説
明
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。
⑪
「
其
時
」
は
川
で
指
摘
し
た
⑮
②
と
同
じ
こ

と
が
い
え
る
。
⑪
「
大
き
な
眼
を
ば
ち
/
¥
さ
せ
な
が
ら
」
②
「
自
然
と
浸
み
込

ん
で
来
る
光
線
の
暖
味
を
」
「
貧
ぼ
る
程
味
ひ
な
が
ら
」
「
聴
く
と
も
な
く
聴
い

て
」
⑫
「
別
に
呆
れ
た
様
子
も
な
く
」
な
ど
も
川
で
指
摘
し
た
。
②
の
「
う
そ
寒
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く
映
っ
た
」
と
対
象
規
定
す
る
表
現
主
体
は
宗
助
だ
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
表
現

対
象
「
突
き
嘗
り
の
障
子
」
を
「
う
そ
寒
く
映
っ
た
」
と
規
定
す
る
に
は
距
離
設

定
の
基
点
を
作
者
か
ら
宗
助
に
移
行
し
、
宗
助
の
認
定
に
よ
る
規
定
と
し
て
現
在

形
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
「
た
」
に
よ
る
文
末
終
結

の
構
文
に
な
っ
た
の
は
「
南
が
玄
関
で
塞
が
れ
て
ゐ
る
の
で
」
と
い
う
作
者
に
よ

る
読
者
の
た
め
の
説
明
が
参
入
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
D

こ
こ
は
作
者
が
宗
助
に
寄

り
添
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
は
作
者
と
宗
助
の
い
ず
れ
の
感
覚
な
の
か
区
別
が

で
き
な
い
ほ
ど
に
重
ね
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
間
隔
論
」
で
い
う
「
著
者
自

ら
動
い
て
篇
中
の
人
物
と
融
化
」
し
よ
う
と
し
て
極
端
な
形
に
な
っ
た
表
現
と
い

、える。以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
に
み
ら
れ
る
「
た
」
に
よ
る
文
末
終
結
の



構
文
は
、
作
者
が
表
現
対
象
を
客
体
化
し
て
規
定
す
る
と
い
う
一
般
原
則
か
ら
逸

脱
し
て
作
者
が
読
者
の
た
め
の
説
明
を
挿
入
し
た
り
、
表
現
対
象
(
作
中
人
物
)

が
表
現
主
体
と
な
っ
て
対
象
規
定
す
る
そ
の
認
識
や
評
定
の
部
分
に
作
者
が
強
く

介
入
し
て
表
現
対
象
(
作
中
人
物
)
を
し
て
そ
の
よ
う
に
評
定
・
認
識
さ
せ
る
べ

く
作
者
が
強
い
造
型
意
識
を
働
ら
か
せ
た
り
、
評
定
・
認
識
の
主
体
が
作
者
な
の

か
表
現
対
象
(
作
中
人
物
)
な
の
か
が
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
に
重
ね
ら
れ
た
り
し

て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
え
る
。

「
た
」
に
よ
ら
な
い
文
末
終
結
の
構
文
の
う
ち
、
②
は
「
下
駄
の
響
」
を
「
朗

『門Jの冒頭部分の表現について

ら
か
に
聞
こ
え
て
来
る
」
と
規
定
す
る
表
現
主
体
は
宗
助
で
あ
ろ
う
。
距
離
設
定

の
基
点
を
作
者
が
宗
助
に
予
め
移
行
し
て
い
る
こ
と
で
成
り
立
つ
構
文
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
「
上
天
気
な
の
で
」
「
静
か
な
町
丈
に
」

が
余
計
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
作
者
が
読
者
の
た
め
の
説
明
と
し
て
挿
入
し
た
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
③
④
の
表
現
主
体
は
宗
助
。
距
離
設
定
の
基
点
も
作
者
か
ら
宗

助
に
移
行
し
て
い
て
問
題
は
な
い
。
⑬
⑬
の
表
現
主
体
は
御
米
。
但
し
、
⑬
の

「
其
中
へ
」
は
御
米
が
宗
助
の
両
手
を
距
離
設
定
の
基
点
に
し
て
「
そ
(
の
こ
と

中
称
的
に
指
示
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
御
米
が
そ
の
言
表
の
場
に
読
者
を
引

き
入
れ
て

(
作
者
が
第
二
の
読
者
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
作
者
が
御
米
の
言

表
の
場
に
「
閑
入
」
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
作
者
が
中
称
と
し
て
指
示
表
現

し
て
い
る
と
み
て
も
よ
い
が
)
読
者
と
御
米
の
中
間
に
宗
助
の
両
手
を
置
い
て
指

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
様
相
が
あ
る
。
⑪
の
表
現
主
体
は
宗
助
だ
が
、
「
飛
ぴ

越
す
様
に
跨
い
で
」
は
作
者
に
よ
る
読
者
の
た
め
に
挿
入
し
た
説
明
と
み
ら
れ
な

く
も
な
い
。
③
の
「
其
所
」
は
川
の
③
と
の
連
関
で
指
摘
し
て
こ
と
に
加
え
て
、

対
象
を
指
示
し
規
定
す
る
宗
助
の
言
更
の
場
に
読
者
を
引
き
入
れ
て
読
者
と
宗
助

の
中
間
に
「
突
き
嘗
り
の
障
子
」
を
置
い
て
指
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か

し
、
こ
こ
も
宗
助
と
作
者
が
「
融
化
」
し
て
読
者
と
の
間
で
成
り
立
た
せ
る
中
称

指
示
と
み
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
嘗
っ
て
然
る
べ
き
筈
の
日
」
が

「
影
を
落
さ
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
れ
自
体
は
客
体
化
し
て
宗
助
の

認
識
と
し
て
対
象
規
定
で
き
る
は
ず
だ
が
、
⑧
の
「
何
時
壊
れ
る
か
分
ら
な
い

虞
」
の
あ
る
崖
に
つ
い
て
の
宗
助
・
八
百
屋
の
爺
・
家
主
の
坂
井
の
関
わ
り
が
不

明
瞭
な
ま
ま
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
の
連
関
で
「
廟
に
逼
る
様
な
勾
配
の
」
「
釜
へ

て
ゐ
る
の
で
」
「
朝
の
内
は
嘗
っ
て
然
る
べ
き
筈
の
」
と
い
う
作
者
に
よ
る
読
者

の
た
め
の
介
入
説
明
の
意
識
が
強
く
働
い
た
こ
と
か
ら
「
た
」
に
よ
ら
な
い
文
末

終
結
の
構
文
即
ち
作
者
の
認
識
を
表
現
す
る
も
の
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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「
た
」
に
よ
ら
な
い
文
末
終
結
の
構
文
も
個
別
規
定
さ
れ
る
表
現
対
象
が
表
現

主
体
と
な
っ
て
対
象
規
定
す
る
部
分
に
作
者
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
は
自
ら
造
型
し
た
作
中
人
物
の
自
立
を
妨

げ
て
い
る
こ
と
も
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
門
川
川
と
相
当
煩
し
い
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ

う
な
特
徴
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

D

川
作
者
と
全
般
規
定
或
い
は
個
別
規
定
さ
れ
る
表
現
対
象
と
の
関
係
距
離
、
さ

ら
に
個
別
規
定
さ
れ
る
表
現
対
象
(
作
中
人
物
)
相
互
の
関
係
距
離
が
極
め
て
流

動
的
で
あ
る
。

凶
関
係
距
離
の
流
動
性
は
距
離
設
定
の
基
点
が
作
者
と
作
中
人
物
、
作
中
人
物

相
互
の
間
で
頻
繁
且
つ
自
由
に
交
替
す
る
こ
と
で
生
れ
て
い
る
。



川
距
離
設
定
の
基
点
の
交
替
は
論
理
的
原
則
に
従
う
の
で
な
く
、
作
者
の
感
性

的
表
現
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

凶
作
中
人
物
が
表
現
主
体
と
な
っ
て
そ
の
認
識
や
評
定
と
し
て
対
象
規
定
す
る

部
分
に
作
者
が
介
入
す
る
。
そ
れ
は
作
中
人
物
の
対
象
規
定
の
前
提
で
あ
る
条
件

や
理
由
を
作
者
が
読
者
の
た
め
の
説
明
と
し
て
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
ひ

き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
作
者
と
作
中
人
物
と
の
ど
ち
ら
が
表
現
主
体
な
の
か
区
別

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

間
作
者
は
全
般
規
定
の
表
現
対
象
で
あ
る
作
中
の
場
面
に
「
嘗
面
に
封
坐
す

『門』の冒頭部分の表現について

る
」
こ
と
で
そ
れ
を
客
体
的
世
界
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
か
ら
逸
脱
し
て
作
中
の

場
面
に
「
関
入
」
し
た
り
、
作
中
人
物
と
「
融
化
」
し
て
癒
着
現
象
を
ひ
き
起
し
、

結
果
的
に
作
中
人
物
の
自
立
を
妨
げ
る
場
合
も
多
い
。

同
し
か
し
、
前
記
川
j
同
に
よ
る
作
中
人
物
と
作
者
と
の
関
係
距
離
の
流
動
性

は
両
者
の
緊
張
し
た
関
係
を
作
り
、
場
面
に
躍
動
性
と
臨
場
感
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

間
作
者
と
作
中
の
場
面
及
び
作
中
の
人
物
と
の
緊
張
関
係
は
読
者
と
作
者
及
び

作
中
人
物
(
全
般
規
定
と
し
て
の
作
中
場
面
も
含
む
)

の
三
者
の
関
係
距
離
の
流

動
性
と
な
っ
て
読
者
が
作
中
の
場
面
に
「
闇
入
」
し
た
り
、
作
中
の
人
物
に
「
融

化
」
す
べ
く
強
制
さ
れ
る
様
相
が
あ
る
。

* 

表
現
距
離
の
観
点
か
ら
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
こ
れ
ら
の
特
徴
と
作
者
が
冒
頭

場
面
の
現
在
時
を
宗
助
夫
婦
の
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
か
ら
六
年
後
に
設
定

し
て
物
語
を
構
想
す
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
連
関
が
あ
る
か
。
或
い
は
作
者
は

な
ぜ
冒
頭
場
面
の
現
在
時
を
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
か
ら
六
年
後
に
設
定
す

る
の
か
。

作
者
と
宗
助
夫
婦
と
は
次
の
こ
と
を
知
悉
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は

去
る
ま
い
。
即
ち
こ
の
六
年
間
が
「
自
然
が
彼
等
の
前
に
も
た
ら
し
た
恐
る
べ
き

復
讐
に
戦
き
な
が
ら
脆
づ
」
く
一
方
で
「
只
自
然
の
恵
み
か
ら
来
る
月
日
と
云
ふ

緩
和
剤
の
力
」
(
十
七
)
に
す
が
る
と
い
う
自
然
に
つ
い
て
の
矛
盾
す
る
対
処
の

連
続
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
「
今
ま
で
睦
ま
じ
く
過
し
た
長
の
歳
月
を
遡
っ
て
、

自
分
達
が
知
何
な
犠
牲
を
掛
っ
て
、
結
婚
を
敢
へ
で
し
た
か
と
云
ふ
嘗
時
を
憶
ひ

出
さ
な
い
語
に
は
行
か
な
か
っ
た
」
(
十
四
)
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
彼
等

に
取
っ
て
絶
封
に
必
要
な
の
は
御
互
だ
け
で
、
そ
の
御
互
だ
け
が
、
彼
等
に
は
ま

た
充
分
」
「
自
己
を
幸
福
と
評
価
す
る
事
だ
け
は
忘
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
尋
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常
の
夫
婦
に
見
出
し
難
い
親
和
と
飽
満
と
、
そ
れ
に
伴
な
ふ
倦
怠
」
「
鞭
の
先
に
、

凡
て
を
癒
す
甘
い
蜜
の
着
い
て
ゐ
る
」
(
十
四
)
夫
婦
愛
の
中
で
特
に
「
自
分
の

心
の
あ
る
部
分
に
、
人
に
見
え
な
い
結
核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
が
潜
ん
で
ゐ
る
の

を
、
灰
か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
顔
に
互
と
向
き
合
っ
て
年
を
過

し
」
て
い
る
と
い
う
い
わ
ば
自
己
欺
臓
の
記
憶
に
充
填
さ
れ
た
時
間
の
堆
積
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
作
者
も
宗
助
夫
婦
も
知
悉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
意
し
て
読
む
と
、
作
者
と
宗
助
夫
婦
と
は
時
間
に
つ
い
て
殊
更
に
自
覚
的
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
作
者
は
様
々
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
読

者
に
気
づ
か
せ
る
べ
く
工
夫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
冒
頭
場
面
の
日
曜
日

と
は
現
実
に
は
何
時
の
こ
と
か
。
作
者
は
「
宗
助
は
五
六
日
前
伊
藤
公
暗
殺
の
競

外
を
見
た
と
き
、
御
米
の
働
い
て
ゐ
る
蓋
所
へ
出
て
来
て
、
『
お
い
大
饗
だ
、
伊



藤
さ
ん
が
殺
さ
れ
た
』
と
云
っ
て
」
(
三
)
と
い
う
よ
う
に
説
明
的
場
面
を
挿
入

す
る
。
こ
れ
が
後
に
満
州
の
安
井
が
登
場
す
る
伏
線
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
勿
論

だ
が
、
こ
の
日
曜
日
が
現
実
に
は
明
治
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
だ
と
い
う
こ
と

を
読
者
に
教
え
て
い
る
の
だ
。
〈
さ
ら
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
末
尾

場
面
も
翌
早
春
の
宗
助
夫
婦
の
日
曜
日
の
情
景
と
し
て
物
語
構
成
上
の
照
応
を
さ

せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
照
応
は
単
に
技
術
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
本
首
に

難
有
い
わ
ね
。
漸
く
の
事
春
に
な
っ
て
」
と
喜
ぶ
御
米
に
対
し
て
宗
助
が
っ
つ
ん
、

然
し
又
ぢ
き
冬
に
な
る
よ
」
と
答
え
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
例

『門』の冒頭部分の表現について

え
ば

『
道
草
』

(大
4
)
末
尾
場
面
の
健
三
の
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
で
も
の

一
遍
起
っ
た
事
は
何
時
迄
も
績
く
の
さ
」
と
い
う
苦
々

は
殆
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
。

し
い
肢
き
に
遠
く
響
き
合
っ
て
、
こ
の
物
語
の
宗
助
が
参
禅
に
よ
っ
て
も
自
己
救

済
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
意
味
を
凝
縮
さ
せ
る
時
間
的
照
応
な
の
だ
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
末
尾
場
面
で
は
銭
湯
か
ら
帰
っ
た
宗
助
が
、
鳴
き
始
め
た

ば
か
り
の
鴬
の
こ
と
を
話
題
に
時
候
の
挨
拶
を
交
わ
し
て
い
た
浴
客
の
こ
と
を
語

っ
て
い
る
が
、
激
石
は
こ
の
鴬
の
こ
と
を
明
治
四
十
三
年
三
月
四
日
の
寺
田
寅
彦

宛
書
簡
に
殆
ん
ど
同
じ
形
で
書
い
て
い
る
。
作
者
は
そ
の
記
憶
を
こ
こ
に
利
用
し

た
と
固
い
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
日
曜
日
が
現
実
に
は
明
治
四
十
三
年
三
月
六
日
で
あ

る
と
推
定
す
る
の
も
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
ov

そ
の
他
、
作
者
は
キ
チ
ナ
1
元
帥
の
来
日
の
話
題
を
織
り
込
む
な
ど
し
て
物
語

の
進
行
時
間
を
読
者
に
教
え
て
い
る
。
多
く
の
場
面
に
柱
時
計
を
使
っ
て
い
る
。

宗
助
夫
婦
が
絶
え
ず
そ
れ
に
注
意
を
向
け
る
様
子
を
書
い
て
い
る
。

時
間
配
分
で
い
え
ば
、
物
語
は
正
月
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
仕
組
ん
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
生
命
体
の
死
が
大
つ
ご
も
り
に
あ
り
古
い
生
命
体
と
新
し
い
生

命
体
と
は
正
月
を
画
し
て
交
替
し
、
或
い
は
再
生
す
る
と
い
う
日
本
人
の
神
仏
混

治
的
な
古
来
の
宗
教
感
覚
に
響
き
合
う
よ
う
に
、
宗
助
夫
婦
の
臆
罪
と
自
己
救
済

の
物
語
を
展
開
さ
せ
る
作
者
の
意
図
を
推
測
さ
せ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
の
よ
う
に
『
門
』

で
は
作
者
と
宗
助
夫
婦
と
が
時
間
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ

り
、
従
っ
て
物
語
の
時
間
は
見
か
け
以
上
に
緊
張
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
較
べ
て
作
者
は
宗
助
夫
婦
の
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
自
体
を
詳
細

に
再
現
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
場
面
は
殆
ん
ど
作
者
に
よ
る
説
明
で
処

理
さ
れ
る
。
前
後
に
「
過
去
」
「
記
憶
」
と
い
う
言
葉
を
頻
用
し
て
い
る
け
れ
ど

も
、
肝
腎
の
場
面
は
「
事
は
冬
の
下
か
ら
春
が
頭
を
撞
げ
る
時
分
に
始
ま
っ
て
、

散
り
宝
出
し
た
棲
の
花
が
若
葉
に
色
を
易
へ
る
頃
に
終
っ
た
。
凡
て
が
生
死
の
戟
で
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あ
っ
た
。
青
竹
を
笑
っ
て
油
を
絞
る
程
の
苦
し
み
で
あ
っ
た
」
「
大
風
は
突
然
不

用
意
の
二
人
を
吹
き
倒
し
た
」
「
彼
等
は
砂
だ
ら
け
に
な
っ
た
自
分
達
を
認
め
た
。

け
れ
ど
も
何
時
吹
き
倒
さ
れ
た
か
を
知
ら
な
か
っ
た
」
(
十
四
)
と
い
う
よ
う
に

比
聡
法
で
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

「
敵
と
云
ふ
言
葉
の
意
味
を
正
賞
に
解
し
得
な
い
楽
天
家
と
し
て
、
若
い
世
を

の
び
/
¥
と
」
(
十
四
)
渡
っ
て
い
た
と
い
う
宗
助
自
身
が
回
想
説
明
す
る
の
な

ら
こ
の
よ
う
な
比
聡
法
も
己
む
を
得
ま
い
。
し
か
し
説
明
す
る
の
は
作
者
で
あ
る
。

自
然
主
義
者
た
ち
か
ら
こ
れ
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の

書
き
方
は
意
図
的
な
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

勿
論
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
に
よ
っ
て
宗
助
夫
婦
が
如
何
に
変
化
し
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
は
丁
寧
に
繰
り
返
し
書
か
れ
る
。
そ
の
様
子
を
挙
げ
れ
ば
き
り



が
な
い
け
れ
だ
も
、
例
え
ば
「
宗
さ
ん
は
何
う
も
悉
皆
饗
っ
ち
ま
い
ま
し
た
ね
」

「
左
う
よ
な
あ
。
矢
つ
張
り
、
ぁ
、
云
ふ
事
が
あ
る
と
、
永
く
迄
後
へ
響
く
も
の

だ
か
ら
な
」
(
四
)
と
語
り
合
う
叔
父
夫
婦
の
評
言
で
そ
の
様
子
は
十
分
推
測
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
或
い
は
普
段
は
明
る
く
振
舞
う
御
米
が
三
度
も
繰
り

返
す
流
産
や
死
産
に
よ
っ
て
自
ら
「
恐
ろ
し
い
罪
を
犯
し
た
罪
人
と
己
を
見
倣
さ

な
い
誇
に
は
行
か
な
か
っ
た
」
た
め
に
易
者
を
訪
ね
、
「
貴
方
は
人
に
封
し
て
済

ま
な
い
事
を
し
た
貨
が
あ
る
。
そ
の
罪
が
崇
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
子
供
は
決
し
て
育

た
な
い
」
と
宣
告
さ
れ
て
「
く
し
や
り
と
首
を
折
っ
た
な
り
家
へ
踊
っ
て
、
其
夜

『門Jの冒頭部分の表現について

は
夫
の
顔
さ
へ
様
々
見
上
げ
な
か
っ
た
」
(
十
一
一
一
)
と
か
そ
れ
を
宗
助
に
告
白
す

る
様
子
な
ど
は
事
柄
の
性
質
上
相
当
詳
し
く
説
得
力
あ
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。

〈
子
殺
し
〉

『

H
W
ω

君
主

(
激
石
の
所

は
ズ
l
ダ
!
マ
ン
の

〈
因
み
に
、
御
米
の

蔵
本
は
英
訳
『
吋

r
c
Z
1口
問
司
自
己
可

-
Z
目

-
Z
R岳
山
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)
に
ヒ
ン

ト
を
得
た
と
そ
の
書
き
込
み
ゃ
メ
モ
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
V

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
冒
頭
場
面
を
改
め
て
点
検
す
れ
ば
、
表
現
距

離
の
問
題
で
は
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
な
こ
と
が
析
出
で
き
る
。
そ
れ
に
加
え
て

宗
助
自
身
の
在
り
方
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。一

つ
は
、
①
②
③
④
⑤
と
の
連
関
で
⑬
⑬
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
助
が

「
尋
常
の
夫
婦
に
見
出
し
難
い
親
和
と
飽
満
と
、
そ
れ
に
伴
ふ
倦
怠
」
「
凡
て
を
癒

す
甘
い
蜜
の
着
い
て
ゐ
る
」
(
十
四
)
夫
婦
愛
の
中
に
逃
げ
込
ん
で
〈
胎
児
〉

状
態
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
⑪
②
③
③
に
み
ら
れ
る

宗
助
の
う
そ
寒
き
或
い
は
「
何
時
壊
れ
る
か
分
ら
な
い
虞
れ
が
あ
る
」
「
廟
に
逼

る
様
な
勾
配
の
崖
」
に
向
け
る
視
線
に
連
関
し
て
②
②
に
現
わ
れ
る
宗
助
の
不
安

定
な
精
神
の
状
態
で
あ
る
。
後
者
は
②
「
貴
方
何
、
っ
か
矯
て
入
ら
っ
し
ゃ
る
の

よ
」
と
御
米
に
い
わ
れ
、
⑧
「
矢
つ
張
り
神
経
衰
弱
の
所
矯
か
も
知
れ
な
い
」
と

自
ら
感
じ
る
ほ
ど
に
露
わ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
余
程
重
要
な
読
解
の

ヒ
ン
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
宗
助
は
自
明
で
あ
る
べ
き
文
字
の
う
ち

特
に
「
近
来
の
近
の
字
」
「
今
日
の
今
の
字
」
に
迷
う
こ
と
を
語
っ
て
「
彼
等
の

過
が
安
井
の
前
途
に
及
ぼ
し
た
影
響
」
即
ち
「
安
井
を
半
途
で
退
撃
さ
せ
、
郷
里

に
蹄
ら
せ
、
病
気
に
擢
ら
せ
、
も
し
く
は
満
洲
へ
駆
け
遺
っ
た
罪
に
釘
し
て
如
何

に
悔
恨
の
苦
し
み
を
重
ね
て
も
、
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
い
」
(
十
四
)
と
自
責

し
て
き
た
こ
の
六
年
間
の
自
己
の
在
り
方
に
つ
い
て
深
い
疑
い
と
揺
ら
ぎ
を
感
じ

て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

D
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作
者
が
『
猫
』

明
お
j
m
)

以
来
の
作
品
の
基
底
に
響
か
せ
て
き
た
主
調
音

は
〈
自
由
と
独
立
と
己
〉
に
満
ち
た
近
代
人
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
ょ

、ハノ
O

『
そ
れ
か
ら
」

の
作
者
は
「
今
日
始
め
て
自
然
の
昔
に
婦
る
ん
だ
」
と
自
己
の

自
然
の
要
求
を
根
拠
に
友
人
の
妻
を
奪
う
代
助
の
物
語
を
書
い
た

D

し
か
し
、
代

助
は
自
己
の
自
然
と
引
き
替
え
に
高
等
遊
民
か
ら
転
落
し
、
職
探
し
の
た
め
に

〈
赤
い
〉
世
間
に
飛
び
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
物
語
は
閉
じ
ら
れ

て
い
た
。
無
論
、
代
助
が
そ
の
主
観
に
お
い
て
如
何
に
誠
実
で
あ
っ
て
も
武
者
小

の

路
実
篤
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
社
舎
の
捉
に
そ
む
く
も
の
は
滅
亡
す
る
。
さ
う
し

て
多
く
の
場
合
、
自
然
に
従
う
も
の
は
社
曾
か
ら
外
面
的
に
迫
害
さ
(
ね
」
る
は
ず

で
あ
り
、
「
個
人
の
自
由
と
情
賓
を
事
も
掛
酌
し
て
く
れ
な
い
杜
曾
」
(
『
そ
れ
か



ら

十
五
)

は
代
助
の
自
然
が
己
の
欲
望
を
天
意
と
か
天
の
法
則
に
す
り
か
え

た
論
弁
に
す
ぎ
な
い
と
断
罪
す
る
は
ず
で
あ
る
。
作
者
は
「
『
我
』
即
ち
存
在
の

全
部
た
ら
ん
と
欲
す
る
要
求
」
「
上
の
要
求
を
直
ち
に
日
常
賓
践
の
上
に
推
し
及

ぼ
し
て
行
け
ば
、
結
局
生
の
破
滅
で
あ
る
。
生
の
破
滅
と
生
の
樹
立
と
こ
の
矛
盾

し
た
こ
働
」
の
闘
い
に
お
け
る
「
社
曾
の
提
に
そ
む
く
も
の
」
の
敗
北
を
〈
赤

い
〉
世
間
に
飛
び
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
代
助
の
姿
に
よ
っ
て
十
二
分
に
描
い
て
い

た
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
者
の
関
心
は
そ
の
先
に
あ
る
。

つ
ま
り

『
そ
れ
か
ら
』

の
そ
れ
か
ら
な
の
だ

D

作
者
が

の
そ
れ
か
ら
の
物

『
そ
れ
か
ら
』

『門Jの冒頭部分の表現について

語
で
書
こ
う
と
し
た
の
は
「
社
曾
の
提
」
の
問
題
よ
り
も
〈
自
由
と
独
立
と
己
〉

に
満
ち
た
近
代
人
の
内
な
る
自
然
を
根
元
的
な
罪
の
問
題
と
し
て
探
究
す
る
こ
と

で
あ
る
。
「
社
舎
の
旋
」
た
る
外
な
る
罪
は
、
安
井
に
対
す
る
罪
を
架
橋
と
し
て

宗
助
夫
婦
の
内
な
る
罪
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
者
に
と
っ
て
「
自
然
が

彼
等
の
前
に
も
た
ら
し
た
恐
る
べ
き
復
讐
に
戦
き
な
が
ら
脆
づ
き
」
「
過
去
と
云

ふ
暗
い
大
き
な
害
」
に
落
ち
た
近
代
人
が
ど
の
よ
う
に
譲
罪
を
果
た
し
自
己
救
済

を
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
物
語
を
構
想
す
る
こ
と
は
必
然
的
要
請
で
あ
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
封
建
的
な
社
会
の
因
習
打
破
を
叫
ぶ
ロ
マ
ン

的
魂
の
営
み
に
始
ま
り
血
の
問
題
や
性
欲
の
問
題
へ
と
自
己
の
自
然
を
展
開
し
て

遂
に
は
無
理
想
無
解
決
の
観
照
の
世
界
に
至
る
自
然
主
義
文
学
者
た
ち
と
は
異
な

る
作
者
の
課
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
『
門
』
が
『
そ
れ
か
ら
』

の
そ
れ
か
ら
の
物
語
に
な
り
う
る
に
は
作

者
と
宗
助
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
用
意
さ
れ
る
べ
き
条
件
が
あ
ろ
う
。

作
者
の
側
の
条
件
と
は
何
か
。

そ
れ
は
人
間
の
経
験
の
据
え
方
で
ち
る
。
つ
ま
り
人
が
自
己
存
在
の
意
味
を
探

究
し
そ
こ
か
ら
歴
史
的
且
つ
本
質
的
自
己
実
現
を
企
て
る
契
機
と
し
て
の
具
体
的

体
験
・
出
来
事
は
様
々
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
大
切
な
の
は
具
体
的
体

験
・
出
来
事
自
体
を
越
え
て
経
験
の
層
で
そ
れ
を
据
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

(
日
)

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
〈
自
由
と
独
立
と
己
〉
に
満
ち
た
近
代
人
は
必
然
的

に
自
己
の
内
に
感
受
す
べ
き
罪
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
人
間
理
解
だ
。
作
者
が
宗

助
夫
婦
の
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
自
体
を
詳
細
に
再
現
す
る
こ
と
に
力
を
注

い
で
い
な
い
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
作
者
に
お
い
て
「
異
常
な
過

去
」
の
出
来
事
自
体
を
越
え
て
経
験
の
層
で
そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
認
識
と
、

近
代
人
は
必
然
的
に
罪
を
秘
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
人
間
理
解
が
用
意
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
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宗
助
夫
婦
の
側
の
条
件
と
は
何
か
。

「
敵
と
云
ふ
言
葉
の
意
味
を
正
嘗
に
解
し
得
な
い
楽
天
家
」
で
あ
っ
た
宗
助
が

そ
の
内
な
る
「
敵
」
で
あ
る
自
然
の
「
恐
る
べ
き
復
讐
に
戟
き
な
が
ら
脆
づ
」
い

て
、
「
我
々
は
そ
ん
な
好
い
事
を
予
期
す
る
権
利
の
な
い
人
間
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と

い
い
「
自
己
の
心
の
あ
る
部
分
に
、
人
に
見
え
な
い
結
核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
が

灰
か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
顔
に
互
と
向
き

潜
ん
で
ゐ
る
の
を
、

ム
口
」

っ
て
い
る
と
い
う
自
己
欺
臓
の
状
態
で
強
い
て
「
尋
常
の
夫
婦
に
見
出
し
難

い
」
「
凡
て
を
癒
す
甘
い
蜜
の
着
い
た
」
夫
婦
愛
の
中
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
限
り

宗
助
夫
婦
の

の
そ
れ
か
ら
の
本
当
の
物
語
は
始
ま
ら
な
い
。
「
自

『
そ
れ
か
ら
』

己
の
心
の
あ
る
部
分
に
、
人
に
見
え
な
い
結
核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
が
潜
ん
で
ゐ

る
の
を
、
灰
か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
顔
に
互
と
向
き
合
っ
て
年
を



過
し
」
て
い
る
と
い
う
自
己
欺
臓
を
糸
口
に
し
て
自
ら
の
自
然
を
別
扶
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
果
し
て
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
か
ら
六
年
後
の
い
ま
宗
助
は

@
「
近
来
の
近
の
字
の
字
は
ど
う
書
い
た
つ
け
ね
」
、
@
「
此
間
も
今
日
の
今
は

大
饗
迷
っ
た
」
、
③
「
矢
つ
張
り
神
経
衰
弱
の
所
篤
か
も
知
れ
な
い
」
と
こ
れ
ま

で
自
明
で
あ
っ
た
は
ず
の
世
界
に
つ
い
て
の
迷
い
を
語
り
、
自
己
の
在
り
方
に
つ

い
て
深
い
疑
い
と
揺
ら
ぎ
の
感
覚
を
表
現
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
い
ト
宗
助
は
「
自
分
達
が
帝
へ
た
云
ふ
大
き
な
害
」
の
中
で
「
異
常
な
過

去
」
の
出
来
事
の
不
合
理
と
運
命
の
意
味
を
問
い
直
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

『門jの冒頭部分の表現について

『
門
』
が
『
そ
れ
か
ら
』

の
そ
れ
か
ら
の
物
語
に
な
り
う
る
に
は
宗
助
夫
婦
に
お

い
て
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
れ
て
く
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
作
者
は

『
そ
れ
か
ら
』

の
代
助
を
承
け
て

「門』

の
物
語
を
展
開
す
る
の
に
六
年
間
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

そ
の
意
味
で
宗
助
夫
婦
の
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
か
ら
六
年
後
に
物
語
の

冒
頭
場
面
の
現
在
時
を
設
定
し
た
の
は
、
作
者
の
主
題
を
展
開
す
る
た
め
の
必
然

的
選
択
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

の
宗
助
は
い
ま
自
己
の
在
り
方
に
深
い
疑
い
を
覚
え
揺
ら
ぎ

と
こ
ろ
で
『
門
」

の
感
覚
を
表
現
す
る
人
物
と
し
て
物
語
に
登
場
し
た
。
だ
が
、
「
凡
て
を
癒
す
甘

い
蜜
の
着
い
て
ゐ
る
」
「
尋
常
の
夫
婦
に
見
出
し
難
い
」
夫
婦
愛
の
中
に
閉
じ
篭

も
っ
て
〈
胎
児
〉

の
状
態
に
留
ま
ろ
う
と
も
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
我
々
は
そ
ん

な
好
い
事
を
す
る
権
利
の
な
い
人
間
ぢ
ゃ
な
い
か
」
(
四
)

と
い
う
宗
助
の
罪
責

感
に
見
合
う
姿
勢
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
宗
助
は
讃
罪
と
自
己
救
済
を
図
る
べ
く

歩
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
、
だ
か
ら
、
作
者
は

ど
の
よ
う
に
か
し
て
宗
助
夫
婦
を
動
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
者
は
己
の
小
説
に
つ
い
て
最
初
の
読
者
で
あ
り
、
読
者
は
第
二
の
作
者
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
先
に
確
認
し
た
。
「
過
去
と
云
ふ
暗
い
大
き
な
害
」
と
「
凡
て

を
癒
す
甘
い
蜜
の
着
い
て
ゐ
る
」
夫
婦
愛
と
の
中
で
自
己
欺
臓
を
覚
え
て
い
な
が

ら
動
こ
う
と
し
な
い
宗
助
に
自
己
別
扶
を
促
し
人
間
の
根
元
的
な
罪
の
問
題
に
取

り
組
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
者
は
、
宗
助
を
そ
こ
か
ら
連
れ
出
し
或
い
は
そ

こ
に
様
々
の
現
実
的
な
問
題
を
持
ち
込
ん
で
『
そ
れ
か
ら
』

の
そ
れ
か
ら
の
宗
助

を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
作
者
は
動
こ
う
と
し
な
い
宗
助
に
無
理
に

で
も
同
伴
し
よ
う
と
す
る
。
〈
因
み
に
小
六
の
学
費
問
題
に
絡
ん
で
小
六
が
同
居

す
る
こ
と
で
御
米
が
心
労
か
ら
病
気
に
な
る
。
或
い
は
宗
助
の
歯
痛
に
絡
ん
で
歯

医
者
が
「
何
う
も
斯
う
弛
み
ま
す
と
、
到
底
元
の
様
に
緊
る
誇
に
は
参
り
ま
す
ま
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い
と
思
ひ
ま
す
が
、
何
し
ろ
中
が
エ
ソ
に
な
っ
て
居
り
ま
す
か
ら
」
「
癒
ら
な
い

と
申
し
上
げ
る
よ
り
仕
方
が
御
座
ん
せ
ん
な
。
何
し
ろ
エ
ソ
|
|
エ
ソ
と
申
し
ま

し
で
も
御
分
り
に
な
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
中
が
丸
で
腐
っ
て
居
り
ま

す
」
(
五
)
と
い
う
。
ま
た
髪
結
床
で
は
「
疋
漠
た
る
恐
怖
の
念
」
に
襲
れ
る
宗

助
が
「
冷
た
い
鏡
」
の
中
に
「
不
園
こ
の
影
は
本
来
何
者
だ
ろ
う
」
と
自
分
の
影

を
眺
め
る

十
三
)
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
異
常
な
過
去
」
の
出
来
事
以
来
の
自

責
の
中
に
あ
っ
て
「
自
然
の
恵
み
か
ら
来
る
月
日
と
云
ふ
緩
和
剤
の
力
」
「
凡
て

の
創
口
を
癒
合
す
る
も
の
は
時
日
で
あ
る
と
云
ふ
格
言
」
に
す
が
っ
て
き
た
宗
助

夫
婦
の
「
時
間
」
が
、
逆
に
彼
ら
の
内
部
を
腐
ら
せ
る
作
用
を
し
て
い
る
も
の
で

し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
た
め
の
作
者
の
誘
導
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
〉
宗

助
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
作
者
の
態
度
・
関
わ
り
方
が
、
冒
頭
場
面
の
表
現
距
離



の
検
討
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
宗
助
や
御
米
の
評
定
や
認
定
と
し
て
表
現

さ
れ
る
べ
き
部
分
に
作
者
が
介
入
し
た
り
、
人
物
の
独
立
を
妨
げ
る
ほ
ど
に
誘
導

し
て
人
物
及
び
場
面
を
造
型
す
る
と
か
、
文
末
終
結
の
助
辞
「
た
」
の
使
い
分
け

に
つ
い
て
の
一
般
原
則
を
踏
み
出
し
て
怒
意
的
と
い
え
る
ほ
ど
に
距
離
設
定
の
基

点
を
交
替
さ
せ
て
作
者
と
宗
助
、
宗
助
と
御
米
の
関
係
距
離
を
流
動
化
さ
せ
る
操

作
を
す
る
こ
と
の
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

宗
助
や
御
米
の
評
定
や
認
定
と
し
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
部
分
に
作
者
が
介
入
す

る
と
か
距
離
設
定
の
基
点
を
頻
繁
に
交
替
さ
せ
て
関
係
距
離
を
流
動
化
さ
せ
る
操

『門Jの冒頭部分の表現について

作
が
極
め
て
感
性
的
な
も
の
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
物
語
を
始
め

る
作
者
の
創
作
衝
動
と
言
語
表
現
行
動
と
し
て
の
呼
吸
或
い
は
リ
ズ
ム
を
明
瞭
に

表
現
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
「
間
隔
論
」
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
冒
頭
場
面
を
描
く
作
者
は

作
中
人
物
と
「
嘗
面
に
釘
坐
」
す
る
と
い
う
よ
り
「
自
ら
動
い
て
」
「
愛
じ
て
作

中
人
物
と
化
し
」
「
篇
中
の
人
物
と
融
化
」
し
つ
つ
作
中
人
物
及
び
場
面
そ
の
も

の
を
自
己
の
言
表
の
場
い
わ
ば
テ
ク
ス
ト
と
し
て
た
ぐ
り
寄
せ
る
た
め
に
懸
命
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

* 

こ
の
場
面
の
後
で
宗
助
が
散
歩
に
出
る
の
は
、
⑮
「
ち
っ
と
散
歩
で
も
矯
て
入

ら
っ
し
ゃ
い
」
と
御
米
に
勧
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
こ
の
と
き
の
宗
助
は
、
冒
頭
場
面
の
自
己
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
疑
い
と

揺
ら
ぎ
の
感
覚
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
「
七
日
に
一
返
の
休
日
が
来
て
、
心
が
ゆ

っ
た
り
と
落
ち
付
け
る
機
曾
に
出
逢
ふ
と
、
不
断
の
生
活
が
急
に
そ
わ
/
¥
し
た

上
調
子
に
見
え
て
来
る
」
と
改
め
て
弓
の
日
常
を
顧
み
る
。
そ
れ
は
彼
が
普
段
そ

の
よ
う
な
状
態
で
散
歩
す
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
か
ら
説
明
す
る
の
で

あ
る
が
、
彼
が
日
常
の
時
間
を
顧
み
る
の
は
勿
論
い
ま
の
彼
が
自
己
の
在
り
方
に

つ
い
て
疑
い
と
揺
ら
ぎ
を
覚
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る

D

冒
頭
場
面
の
宗
助
の
③
「
御
米
、
近
来
の
近
の
字
は
ど
う
書
い
た
つ
け
ね
」
、

@
「
此
間
も
今
日
の
今
の
字
で
大
愛
迷
っ
た
」
と
い
う
言
葉
に
彼
の
自
己
の
在
り

方
に
つ
い
て
の
疑
い
と
揺
ら
ぎ
の
感
覚
が
「
近
」
や
「
今
」
文
字
に
集
約
さ
れ
た

時
間
の
聡
と
し
て
表
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
、

散
歩
の
中
で
も
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
宗
助
の
興
味
は
時
間
の
問
題
に
向
け
ら

れ
る
。

例
え
ば
神
田
の
洋
書
底
に
飾
ら
れ
て
い
る

『
叶
}
月
間
は
円
。
ミ
ー

0
同

。
山
自
主
目
色
と
い
う
金
文
字
の
タ
イ
ト
ル
に
見
入
り
、
時
計
庖
の
金
時
計
の
安
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さ
に
驚
ろ
き
、
呉
服
庖
で
女
の
半
襟
を
見
つ
け
て
御
米
に
買
っ
て
や
ろ
う
か
と
思

い
な
が
ら
「
そ
り
ゃ
五
六
年
前
の
事
だ
」
と
苦
笑
し
て
や
め
、
雑
誌
屋
で
新
刊
書

の
広
告
を
一
々
読
み
、
最
後
に
三
十
才
位
の
男
が
道
路
で
売
る
「
ふ
は
ふ
は
し

た
」
護
諜
風
船
の
達
磨
が
ど
う
や
っ
て
も
ま
っ
す
ぐ
立
つ
の
に
興
味
を
示
す
の
で

あ
る

(
こ
の
達
磨
を
買
っ
て
帰
る
の
は
勿
論
後
で
御
米
に
笑
わ
れ
て
迂
閣
に
も

「
こ
れ
で
も
元
は
子
供
が
あ
っ
た
ん
だ
が
ね
」
と
口
を
滑
ら
せ
て
御
米
の
悩
ま
し

い
視
線
を
引
き
出
す
場
面
の
材
料
と
し
て
使
う
た
め
で
も
あ
る
)
。

こ
の
よ
う
に
宗
助
の
視
線
や
心
話
部
分
の
内
容
は
殆
ん
ど
時
間
の
問
題
に
絡
ん

で
い
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
宗
助
が
如
何

に
自
己
の
在
り
方
に
つ
い
て
疑
い
や
揺
ら
ぎ
の
感
覚
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
読
者
に
教
え
る
作
者
の
素
材
操
作
で
あ
り
、
意
図
的
な
設
定
で
あ
る
こ
と
は



否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

作
者
は
こ
の
場
面
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
。

⑧
持
蹄
同
気
の
付
か
な
か
っ
た
宗
助
は
、
町
の
角
迄
来
て
、
切
手
と
「
敷

島
」
を
同
じ
庖
で
買
っ
て
、
郵
便
丈
は
す
ぐ
出
し
た
が
、

.

.

.

.

.

.

.

.

 H
H
H
H
 

を
戻
る
の
が
何
だ
か
不
足
だ
っ
た
の
で
、

其
足
で
又
同
じ
道

脚
え
畑
草
の
畑
を
秋
の
日
に
揺
つ

か
せ
な
が
ら
、
ぶ
ら
/
¥
歩
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
ど
こ
か
遠
く
へ
行
っ
て
、

東
京
と
云
ふ
所
は
こ
ん
な
所
だ
と
云
ふ
印
象
を
は
っ
き
り
頭
の
中
へ
刻
み
付

『門Jの官頭部分の表現について

け
て
、
さ
う
し
て
夫
を
今
日
の
日
曜
の
土
産
に
家
へ
踊
っ
て
寂
ゃ
う
と
云
ふ

、J

、J

、ノ・、〆、/、〆、ノ、〆

↑
紳
一
一
明
一
一
坦

o
@
彼
は
年
来
東
京
の
空
気
を
吸
っ
て
生
き
て
ゐ
る
男
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
毎
日
役
所
の
行
通
に
は
電
車
を
利
用
し
て
、
賑
や
か
な
町
を

二
度
づ
、
は
吃
度
往
っ
た
り
来
た
り
す
る
習
慣
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る

料
、
身
罷
と
頭
に
築
が
な
い
例
品
川
、
何
時
で
も
上
の
空
で
素
通
り
を
す
る
事

に
な
っ
て
ゐ
る
対
抗
、
配
州
制
其
賑
や
か
な
町
の
中
に
活
て
ゐ
る
と
云
ふ
自

-
園
、
日
記
く
く
〈
〆

貸
は
近
来
頓
と
起
っ
た
事
が
な
い
。

3
M
L
I平
生
は
忙
が
し
さ
に
追
は
れ
て
、

別
段
気
に
も
掛
か
ら
な
い
が
、
七
日
に
一
返
の
休
日
が
来
て
、
心
が
ゆ
っ
た

り
と
落
ち
付
け
る
機
舎
に
出
逢
ふ
と
、
不
断
の
生
活
が
急
に
そ
わ
/
¥
し
た

上
調
子
に
引
が
旬
、
知
柄
。
⑧
必
寛
副
州
凶
東
京
の
中
に
住
み
な
が
ら
、
つ
い

ま
だ
東
京
と
い
ふ
も
の
を
見
た
事
が
な
い
ん
だ
と
い
ふ
結
論
に
到
着
す
る
と
、

・・・圃園田・

彼
は
其
所
に
何
時
も
妙
な
物
淋
し
さ
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

f
cう
云
ふ
時
に
は
彼
は
急
に
思
ひ
出
し
た
様
に
町
へ
酢
紅
白
@
判
』
懐

•••• 

に
夕
刻
州
劇
創
引
制
刻
刻
削
、
劃
矧
一
つ
豪
遊
で
も
し
て
見
様
か
と
考
へ
る
事

w
m柄
。
@
川
村
β
U彼
の
淋
し
み
は
、

彼
を
思
ひ
切
っ
た
極
端
に
駆
り
去

そ11 る
れ11 程
も11 に
馬・
鹿・強
々・烈
々・の
し・程
く・度
な・な
てコ・ b 

て・の
己・で、
め・な3
て・しち
イ士・か?
舞・らj
J、.

彼
@カf

の 〈 宜2
みj所!
な1迄i
ら>d:孟
ず:進

v す

る
削

斯
ん
な

人
の
常
態
と
し
て
、
紙
入
の
底
が
大
抵
の
場
合
に
は
、
軽
奉
を
戒
め
る
程
度

臆
劫
な
工
夫
を
凝
す
よ
り
も
、
懐
手
を
し
て
、

-
-
-
-
-
-
b〉

〉
〉
〉
〉
〉

ぶ
ら
り
と
家
へ
踊
る
方
が
、
つ
い
幾
に
な
る
0
1だ
か
ら
宗
助
の
淋
し
み
は
• 

車
な
る
散
歩
か
観
工
場
縦
覧
位
な
所
で
、
次
の
日
曜
迄
は
何
う
か
斯
う
か
慰

•••••••• 
籍
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

内
に
膨
ら
ん
で
ゐ
る
の
で
、

@
的
民
必
宗
助
は
市
川
v
hげ
N
V
H
h
r

明
旬
、
電
車
へ
来
か
か
o
@
郎
料
日
曜
の

好
天
気
に
も
拘
ら
ず
、
平
常
よ
り
は
乗
客
が
少
な
い
の
で
例
に
な
く
乗
心
地

が
榊
判
明
示
@
到
判
乗
客
が
み
ん
な
平
和
な
顔
を
し
て
、
ど
れ
も
こ
れ
も

悠
た
り
と
落
付
い
て
ゐ
る
称
心
貯
b
か
o
⑬
宗
助
は
腰
を
掛
け
な
が
ら
、
毎
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朝
例
刻
に
先
を
争
っ
て
席
を
奪
ひ
合
ひ
な
が
ら
、
丸
の
内
方
面
へ
向
か
ふ
白

州
州
運
命
を
一
勝
恥
か
o
⑬
出
勤
刻
限
の
電
車
の
道
伴
程
殺
風
景
な
も
の
は
伊

川

o
@
革
に
ぶ
ら
下
が
る
に
し
て
も
、
天
驚
械
に
腰
を
掛
け
る
に
し
て
も
、

-
-
P
I
l
l
i
-
-
L
H
H
H
I
 

人
間
的
な
優
し
い
心
持
の
起
っ
た
試
は
未
だ
嘗
て
な
い
。
戸
缶
、
自
分
も
夫
で
淳

山
だ
と
考
へ
て
、
器
械
か
何
ぞ
と
膝
を
突
き
合
せ
肩
を
並
べ
た
か
の
知
く
に
、

行
き
た
い
所
迄
同
席
し
て
一
川
静
川

h
w旬
、
伊
知
川
内
〈
旬
、
伊
升
ザ
o
@
前
の
御

婆
さ
ん
が
八
つ
位
に
な
る
孫
娘
の
耳
の
所
へ
口
を
付
け
て
何
か
云
っ
て
ゐ
る

••• 

の
を
、
傍
で
見
て
ゐ
た
三
十
恰
好
の
商
家
の
御
神
さ
ん
ら
し
い
の
が
、
可
愛

••••• 

ら
し
が
っ
て
、
年
を
聞
い
た
り
名
を
尋
ね
た
り
す
る
所
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、

••••••• 

今
更
な
が
ら
別
の
世
界
に
来
た
様
な
心
持
が
し
た
。
(
二
)



表
現
距
離
の
観
点
か
ら
そ
の
要
点
を
析
出
し
て
み
よ
う
。

個
別
規
定
さ
れ
る
作
中
人
物
は
「
宗
助
」
「
彼
」
「
自
分
」
「
斯
ん
な
人
」
と
様

々
に
規
定
さ
れ
る

(
「
乗
客
」
「
三
十
恰
好
の
商
家
の
御
神
さ
ん
ら
し
い
の
」
も
個

別
規
定
さ
れ
た
作
中
人
物
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
宗
助
の
表
現
対
象
の

構
成
素
材
と
み
る
の
が
適
当
で
あ
る
)
。
「
自
分
」
と
対
象
規
定
さ
れ
る
の
は
③
⑧

⑪
の
よ
う
に
作
者
に
よ
っ
て
「
彼
」
と
対
象
規
定
さ
れ
た
宗
助
が
表
現
主
体
と
な

っ
て
言
表
す
る
心
話
表
現
に
お
い
て
で
あ
る

(
⑬
の
「
自
分
」
は
連
体
修
飾
語
の

一
部
と
考
え
て
よ
い
)
。
@
で
「
斯
ん
な
人
」
と
対
象
規
定
す
る
表
現
主
体
は
作

『門Jの冒頭部分の表現について

者
で
あ
る
。
勿
論
宗
助
に
つ
い
て
の
指
示
規
定
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
⑫
で
作

者
に
よ
っ
て
「
彼
」
と
対
象
規
定
さ
れ
宗
助
が
表
現
主
体
と
な
っ
て
「
己
め
て
仕

舞
ふ
」
と
自
己
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
作
者
が
「
強
烈
な
程
度
な
も
の
で

な
い
か
ら
」
と
介
入
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
も
う
一
文
前
の
⑪

「
豪
遊
で
も
し
て
見
様
か
と
考
へ
る
事
」
を
「
己
め
て
仕
舞
ふ
」
と
続
く
よ
う
に

も
み
え
る
。
し
か
も
⑪
で
「
事
も
あ
る
」
と
認
定
す
る
表
現
主
体
は
作
者
と
宗
助

の
重
な
り
に
な
っ
て
い
る
。
明
瞭
に
作
者
が
表
現
主
体
で
あ
れ
ば
「
己
め
て
仕
舞

ふ
事
も
あ
る
の
で
あ
る
」
と
表
現
規
定
す
べ
き
構
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
直
前

部
分
の
構
文
上
の
主
語
も
表
現
主
体
も
不
分
明
で
あ
る
文
脈
の
流
れ
を
承
け
て
、

作
者
が
宗
助
を
「
斯
ん
な
人
」
と
指
示
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
い

わ
ば
作
者
が
こ
の
前
後
で
介
入
説
明
し
て
規
定
す
る
自
ら
の
言
表
の
場
に
読
者
を

引
き
寄
せ
て
近
称
的
に
指
示
し
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
「
彼
」
と
対
象
規
定

さ
れ
る
構
文
の
表
現
主
体
は
⑬
⑪
⑫
の
場
合
で
も
作
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に

も
拘
ら
ず
、
「
た
」
に
よ
ら
な
い
文
末
終
結
の
形
を
み
る
と
表
現
主
体
が
本
当
は

ど
ち
ら
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
は
⑩
で
「
さ
う
云
う
時
に
は
」
「
思
ひ
出

し
た
様
に
」
⑪
で
「
其
上
懐
に
多
少
徐
裕
で
も
あ
る
と
」
⑫
で
「
な
い
か
ら
」
と

連
続
的
に
作
者
の
読
者
の
た
め
の
介
入
説
明
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
原
因

が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
作
者
は
宗
助
に
距
離
設
定
の
基
点
を
移
行
す
る
よ
う

に
見
せ
て
随
意
に
基
点
を
自
己
の
側
に
戻
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
た
」
に
よ
る
文
末
終
結
の
構
文
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
こ
こ
で
も
混
在
し

て
い
る
。
「
た
」
に
よ
る
文
末
終
結
の
構
文
が
作
品
素
材
を
表
現
対
象
と
す
る
即

ち
客
体
世
界
を
対
象
素
材
と
し
て
構
成
さ
れ
る
対
象
規
定
だ
と
い
う
の
が
日
本
語

表
現
の
一
般
的
原
則
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
の
よ
う
な
一
般
的
原
則
が

こ
こ
で
は
適
用
で
き
な
い
。
⑧
の
「
何
だ
か
不
足
だ
っ
た
の
で
」
は
作
者
に
よ
る

介
入
説
明
か
宗
助
に
よ
る
説
明
か
が
不
明
瞭
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
「
こ
ん
な
所
」

-33-

「
夫
を
」
は
作
者
と
宗
助
と
が
両
者
で
了
解
済
み
の
こ
と
と
し
て
指
示
規
定
す
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
も
東
京
を
「
こ
ん
な
所
」
、
印
象
を
「
夫
」
と
指
示
す
る
な

ど
表
現
主
体
と
表
現
対
象
と
の
関
係
距
離
の
程
度
と
距
離
設
定
の
基
点
と
隔
離
の

方
向
・
程
度
が
自
由
に
動
い
て
ど
ち
ら
が
表
現
主
体
か
分
か
ら
な
い
形
に
な
っ
て

い
る
。
@
の
「
此
日
も
」
と
い
う
指
示
規
定
と
⑬
の
「
例
に
な
く
」
は
⑬
「
斯
な

ん
人
」

で
指
摘
し
た
の
と
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
⑬
の
「
兎
も
角
も
と
思
つ

て
」
も
作
者
に
よ
る
介
入
説
明
の
様
相
が
強
く
出
て
い
て
作
者
に
よ
る
誘
導
造
型

の
気
味
が
あ
る
。
⑬
の
「
乗
心
地
が
好
い
」
@
「
落
付
い
て
ゐ
る
様
に
見
え
た
」

@
「
自
分
も
」
@
「
来
た
様
な
心
持
」
な
ど
は
す
べ
て
宗
助
の
心
情
を
対
象
規
定

す
る
構
文
な
の
だ
か
ら
そ
も
そ
も
客
体
化
す
る
こ
と
の
困
難
な
も
の
を
規
定
す
る

の
で
あ
り
、
こ
こ
は
寧
ろ
作
者
は
距
離
設
定
の
基
点
を
宗
助
に
移
行
し
て
宗
助
の



心
情
を
宗
助
自
身
が
対
象
規
定
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
文
末
終
結
の
助

辞
「
た
」
を
使
わ
な
い
方
が
表
現
主
体
を
明
示
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
こ
と
を
繰
り
返

す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
面
を
描
く
作
者
は
、
⑧
「
其
所
に
」
「
こ
ん
な
所
」

「
夫
を
」
、
⑬
「
其
所
に
」
、
⑩
「
さ
う
云
ふ
時
」
、
@
「
其
上
」
「
是
で
」
、
⑫
「
其

所
迄
」
「
そ
れ
も
」
、
⑬
「
斯
ん
な
人
の
」
、
⑬
「
此
日
も
」
、
⑬
「
例
に
な
く
」
、

⑫
「
其
上
」
、
@
「
其
で
」
、
@
「
今
更
な
が
ら
」
の
よ
う
に
指
示
語
或
い
は
そ
の

働
き
を
す
る
言
葉
を
頻
用
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
惹
く
。
例
え
ば
⑬
の
「
此
日

『門jの冒頭部分の表現について

も
」
な
ど
は
表
現
対
象
と
し
て
全
般
規
定
さ
れ
た
場
面
全
体
に
流
れ
る
一
連
の
時

聞
に
つ
い
て
作
者
と
作
中
人
物
、
或
い
は
作
者
と
作
中
人
物
と
読
者
の
三
者
の
間

で
了
解
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
つ
し
か
も
直
前
ま
で
距
離
設
定
の
基

点
が
宗
助
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
か
ら
一
層
そ
の
よ
う
な
錯
覚
を

起
し
つ
つ
場
面
全
体
の
表
現
主
体
が
宗
助
な
の
か
作
者
な
の
か
不
明
瞭
な
ま
ま
、

重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
が
⑬
@
⑬

⑬
②
と
続
く
時
間
の
流
れ
に
も
持
ち
込
ま
れ
て
作
者
と
宗
助
の
気
分
を
重
ね
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
た
」
に
よ
ら
な
い
文
末
終
結
の
構
文
の
う
ち
、
距
離
設
定
の
基
点
が
明
瞭
に

作
者
で
あ
る
の
は
⑬
⑬
だ
け
で
あ
る
。
@
は
「
自
分
が
」
に
よ
っ
て
宗
助
と
の
重

な
り
が
あ
り
、
⑧
で
も
「
自
分
は
」
が
作
る
心
話
表
現
の
部
分
が
包
摂
さ
れ
る
。

@
の
「
是
で
」
と
指
示
規
定
す
る
表
現
主
体
は
宗
助
だ
が
、
⑫
の
「
け
れ
ど
も
」

「
な
い
か
ら
」
⑬
の
「
斯
ん
な
人
の
常
と
し
て
」
と
い
う
作
者
の
介
入
説
明
が
あ

る
の
で
一
文
の
中
で
表
現
主
体
の
重
な
り
が
み
ら
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

しE
O 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
全
般
規
定
の
対
象
で
あ
る
宗
助
の
散
歩
を
描
く
こ
の
場
面

で
も
作
者
は
「
自
ら
動
い
て
」
「
篇
中
の
人
物
と
融
化
」
す
る
と
か
、
表
現
対
象

と
し
た
宗
助
を
強
く
自
分
の
側
に
引
き
寄
せ
る
た
め
に
介
入
説
明
し
た
り
宗
助
と

心
情
を
共
有
し
て
同
伴
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
場
面
以
後
作
者
と
作
中
人
物
と
の
関
係
距
離
は
か
な
り
固
定
化
さ
れ
安
定

す
る
。
例
え
ば
そ
の
こ
と
は
文
末
終
結
の
助
辞
「
た
」
の
使
い
分
け
が
明
確
な
弁

別
意
識
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
か
、
関
係
距
離
の
基
点
が
作
者
に
あ
る
の
か

作
中
人
物
に
あ
る
の
か
比
較
的
明
瞭
に
析
出
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
容
易
に

検
証
で
き
る
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
冒
頭
部
分
の
表
現
距
離
の
問
題
と
し
て
は
纏
々

述
べ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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1 

「
夏
目
激
石
論
」
(
「
中
央
公
論
」
昭
3
・
6

2 

「
夏
目
激
石
氏
の
『
門
』
」
(
「
文
章
世
界
」
明
叫
・

4

3 

「
『
門
』
の
構
造
」
(
「
日
本
文
学
」

一
九
八
0
・
九
)

4 

谷
崎
潤
一
郎
「
『
門
』
を
評
す
」
(
「
新
思
潮
」
明
必
・

9

江
藤
淳
『
夏
目
激
石
』
(
東
京
ラ
イ
フ
社
刊

ワコ
1

i

1

i

打口円
6
.
ー
i

重
松
泰
雄
「
『
門
』
の
意
図
」
(
「
近
代
文
学
研
究
」
昭
必
・
1

5 

『
三
四
郎
』
の
語
り
手
と
作
者
」
(
「
日
本
近
代
文
学
」

一
九
九
一
・
一

O
)

6 

「
初
期
激
石
に
お
け
る
〈
語
り
〉

の
問
題
」
(
「
日
本
文
学
研
究
」
平
3
・

11 

7 

吉
田
照
生

「『門』

『
門
』
評
を
読
む
」
(
「
別
冊
国
文

あ
る
い
は
白
鳥
の

学
・
夏
目
激
石
事
典
」

平
2
・
7
)



『門Jの冒頭部分の表現について

8 

表
現
距
離
分
析
の
た
め
の
基
本
概
念
及
び
考
え
方
は
塚
原
鉄
雄
「
表
現
距

い
う
も
の
は
、
さ
ら
に
言
葉
を
呼
ぶ
、
そ
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
さ
ら
に

離
の
基
礎
分
析
」
(
「
表
現
研
究
」
昭
弘
・

9
)
に
従
い
、
三
谷
邦
明
「
近

組
織
さ
れ
て
思
想
と
な
る
」
(
『
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
』

一
九
七
五
・

代
小
説
の
言
説
・
序
章
」
(
「
日
本
文
学
」

一
九
八
四
・
七
)

日
本
基
督
教
団
出
版
局
刊
)
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
個
人
は
白

や
中
山
異
彦

「
物
語
と
物
語
文
」
(
「
文
学
」

一
九
八
八
・
八
)
な
ど
も
適
宜
参
照
し
た
。

己
一
個
の
重
み
を
支
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
自
己
一
個
で
あ
る
こ
と

9 

「
そ
れ
か
ら
』
に
就
て
」
(
「
白
樺
」
明
必
・

4
)
。
な
お
「
自
然
」
を
代
助

に
お
い
て
社
会
全
体
の
重
み
を
受
け
る
」
「
た
と
え
ば
、
合
意
の
離
婚
が
ヨ

の
倫
理
に
絡
め
て
論
じ
た
も
の
に
宗
正
孝
「
夏
目
激
石
に
お
け
る
か
白

ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
の
中
で
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
」
「
結
婚
が

然
L
(
『
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
』

万口
0

0

7

t

n

H

H

F

h

u

p

i

 

ぺ
り
か
ん
社
刊
)
が
あ

社
会
の
問
題
と
し
て
の
地
平
か
ら
主
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、

る。

人
の
自
由
な
個
人
が
勝
手
に
結
ん
だ
り
解
い
た
り
す
る
も
の
と
は
考
え
ら

10 

片
上
天
弦
「
人
生
観
上
の
自
然
主
義
」
(
「
早
稲
田
文
学
」
明

ω
・
叩
)

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
正
し
い
意
味
で
、
個
人
と
社
会
と
が
対
立
的
な

11 

「
経
験
」
に
つ
い
て
は
森
有
正
氏
の
「
経
験
は
そ
の
人
自
身
を
定
義
す
る
」

事
件
と
し
て
現
わ
れ
る
場
合
に
は
、
社
会
の
重
み
が
先
行
す
る
こ
と
は
当

と
い
う
考
え
方
を
参
照
し
た
。
氏
は
「
経
験
と
い
う
現
実
は
、
実
は
こ
の

然
の
常
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
そ
の
も
の
の
通
念
に
含
ま
れ
て
い
る
」
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現
実
の
世
界
、
あ
り
の
ま
ま
の
、
か
く
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
、

「
社
会
と
い
う
も
の
が
、
個
人
(
と
い
う
の
は
生
物
学
的
個
で
は
な
く
)
の

」
の
現
実
の
世
界
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
豊
か
さ
と
不
安
定
さ
を
保
っ
た
ま
ま

集
合
、
他
に
対
し
、
責
任
を
と
り
う
る
個
人
(
そ
れ
以
外
に
個
人
と
い
う

の
、
こ
の
現
実
の
世
界
、
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
な
に
も

こ
と
に
は
本
質
的
な
意
味
は
な
い
と
思
う
)

の
集
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

の
で
も
な
い
」
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
は
、
そ
れ
が
真
正
の
経
験
で
あ
れ
ば
、
変

そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
、
予
測
し
が
た
い
形
で
、
社
会
的
な
動
き
が
出
て

貌
を
と
も
な
う
。
経
験
は
あ
る
意
味
で
不
断
の
変
貌
そ
の
も
の
で
あ
る
。

く
る
」
(
前
出
『
旅
の
空
の
下
で
』
)
左
も
述
べ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
固
定
化
の
傾
向
の
あ
る
体
験
と
正
に
対
際
的
で
あ
り
、

経
験
は
不
断
の
変
貌
そ
の
も
の
と
し
て
い
つ
も
現
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
、

人
が
言
葉
だ
け
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
も
の
が
実
体
と
し
て
新
し
く
表
わ

れ
つ
づ
け
る
」
(
『
旅
の
空
の
下
で
』

一
九
六
九
・
八

筑
摩
書
房
刊
)
と

い
い
、
「
自
分
が
自
分
の
内
側
の
促
し
と
し
て
、
自
分
が
一
番
心
の
底
で
思

っ
て
い
る
あ
る
も
の
が
、
私
ど
も
の
経
験
の
中
核
と
な
る
。
そ
の
経
験
と



Concernig Expressions in the Opening Scene of MON 

~ The Novelist's Techniques and Attitudes Found in Expressive Distance ~ 

Akira KUROKI 

This paper deals with novelist SOSEKI's techniques and attitudes， by analyzing the sentence 

structure in the first scene of MON 1 have used “The Theory of Expressive Distance'¥Chapter 

8 of the volume four of The Theory 01 Literature (1907，5)， and recent theories of space in 1inguis-

t1c expreSSlOn 

Two problems are clarified: (1) The author places the time of the first scene six years after the 

principal occurrence of the novel. (2) Even though in the first scene Sosuke， who has stolen his 

friend's wife and is obsessed with a sense of guilt， begins to doubt the way he is dea1ing with 

his sin， he doesn't act to achieve real redemption or personal salvation. The author， therefore， 

intervenes in Sosuke's inner life， freely changing the spacial point of reference. 

This paper elucidates the use of these two operations， by which the author constructs the 

characters in the story and develops the plot. 

Key words the Opening Scene of MON: SOSEKI's techniques and attitudes: the Theory of 

space in linguistic expression: the time of first scene: real redemption or personal salvation: 

freely changing the speacial point of reference: 
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