
一

は
じ
め
に

私
た
ち
は
ふ
つ
う
、
言
葉
の
有
限
性
に
つ
い
て
深
刻
に
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
国
語
辞

典
に
は
と
て
も
記
憶
で
き
そ
う
も
な
い
ほ
ど
膨
大
な
量
の
言
葉
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

を
見
て
い
る
と
、
言
葉
で
表
わ
せ
な
い
こ
と
が
ら
な
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
、
言
葉
に
は
な

に
か
無
限
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
思
う
。
じ
っ
さ
い
、
人

間
は
有
史
以
来
、
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
事
物
で
あ
れ
現
象
で
あ
れ
、

命
名
す
る
こ
と
を
行
っ
て
き
た
。
経
験
則
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
「
何
か
不
気
味
な
も
の
」
が

あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
に
名
前
を
つ
け
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
他
と
選
別
さ
れ
分

類
さ
れ
て
、
ど
こ
か
の
抽
斗
に
収
ま
っ
て
ゆ
く
。
命
名
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
対
象
の
も

つ
性
質
を
見
抜
い
て
他
の
似
か
よ
っ
た
も
の
と
一
緒
に
す
る
、
つ
ま
り
「
法
則
」
を
見
出
す

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
命
名
す
る
こ
と
は
科
学
で
あ
る
。

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
も
し
仮
に
、
最
初
の
定
義
が
言
葉
に
あ
っ
た
と
し
て
、
実
際
に

そ
れ
を
使
っ
て
ゆ
く
長
い
運
用
の
時
期
を
経
て
言
葉
は
時
に
重
層
的
に
ま
た
時
に
曖
昧
に
さ

ら
に
は
錯
誤
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
そ
の
由

来
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
言
葉
も
多
い
の
は
そ
こ
に
原
因
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
人�

一�

倍�

努
力
す
る
」
と
か
「
負�

け�

ず�

嫌�

い�

な�

性
格
」、
よ
く
考
え
る
と
奇
妙
な
言
葉
だ
。
そ
こ
に

は
い
く
つ
か
の
言
葉
が
相
互
乗
入
れ
を
し
て
い
わ
ば
混
線
を
起
こ
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

れ
で
い
て
私
た
ち
は
意
味
を
間
違
え
た
り
は
し
な
い
。
運
用
の
妙
、
で
あ
る
。
ま
た
、「
お

酒
」「
車
」
は
ほ
ん
ら
い
総
称
で
あ
っ
た
も
の
が
、
意
義
の
縮
小
と
で
も
い
う
べ
き
変
化
を

起
こ
し
特
定
の
物
だ
け
を
区
別
し
て
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
ま
で
は
落
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
さ
わ
り
」「
ま
く
ら
」
で
あ
っ
て
、
私
は
次
へ
進

ま
な
く
て
は
い
け
な
い
。

言
葉
に
よ
っ
て
あ�

る�

程�

度�

定
義
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
ら
が
あ
っ
た
と
し
て
、
で
は
そ
れ

を
超
え
る
、
ま
さ
に
想
像
を
絶
す
る
事
態
に
直
面
す
る
と
ど
う
な
の
か
。
’９５
の
阪
神
淡
路
大

震
災
や
’０１
の
同
時
多
発
テ
ロ
が
起
こ
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
「
言
葉
を
失
っ
た
」
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
事
実
を
事
実
の
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と
が
易
し
い
よ
う
で
じ
つ
は
極
め
て
困
難

な
作
業
な
の
だ
。
た
だ
た
だ
「
た
い
へ
ん
な
こ
と
」
起
こ
っ
た
と
い
う
認
識
は
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
言
い
表
わ
す
べ
き
言
葉
が
辞
書
に
見
つ
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
「
未
曽
有

の
出
来
事
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
私
た
ち
が
経
験
の
な
か
か
ら
思
い
描
け
る
想
像
な
ど
、
し
ょ

せ
ん
そ
の
程
度
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
’４５
八
月
十
五
日
の
天
皇
の
玉
音
放
送
を
聴
い

た
日
本
人
の
、
そ
の
時
の
気
持
ち
を
表
わ
す
言
葉
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
も
っ
と
個

人
レ
ベ
ル
の
例
で
も
よ
い
。
あ
る
日
、
医
師
か
ら
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
こ
と
を
告
知
さ
れ

た
瞬
間
の
衝
撃
を
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
言
葉
が
正
確
に
表
わ
せ
る
の
だ
ろ
う
。

人
間
の
喜
怒
哀
楽
も
、
度
を
越
し
て
し
ま
う
と
そ
れ
を
表
わ
す
言
葉
は
お
そ
ろ
し
く
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
ら
し
い
。
ま
ず
は
、
そ
こ
が
言
葉
の
機
能
の
有
限
性
だ

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
の
有
限
性
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
私
た
ち
は
ど
ん
な
方
法
を
取
っ
て
き
た
か
。
修

飾
語
を
用
い
る
方
法
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
修
飾
語
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
単
な
る
飾
り

で
は
な
い
。
日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
れ
ば
「
体
言
・
用
言
に
対
し
て
、
そ
の
性
質
、
状
態
、

数
量
、
程
度
な
ど
を
限
定
す
る
た
め
に
他
の
語
を
添
え
る
こ
と
。」
と
あ
る
。
飾
り
で
は
な

く
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
語
や
語
句
の
意
味
を
「
く
わ
し
く
言
い
定
め
る
」
方
法
を
意
味

す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
言
語
表
現
は
通
り
一
遍
の
規
格
的
解
釈
か
ら
奥
行
き
や
余
情
を
持
つ

こ
と
に
な
り
、
有
限
性
の
枠
の
外
へ
大
き
く
踏
み
出
し
た
。
例
を
挙
げ
よ
う
。

	
�
私
は
ち
ょ
う
ど
他
流
試
合
で
も
す
る
よ
う
に
Ｋ
を
注
意
し
て
見
て
い
た
の
で
す
。
�
私

は
、
私
の
目
、
私
の
心
、
私
の
体
、
す
べ
て
私
と
名
の
付
く
も
の
を
五
分
の
透
き
間
も
な
い

よ
う
に
用
意
し
て
、
Ｋ
に
向
か
っ
た
の
で
す
。
�
罪
の
な
い
Ｋ
は
穴
だ
ら
け
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
明
け
放
し
と
評
す
る
の
が
適
当
な
く
ら
い
に
無
用
心
で
し
た
。
�
私
は
彼
自
身
の
手
か

ら
、
彼
の
保
管
し
て
い
る
要
塞
の
地
図
を
受
け
取
っ
て
、
彼
の
目
の
前
で
ゆ
っ
く
り
そ
れ
を

眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
も
同
じ
で
し
た
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
番
号
は
筆
者
）
四
つ
の

＊
総
合
教
育
科

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
受
理

「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
試
論
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文
は
意
味
を
た
ど
る
だ
け
な
ら
二
つ
の
文
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
文
番
号
�
、
�
を
、
そ
れ

ぞ
れ
�
、
�
が
詳
し
く
念
入
り
に
説
明
し
て
あ
る
た
め
に
正
確
で
わ
か
り
や
す
い
内
容
に
な

っ
て
い
る
。
も
し
た
と
え
ば
�
に
お
い
て
「
他�

流�

試�

合�

で
も
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
修
飾
語

が
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
短
い
修
飾
語
な
が
ら
も
、
こ
れ
は
�
の
内
容
を
ほ
と
ん
ど

要
約
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、「
他
流
試
合
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
勝
負
の
緊
張

感
ま
で
も
漂
っ
て
き
て
お
り
、
と
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
一
瞬
の
き
ら
め
き
は
、
仮
に
「
細
心
の
注

意
を
払
っ
て
Ｋ
を
見
て
い
た
」
と
し
た
の
で
は
と
う
て
い
表
わ
せ
な
い
。
直
喩
（
シ
ミ
リ
チ

ュ
ー
ド
）
と
呼
ば
れ
る
修
飾
語
の
も
た
ら
す
効
果
は
こ
の
引
用
部
分
に
お
い
て
は
も
う
決
定

的
で
さ
え
あ
る
。
続
け
よ
う
。

	
大
久
保
の
顔
は
赤�

鬼�

が�

飴�

玉�

を�

飲�

み�

込�

ん�

だ�

よ�

う�

に�

上
気
し
、
五
分
刈
り
の
頭
か
ら
は
汗

が
粘
っ
こ
く
し
た
た
っ
て
い
た
。
広
げ
た
鼻
の
穴
か
ら
も
怒
気
と
怨
念
が
、
火�

災�

放�

射�

器�

の�

よ�

う�

に�

吐
き
出
さ
れ
て
い
た
。（
樋
口
有
介
「
と
も
だ
ち
」
傍
点
筆
者
）

修
飾
語
が
単
な
る
飾
り
で
は
な
い
の
は
、
傍
点
部
分
を
省
い
て
み
る
と
は
っ
き
り
す
る
。
飾

り
で
は
な
い
し
、
添
え
も
の
で
も
な
い
。
作
者
が
写
実
的
に
訴
え
る
た
め
に
そ
こ
に
む
し
ろ

必
然
的
に
用
意
さ
れ
る
の
が
こ
れ
ら
の
直
喩
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
作
者
に
と
っ
て
直
喩
の

よ
う
な
修
辞
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
を
、
使
う
か
使
わ
な
い
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ

う
な
直
喩
を
用
い
て
読
者
に
真
意
を
伝
え
る
か
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
小
手
先
の
表
現
技
術

な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
直
喩
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
言
い
表
わ

せ
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
写
実
と
比
喩
と
い
う
の
で
は
一

見
、
水
と
油
の
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
。

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て
こ
の
章
を
締
め
く
く
ろ
う
。「
ロ
ス
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

作
家
」
と
し
て
名
高
い
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
後

の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
こ
ん
な
ふ
う
に
描
い
て
い
る
。

	
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
街
は
ま�

る�

で�

世�

界�

の�

誕�

生�

を�

思�

わ�

せ�

る�

よ�

う�

な�

虹
色
の
輝
き
に
む
せ
て

い
た
。
帰
還
し
た
連
隊
は
五
番
街
を
行
進
し
、
若
い
娘
た
ち
は
ま
る
で
そ
れ
に
ひ
き
よ
せ
ら

れ
る
よ
う
に
、
東
や
北
に
そ
の
足
を
向
け
た
。
ア
メ
リ
カ
こ
そ
が
最
高
の
国
で
あ
り
、
そ
こ

か
し
こ
に
お
祭
り
気
分
が
充
ち
て
い
た
。（
中
略
）
一
九
二
七
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
せ
わ

し
な
さ
は
ヒ�

ス�

テ�

リ�

ー�

の�

一�

歩�

手�

前�

と�

で�

も�

表�

す�

べ�

き�

も
の
だ
っ
た
。（
中
略
）
シ
ョ
ウ
は

ま
す
ま
す
大
が
か
り
に
な
り
、
ビ
ル
は
ま
す
ま
す
高
く
そ
び
え
た
ち
、
モ
ラ
ル
は
ま
す
ま
す

ゆ
る
め
ら
れ
、
酒
は
ま
す
ま
す
安
価
に
な
っ
て
い
た
。」（「
マ
イ
・
ロ
ス
ト
・
シ
テ
ィ
」
傍

点
筆
者
）

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
好
景
気
に
湧
き
、
栄
光
と
繁
栄
と
退
廃
と
が
な
い
ま
ぜ
と
な
っ
て
人
々
を

呑
み
込
ん
だ
。
し
か
し
毎
日
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
何
か
ぼ
ん

や
り
と
し
た
不
安
の
影
を
投
げ
か
け
て
い
た
の
も
、
ま
た
事
実
で
あ
っ
た
。
彼
は
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
の
こ
の
お
祭
り
騒
ぎ
を
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
一
歩
手
前
と
で
も
評
す
べ
き
も
の
」
だ
と
、

的
確
な
比
喩
で
指
摘
し
て
い
る
。
人
々
の
精
神
的
高
揚
感
は
確
か
に
や
が
て
訪
れ
る
大
恐
慌

の
前
の
、
病
的
躁
状
態
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
と
も
か
く
、
繁
栄
の
中
で
ア
メ
リ
カ
国
民
は
皮

肉
に
も
精
神
的
飢
餓
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
’２７
に
リ
ン
ド
バ
ー
グ
が

大
西
洋
無
着
陸
横
断
飛
行
に
成
功
し
た
時
そ
の
快
挙
を
何
ら
誇
ろ
う
と
し
な
い
謙
虚
さ
に
、

ア
メ
リ
カ
国
民
の


飢
餓
状
態
�
は
癒
や
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
が
五
番
街
に
凱
旋
し

た
日
の
紙
吹
雪
は
「
マ
ッ
チ
一
本
で
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
が
火
事
に
な
る
」（
こ
れ
も
修
辞
法
の

一
つ
。
誇
張
法
《
イ
ペ
ル
ボ
ー
ル
》
で
あ
る
）
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

彼
に
対
す
る
熱
狂
ぶ
り
は
、
巨�

大�

な�

宗�

教�

が�

復�

活�

し�

た�

か�

の�

よ�

う�

な�

様
相
を
呈
し
た
、
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

二
は
か
ら
ず
も
話
題
が
修
飾
語
か
ら
比
喩
の
方
へ
移
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
筆
者
に
と

っ
て
べ
つ
だ
ん
不
本
意
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
取
る
に
足
ら
な
い
さ
さ
や
か
な
事
実
で

あ
っ
て
も
、
比
喩
を
効
果
的
に
使
え
ば
鮮
や
か
な
色
彩
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
し
、
比
喩
を

媒
介
と
し
な
け
れ
ば
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
事
実
と
い
う
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

効
果
的
な
表
現
お
よ
び
そ
の
技
術
を
レ
ト
リ
ッ
ク
（
修
辞
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
比
喩
は

代
表
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
一
つ
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
の
発
生
期
に
は
文
学
的
効
果
を

目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
討
論
に
勝
つ
た
め
の
実
用
的
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
。
論
争

に
負
け
る
こ
と
が
好
き
で
は
な
い
人
に
と
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
巧
み
な
言
い
逃
れ
、
揚

げ
足
取
り
、
言
い
く
る
め
の
た
ぐ
い
で
あ
っ
て
、
好
感
の
持
て
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
論
理
の
対
極
に
位
置
す
る
ま
や
か
し
・
ご
ま
か
し
と
し
て
非
難
の
対
象
で
あ
っ
た
、
し

か
し
そ
の
結
果
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
さ
え
、
弁
論
で
打
ち
勝
つ
よ
り
も
相
手
に

反
感
を
植
え
つ
け
る
こ
と
な
く
従
わ
せ
る
、
説
得
す
る
ほ
う
が
ず
っ
と
利
が
大
き
い
こ
と
に

人
々
は
気
づ
き
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
相
手
に
好
感
を
抱
か
せ
る
た
め
の
魅
力
的

な
表
現
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
し
だ
い
に
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。修

辞
体
系
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
種
類
は
豊
富
に
あ
る
が
、
中
村
明
の
分
類
に
よ
れ
ば

５３「レトリック」試論（神谷）



八
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。

�
「
配
列
」
の
原
理
に
か
か
わ
る
言
語
操
作
の
修
辞

伏
線
・
対
照
法
・
漸
層
法
・
倒
置
法

な
ど
。

�
「
反
復
」
の
原
理
に
か
か
わ
る
言
語
操
作
の
修
辞

反
復
法
・
お
う
む
返
し
・
押
韻
法
・

対
句
法
な
ど
。

�
「
付
加
」
の
原
理
に
か
か
わ
る
言
語
操
作
の
修
辞

枕
詞
・
列
挙
法
・
換
言
・
詠
嘆
法
な

ど
。

�
「
省
略
」
の
原
理
に
か
か
わ
る
言
語
操
作
の
修
辞

省
略
法
・
断
叙
法
・
省
筆
・
体
言
止

め
な
ど
。

�
「
間
接
」
の
原
理
に
か
か
わ
る
言
語
操
作
の
修
辞

二
重
否
定
・
反
語
法
・
皮
肉
・
諷
刺

な
ど
。

�
「
置
換
」
の
原
理
に
か
か
わ
る
言
語
操
作
の
修
辞

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
転
換
を
基
礎
と
し
た

比
喩
・
象
徴
関
係
の
諸
技
法
。

�
「
多
重
」
の
原
理
に
か
か
わ
る
言
語
操
作
の
修
辞

引
用
法
・
パ
ロ
デ
ィ
・
洒
落
・
掛
詞

な
ど
。

�
「
摩
擦
」
の
原
理
に
か
か
わ
る
言
語
操
作
の
修
辞

誇
張
法
・
矛
盾
語
法
・
逆
説
な
ど
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
比
喩
法
は
�
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
類
も
し
て

お
こ
う
。
同
じ
く
中
村
明
の
分
類
に
よ
っ
て
示
そ
う
。
喩
え
る
も
の
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
と

の
間
に
何
ら
か
の
類
似
性
が
あ
る
か
ど
う
か
で
ま
ず
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
類
似
性
を

も
つ
場
合
の
比
喩
と
し
て
は
、
直
喩
・
隠
喩
・
諷
喩
が
基
本
の
三
種
で
、
こ
れ
に
活
喩
・
擬

人
法
を
加
え
る
。
次
に
、
類
似
性
で
は
な
く
何
ら
か
の
関
係
性
に
よ
っ
て
比
喩
的
転
換
を
行

う
も
の
と
し
て
提
喩
・
換
喩
の
二
種
を
加
え
る
。
こ
の
五
つ
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
例
を
示

せ
ば
、

直

喩
―
ま
る
で
草
箒
で
雨
戸
を
掃
く
よ
う
に
、
ザ
ッ
、
ザ
ッ
と
吹
降
り
の
音
が
し
た
。

隠

喩
―
聴
衆
は
海
草
チ
ェ
ロ
は
秋
の
波
。

諷

喩
―
か
じ
と
り
の
ぼ
く
が
下
手
だ
か
ら
と
い
っ
て
中
で
お
ま
え
が
あ
ば
れ
だ
し
た
ら
、

小
舟
は
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
全
滅
す
る
だ
け
な
ん
だ
。（
筆
者
注
「
小
舟
」
は

「
家
庭
」
の
こ
と
）

活

喩
―
真
夜
中
に
も
サ
イ
レ
ン
は
永
く
尾
を
引
い
て
吠
え
た
。

擬
人
法
―
花
は
笑
い
、
鳥
は
歌
う
。

提

喩
―
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
る
に
あ
ら
ず
。

換

喩
―
農
林
大
臣
賞
や
水
産
庁
長
官
賞
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
泳
い
で
い
る
。（
筆
者
注
・
そ
う
い

う
賞
を
取
っ
た
み
ご
と
な
錦
鯉
が
、
の
意
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
大
雑
把
な
の
で
、
主
な
も
の
だ
け
で
も

も
う
少
し
詳
し
く
見
て
ゆ
こ
う
。

第
一
に
「
直
喩
」
は
「
明
喩
」
と
も
言
い
、
も
の
ご
と
の
様
子
を
表
現
す
る
た
め
に

「〈
Ａ
〉
は
〈
Ｂ
〉
の
よ
う
だ
」
と
い
う
形
式
を
取
る
。
そ
の
場
合
、
比
喩
で
あ
る
こ
と
を

示
す
特
定
の
表
現
を
伴
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。「
ま
る
で
」「
あ
た
か
も
」「
さ
な
が
ら
」

「
さ
し
ず
め
」「
ち
ょ
う
ど
」「
ご
と
し
」「
み
た
い
だ
」
の
類
。
な
お
喩
え
ら
れ
る
も
の

〈
Ａ
〉
と
、
喩
え
る
も
の
〈
Ｂ
〉
と
を
明
確
に
区
別
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
例
文
で
言
う

と
「
吹
降
り
の
音
」
が
〈
Ａ
〉
で
「
草
箒
で
雨
戸
を
掃
く
」
が
〈
Ｂ
〉
と
な
る
。

比
喩
を
表
わ
す
特
定
表
現
を
用
い
な
い
比
喩
が
第
二
の
「
隠
喩
」（「
暗
喩
」
と
も
）
で
あ

る
。〈
Ａ
〉
は
〈
Ｂ
だ
〉
と
単
純
な
形
で
比
喩
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
比
喩
に
お
い
て
は
、
作
者
が
、
喩
え
る
も
の
・
喩
え
ら
れ
る
も
の
ど
ち
ら
の
意

味
も
そ
の
本
質
を
了
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
喩
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無

尽
蔵
に
あ
る
か
ら
、
作
家
と
し
て
の
腕
の
見
せ
所
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
「
借
り
て
き
た
猫
の
よ
う
に
（
お
と
な
し
い
）」「
足
元
か
ら
鳥
が
飛
び
立
つ
よ
う
に
（
あ

わ
た
だ
し
く
去
る
）」
の
よ
う
な
一
般
的
な
表
現
を
使
う
か
、「
恭
子
は
腕
組
み
し
て
雄
大
を

見
て
い
た
。
ま
る
で
女
教
師
が
い
た
ず
ら
を
見
つ
か
っ
た
小
学
生
に
こ
れ
か
ら
説
教
を
垂
れ

る
寸
前
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
、
と
雄
大
は
思
っ
た
。」（
柴
田
よ
し
き
）
の
よ
う
に
具
体

的
で
独
創
性
の
あ
る
表
現
を
作
り
出
す
か
、
読
者
も
ユ
ニ
ー
ク
な
直
喩
を
待
ち
望
む
気
配
は

濃
厚
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
映
画
の
脚
本
に
目
を
転
じ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
人
生
、
そ
の

個
別
性
一
回
性
ゆ
え
に
い
ろ
い
ろ
な
喩
え
方
が
出
て
く
る
。「
人
生
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
箱

と
同
じ
。
食
べ
て
み
る
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。」
と
は
『
フ
ォ
レ
ス
ト
・
ガ
ン
プ
』。「
人
生

は
ま
る
で
長
い
週
末
。
近
づ
い
て
く
る
時
は
す
ご
く
長
い
よ
う
に
思
え
る
の
に
、
来
て
過
ぎ

て
し
ま
う
と
け
っ
き
ょ
く
何
も
し
て
い
な
い
。」
と
は
『
モ
ラ
ン
夫
妻
の
長
い
一
日
』
だ
。

『
デ
ン
バ
ー
に
死
す
時
』
で
は
「
人
生
は
夏
休
み
の
よ
う
な
も
の
だ
。
待
つ
間
は
長
い
の
に

来
て
み
る
と
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。」

第
三
は
「
諷
喩
」。
前
の
二
つ
と
は
違
っ
て
、
た
と
え
る
ほ
う
の
概
念
だ
け
が
示
さ
れ
る

比
喩
表
現
で
あ
る
。「
豚
に
真
珠
」
や
「
猫
に
小
判
」
と
い
う
時
「
豚
」「
猫
」
が
意
味
ど
お
り

の
動
物
を
指
す
の
で
は
な
く
、「
真
珠
」
や
「
小
判
」
の
値
打
ち
が
わ
か
ら
な
い
人
間
を
指

す
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
諺
が
本
来
の
使
い
方
を
さ
れ
る
時
、
諷
喩
が
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
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「
活
喩
」
と
「
擬
人
法
」
は
一
ま
と
め
で
第
四
の
比
喩
と
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
、「
活

喩
」
は
擬
物�

法
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
人
間
以
外
の
も
の
を
人
間
の
こ
と
と
し
て
喩
え
る
点

で
「
擬
人
法
」
と
重
複
す
る
例
が
あ
る
か
ら
だ
。
た
だ
例
文
で
は
「
真
夜
中
に
も
サ
イ
レ
ン

は
永
く
尾
を
引
い
て
吠
え
た
。」
の
、「
吠
え
た
」
が
人
間
の
動
作
で
は
な
い
の
で
、「
活
喩
」

に
分
類
す
る
の
で
あ
る
。「
擬
人
法
」
で
私
の
印
象
に
残
る
の
は
、

	
お
品
は
手
桶
の
柄
へ
横
た
え
た
竹
の
天
秤
へ
身
を
投
げ
懸
け
て
ど
か
り
と
膝
を
折
っ
た
。

み

じ

め

し
ど
け

く
ぐ
っ
た
り
成
っ
た
お
品
は
そ
れ
で
な
く
て
も
不
見
目
な
姿
が
更
に
検
束
な
く
乱
れ
た
。

な
ご
り

西
風
の
余
波
が
お
品
の
後
か
ら
吹
い
た
。
そ
う
し
て
西
風
は
後
で
括
っ
た
穢
い
手
拭
の
端

こ

を
捲
っ
て
、
油
の
切
れ
た
埃
だ
ら
け
の
赤
い
髪
の
毛
を
扱
き
あ
げ
る
よ
う
に
し
て
そ
の
垢

だ
ら
け
の
道
筋
を
剥
出
に
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
林
の
雑
木
は
ま
だ
持
前
の
騒
ぎ
を

止
め
な
い
で
、
路
傍
の
梢
が
ず
っ
と
繞
っ
て
お
品
の
上
か
ら
そ
れ
を
覗
こ
う
と
す
る
と
、

後
か
ら
も
後
か
ら
も
林
の
梢
が
一
斉
に
首
を
出
す
。
そ
う
し
て
暫
く
し
て
は
又
一
斉
に
後

ゆ
さ
ぶ
り

さ
ざ

め

へ
ぐ
っ
と
戻
っ
て
身
体
を
横
に
動
揺
な
が
ら
笑
い
私
語
く
よ
う
に
ざ
わ
ざ
わ
と
鳴
る
。

（
長
塚
節
「
土
」）

身
体
の
不
調
の
た
め
に
お
品
が
抱
い
て
い
る
不
安
を
、
そ
れ
を
あ
お
る
か
の
よ
う
に
ざ
わ
ざ

わ
と
落
着
か
な
い
林
の
梢
に
喩
す
る
こ
と
で
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
見
事
と
い
う
ほ
か
は

な
い
。

第
五
は
「
提
喩
」。「
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
る
に
あ
ら
ず
」
と
言
う
と
き
「
パ
ン
」
は

食
物
全
体
を
指
す
の
で
あ
り
、
一
部
と
全
体
、
と
い
う
二
者
の
関
係
性
に
よ
っ
て
置
換
操
作

が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
彼
の
頭
に
も
ぼ
つ
ぼ
つ
白
い
も
の
が
混
じ
り
始
め
た
。」

と
い
う
文
で
は
「
白
い
も
の
」
は
限
り
な
く
存
在
す
る
白
い
モ
ノ
の
中
の
「
白
髪
」
で
あ
る

こ
と
を
私
た
ち
は
読
み
取
る
。
文
意
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
総
体
の
中
か
ら

特
定
の
一
部
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
こ
に
「
提
喩
」
は
成
立
す
る
。
も
う
一
例
、

「
空
寒
み
花
に
紛
へ
て
降
る
雪
に
少
し
春
あ
る
心
ち
こ
そ
す
れ
」（
枕
草
子
）
こ
の
「
花
」

は
蒲
公
英
で
も
紫
陽
花
で
も
な
い
。
古
典
文
学
で
は
お
馴
染
み
で
、
単
に
「
花
」
と
い
え
ば

「
桜
」
し
か
な
い
。
歌
意
か
ら
考
え
て
も
、
他
の
花
で
は
な
い
。「
雪
」
が
「
桜
」
に
喩
え

ら
れ
て
い
る
直
喩
の
例
で
も
あ
る
。
古
く
は
「
桜
」
が
「
花
」
を
代
表
す
る
よ
う
に
、「
寺
」

と
い
う
と
「
三
井
寺
」
を
、「
川
」
と
い
う
と
「
賀
茂
川
」
を
指
し
、「
山
」
な
ら
「
比
叡

山
」
で
あ
っ
た
。
意
味
が
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

余
談
に
な
る
が
、「
枕
草
子
」
の
比
喩
で
思
い
出
す
の
は
第
九
七
段
で
あ
ろ
う
。
中
宮
定

子
の
兄
、
藤
原
伊
周
が
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
扇
の
骨
を
見
つ
け
た
と

く
ら
げ

言
っ
て
喜
ん
で
い
る
の
を
清
少
納
言
が
「
さ
て
は
扇
の
に
は
あ
ら
で
、
海
月
の
な
な
り
」
と

鋭
く
評
し
た
と
い
う
く
だ
り
だ
。「
海
月
の
（
骨
）」
が
隠
喩
に
な
っ
て
い
て
機
知
の
ひ
ら
め

き
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
だ
。

最
後
の
第
六
は
「
換
喩
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
提
喩
」
の
よ
う
に
、
喩
え
る
も
の
・
喩
え

ら
れ
る
も
の
の
間
が
類
似
性
で
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、「
提
喩
」
で
は
そ
の
両
者
が

全
体
と
一
部
と
い
う
包
含
関
係
で
あ
っ
た
が
、「
換
喩
」
に
は
そ
う
い
う
関
係
性
は
な
い
。

こ
ん
な
例
は
ど
う
か
。
東
京
で
暮
ら
し
て
い
る
息
子
が
帰
郷
し
た
の
を
郷
里
の
母
が
「
ほ

ら
、
東
京
が
帰
っ
て
来
た
。」「
息
子
」
と
「
東
京
」
は
包
含
関
係
で
は
な
く
、
今
ま
で
見
て

き
た
ど
ん
な
類
似
性
と
も
違
う
、
二
者
の
置
換
に
な
っ
て
い
る
。

三
こ
こ
ま
で
で
レ
ト
リ
ッ
ク
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
わ
か
っ
た
。
次
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の


ア
ー

ト
�
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
と
い
っ
た
も

の
を
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
弁
論
術
・
詩
学
と
し
て
集
成
さ
れ
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
受

け
継
が
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
言
語
に
説
得
効
果
と
美
的
効
果
を
与
え
よ
う
と
い
う
技
術
体

系
で
あ
っ
た
。（
佐
藤
信
夫
「
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
」）

残
念
な
こ
と
に
日
本
人
に
と
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
お
よ
そ
主
題
と
は
ほ
ど
遠
く
い
か

て
ら

に
も
奇
を
衒
う
ま
や
か
し
、
言
葉
遊
び
ぐ
ら
い
の
評
価
を
得
る
ほ
ど
の
も
の
で
し
か
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
今
で
も
相
手
の
鮮
や
か
な
説
得
に
押
し
切
ら
れ
た
側
が
「
そ
れ
は
レ
ト
リ

ッ
ク
だ
よ
。」
と
言
っ
て
い
か
に
も
一
矢
を
報
い
た
気
分
に
な
る
こ
と
は
多
い
。
も
と
も
と

説
得
術
を
発
展
さ
せ
る
土
壌
に
な
か
っ
た
こ
の
国
の
伝
統
に
と
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
重
大
な

言
葉
の
詐
術
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
い
や
、
日
本
人
が
嫌
っ
て
き
た
の
は
言
葉
遊
び

で
は
な
く
、
勤
勉
を
愛
す
る
精
神
お
よ
び
知
識
偏
重
そ
の
他
諸
々
の
事
情
が
生
ん
だ
、「
遊

び
」
と
い
う
名
の
「
創
造
的
ゆ
と
り
」
そ
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
ち
ょ
っ
と
調
べ
れ
ば
わ
か

し

る
よ
う
な
こ
と
を
大
脳
の
ヒ
ダ
の
中
に
溜
め
込
ん
で
物
識
り
だ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
無
上
の

喜
び
を
感
じ
て
い
る
輩
が
、
あ
ま
り
に
多
く
あ
ま
り
に
永
く
こ
の
国
に
は
び
こ
り
過
ぎ
た
せ

い
で
す
っ
か
り
棚
ざ
ら
し
に
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自

然
主
義
文
学
と
同
様
分
類
を
間
違
え
ら
れ
た
ま
ま
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
き
た
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の

す
ぐ
れ
た
遊�

び�

（
創
造
性
）
―
平
安
の
昔
に
は
既
に
そ
の
萌
芽
を
認
め
な
が
ら
武
家
社
会
に

よ
っ
て
摘
み
取
ら
れ
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
き
た
―
を
再
度
育
て
て
み
た
い
と
考
え
る
の
は
私
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だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
断
わ
っ
て
お
く
が
、
何
も
文
章
作
法
の
類
を
開
陳
し
よ
う
と
す
る
の

で
は
な
い
。
ど
う
ぞ
手
に
取
っ
て
御
覧
く
だ
さ
い
と
一
見
に
供
す
る
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え

ば
三
好
達
治
の
、

	

土
蟻
が

蝶
の
羽
を
ひ
い
て
行
く

あ
あ

ヨ
ッ
ト
の
よ
う
だ

（「
南
窗
集
」）

こ
の
ほ
と
ん
ど
直
喩
法
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
詩
の
持
つ
創
造
性
を
ま
ず
感
じ
取
っ
て
ほ

し
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
喩
え
ら
れ
る
も
の
や
事
象
が
あ
り
き
た
り
で
特
に
目
新
し
く
な
く

て
も
、
何
に
喩
え
る
か
は
詩
人
で
も
作
家
で
も
も
う
無
限
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
遊
び
の

世
界
で
も
あ
る
。「
絶
望
感
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
彼
の
目
に
、
そ
の
時
天
上
か
ら
下
ろ

さ
れ
た
一
筋
の
蜘
蛛
の
糸
の
よ
う
な
か
す
か
な
希
望
が
写
っ
た
」
読
む
方
は
あ
あ
こ
の
喩
え

は
芥
川
龍
之
介
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
も
じ
り
だ
な
、
と
わ
か
る
し
ま
た
そ
う
気
付
く
こ
と
も

読
む
こ
と
の
楽
し
さ
と
な
る
も
の
だ
。「
相
手
の
男
は
ま
る
で
携
帯
電
話
の
着
メ
ロ
の
よ
う

な
ど
こ
か
間
の
抜
け
た
声
を
出
し
た
」
と
書
け
ば
時
代
の
風
俗
を
取
り
込
む
こ
と
に
も
な

る
。少

し
実
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

	
度
忘
れ
し
た
タ
レ
ン
ト
の
名
前
を
呻
吟
し
て
思
い
出
し
た
と
き
は
、
出
そ
う
で
出
な
か
っ

た
く
し
ゃ
み
を
放
っ
た
と
き
の
よ
う
に
ち
ょ
っ
と
し
た
爽
快
感
を
お
ぼ
え
る
も
の
だ
。

（
渡
辺
容
子
「
無
制
限
」）

	
遠
山
は
、
居
酒
屋
に
一
人
で
飲
み
に
来
て
隣
で
飲
ん
で
い
る
若
者
連
中
に
擦
り
寄
っ
て
き

た
妙
な
お
や
じ
の
よ
う
な
口
調
で
言
っ
た
。（
戸
梶
圭
太
「
ア
ウ
ト
リ
ミ
ッ
ト
」）

	
得
体
の
知
れ
な
い
無
国
籍
料
理
を
食
い
す
ぎ
た
翌
朝
の
大
便
の
よ
う
な
汚
い
茶
色
に
、
到

底
理
解
で
き
な
い
美
的
感
覚
に
よ
り
、
ス
パ
ン
コ
ー
ル
が
線
状
に
縫
い
つ
け
ら
れ
て
い

た
。（
同
前
）

ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
り
、
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
写
実
的
で
あ
っ
て
な
お
か
つ
読
者
の
共
感
を
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
表
現
法
と
し
て
み
る
と
、
時
に
は
視
覚
的
効
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
イ
メ

ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
表
現
主
体
の
作
者
に
と
っ
て
も
け
っ
し
て
お
ろ
そ
か
に

は
で
き
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
具
体
的
に
い
う
と
、
喩
え
る
も
の
を
ど
の
よ
う
に
表
す
か
、

用
語
を
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
作
中
人
物
の
年
令
性
別
習
慣
職
業
、
生
活
環
境
、
知
的

レ
ベ
ル
や
趣
味
嗜
好
の
違
い
で
使
う
言
葉
も
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
く
る
。
若
者
が
「
借
り
て
き

た
猫
の
よ
う
に
」
な
ど
と
い
う
比
喩
は
使
わ
な
い
の
が
ふ
つ
う
だ
し
、
若
い
と
は
い
え
い
わ

ゆ
る
深
窓
の
令
嬢
に
下
世
話
な
比
喩
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
小
学
生
は
「
陪
審
員
の
評
決
を
待
つ

弁
護
士
の
よ
う
に
」
と
言
っ
て
も
理
解
で
き
な
い
。
ま
た
何
か
深
刻
な
問
題
に
直
面
し
て
い

る
よ
う
な
状
況
で
能
天
気
な
あ
る
い
は
幼
稚
な
比
喩
は
使
え
な
い
。

逆
に
、
お
ど
お
ど
し
て
落
ち
着
き
の
な
い
子
供
を
「
い
た
ず
ら
が
見
つ
か
っ
た
時
の
子
供

の
よ
う
」
と
喩
え
る
の
な
ら
違
和
感
は
な
い
。
大
気
圏
に
突
入
し
た
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
と

の
交
信
が
再
開
さ
れ
る
ま
で
の
緊
張
し
た
時
間
を
「
時
計
の
針
が
少
し
ず
つ
生
命
を
削
っ
て

ゆ
く
よ
う
な
時
間
」
と
書
く
と
臨
場
感
が
出
る
。
ま
た
、
何
一
つ
話
し
合
い
が
進
展
せ
ず
行

す
く

き
詰
ま
り
の
状
況
を
喩
え
て
「
時
間
だ
け
が
ま
る
で
掬
っ
た
砂
が
指
の
間
か
ら
サ
ラ
サ
ラ
と

こ
ぼ
れ
落
ち
て
ゆ
く
よ
う
に
空
し
く
過
ぎ
て
行
く
」
と
言
っ
た
り
。

私
が
調
査
し
た
範
囲
の
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
最
近
の
も
の
ほ
ど
比
喩
は
具
体
性
を
持

ち
、
新
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
し
、
作
者
独
自
の
創
作
に
よ
る
比
喩
が
め
だ
っ
て
多
く
な
っ

て
い
る
。
昔
か
ら
よ
く
使
わ
れ
る
格
言
や
諺
の
比
喩
的
言
い
回
し
は
や
や
少
な
く
な
っ
た
。

こ
れ
は
日
本
の
文
化
が
変
質
し
て
、
古
典
の
知
識
も
読
書
量
も
少
な
い
若
者
文
化
が
台
頭
し

て
き
た
た
め
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
読
者
層
も
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
の
だ
。

（
１
）

ノ
ワ
ー
ル
（
暗
黒
小
説
）
が
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
が
レ
ト
リ
ッ
ク
の
あ
り
方
に

与
え
た
影
響
は
無
視
で
き
な
い
。
よ
り
刺
激
的
で
「
ま
る
で
破
裂
寸
前
の
膀
胱
を
抱
え
て
ト

（
２
）

イ
レ
に
向
か
っ
て
突
進
し
て
い
く
よ
う
な
ひ
ど
く
急
い
だ
足
取
り
」
、
で
は
、
い
さ
さ
か
お

行
儀
が
よ
ろ
し
く
な
い
が
、「
直
径
五
十
セ
ン
チ
の
つ
ら
ら
で
心
臓
を
貫
か
れ
た
よ
う
な
恐

（
３
）

怖
」「
彼
ら
は
絶
望
の
殻
の
中
で
徐
々
に
孵
化
し
て
い
く
シ
ャ
ム
双
生
児
の
爬
虫
類
の
よ
う

（
４
）

で
あ
っ
た
。」
と
い
う
ふ
う
に
、
誇
張
さ
れ
る
も
の
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
も
の
が
現
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
比
喩
表
現
も
時
代
の
風
潮
を
反
映
し
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
え
な
い
。

注
（
１
）
犯
罪
者
の
視
点
に
立
っ
た
も
の
や
過
激
な
暴
力
を
盛
り
込
ん
だ
リ
ア
ル
な
ミ
ス

テ
リ
の
呼
称
。

（
２
）
渡
辺
容
子
「
無
制
限
」

（
３
）
戸
梶
圭
太
「
ア
ウ
ト
リ
ミ
ッ
ト
」

（
４
）
梁
石
白
「
子
宮
の
中
の
子
守
歌
」
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清
水
義
範
に
「
こ
と
ば
の
国
」
と
い
う
作
品
集
が
あ
る
。
そ
の
中
の
「
手
垢
の
つ
い
た
言

い
ま
わ
し
」
で
こ
う
訴
え
て
い
る
。
す
っ
か
り
慣
用
句
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
手
垢
の

つ
い
た
言
い
ま
わ
し
を
多
用
し
て
い
る
と
文
章
の
緊
張
感
は
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
必
要
な
の

は
、
比
喩
の
う
ま
さ
豊
か
さ
と
い
う
の
は
文
章
の
う
ま
さ
の
要
素
な
の
だ
と
認
め
た
上
で
、

新
し
い
言
い
ま
わ
し
を
作
り
出
す
こ
と
だ
、
と
。
こ
れ
は
十
年
一
日
の
ご
と
く
定
番
と
な
っ

た
言
い
ま
わ
し
に
安
住
し
て
い
る
マ
ス
コ
ミ
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
古
く
か
ら
あ
る
言
い

ま
わ
し
だ
か
ら
そ
れ
を
捨
て
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。「
降

る
よ
う
な
満
天
の
星
」
や
「
天
使
の
よ
う
な
笑
顔
」「
玉
の
よ
う
な
男
の
子
」「
鈴
を
こ
ろ
が

す
よ
う
な
声
」
こ
ん
な
比
喩
で
は
駄
目
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
毎
年
同
じ
ニ
ュ
ー
ス
を
流

し
て
お
い
て
「
海
岸
は
足
の
踏
み
場
も
な
い
ほ
ど
混
雑
し
て
い
ま
し
た
」
な
ど
と
ニ
ュ
ー
ス

同
様
、
何
の
工
夫
も
な
い
言
い
ま
わ
し
で
お
茶
を
に
ご
す
な
、
と
訴
え
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
も
っ
と
も
な
意
見
で
あ
る
。
言
葉
に
つ
い
て
の
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
手
抜
き
工
事
が
も
う

ず
い
ぶ
ん
長
く
行
わ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
の
責
任
は
マ
ス
コ
ミ
人
、
と
り
わ

け
、
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
、
官
僚
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
伝
統
的
な
言
い

ま
わ
し
を
悪
ふ
ざ
け
の
換
骨
奪
胎
で
貶
め
て
お
り
、
後
者
は
事
実
を
歪
曲
し
誤
魔
化
す
用
語

を
は
び
こ
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
困
っ
た
こ
と
に
、
そ
れ
ら
の
冒
涜
行
為
に
対
す
る
、
受
け

手
側
の
恐
る
べ
き
無
関
心
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
新
し
い
言
い
ま
わ
し
を
創
り
出
す
こ
と
と
同
様
、
今
ま
で
私
た
ち
が
歩
い
て
き

た
道
の
路
傍
に
い
く
つ
も
見
え
て
い
た
由
緒
正
し
い
言
い
ま
わ
し
を
思
い
出
す
こ
と
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
そ
の
出
発
点
が
、
言
葉
の
有
限
性
つ
ま
り
事
実
を
事
実

と
し
て
あ
り
の
ま
ま
に
表
わ
す
こ
と
の
困
難
さ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
は

有
限
で
あ
っ
て
も
、
組
み
合
わ
せ
て
ゆ
け
ば
ず
っ
と
事
実
に
近
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
、
あ

る
い
は
、
求
め
る
事
実
と
一
見
何
の
係
わ
り
も
な
い
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
が
む
し
ろ
的
を
射

る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

医
師
か
ら
、
余
命
が
い
く
ば
く
も
な
い
と
宣
告
さ
れ
た
と
し
た
ら
そ
の
時
の
気
持
ち
を
ど

う
表
現
す
る
の
が
最
も
適
切
だ
ろ
う
か
。
同
じ
こ
と
が
別
の
人
に
起
こ
っ
た
場
合
で
あ
っ
た

ら
、
手
記
を
読
ん
だ
り
映
画
を
見
た
り
あ
る
い
は
当
人
自
身
の
口
か
ら
聞
い
た
り
す
る
だ
ろ

う
。
そ
の
立
場
に
同
情
し
、
心
を
痛
め
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
要
な
ら
ば
頭
の
中

か
ら
追
い
払
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
は
安
全
で
あ
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
一
般
的

な
社
会
現
象
に
対
す
る
認
識
の
コ
ー
ド
に
沿
っ
た
、
社
会
的
に
妥
当
で
健
全
な
反
応
の
域
を

出
な
い
。
で
は
、
自
分
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
一
回
き
り
の
経

験
、
き
わ
め
て
特
殊
で
個
人
的
な
経
験
と
し
て
。「
私
は
医
師
の
宣
告
を
聞
い
て
ひ
ど
い
シ

ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。」
と
書
い
て
的
確
だ
と
言
え
る
か
。
事
実
め
か
し
て
書
い
て
は
い
る
が
、

こ
れ
は
ま
ず
、
支
持
で
き
ま
い
。
比
喩
法
を
使
う
と
ど
う
な
る
か
。
映
画
「
ド
ク
タ
ー
」
の

な
か
で
、
あ
る
人
物
が
医
師
か
ら
脳
腫
瘍
の
た
め
余
命
が
残
り
少
な
い
と
告
げ
ら
れ
る
。
彼

女
は
病
院
の
屋
上
に
上
が
り
、「
全
身
の
皮
膚
が
剥
が
れ
落
ち
た
よ
う
な
気
持
ち
」
に
な
っ

た
と
い
う
。
こ
う
い
う
場
合
の
表
現
と
し
て
は
か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
な
の
だ
が
、
こ
れ
な
ら
し

っ
か
り
腑�

に�

落�

ち�

る�

の
だ
。「
丸
太
で
頭
を
殴
ら
れ
た
よ
う
な
」「
な
に
か
と
て
も
悪
い
夢
を

見
て
い
る
よ
う
な
」「
い
き
な
り
地
獄
へ
突
き
落
と
さ
れ
た
よ
う
な
」
と
い
う
例
も
同
様
で
、

繰
り
返
す
が
、
自
分
だ
け
の
経
験
は
自
分
だ
け
の
表
現
、
創
造
的
表
現
で
な
け
れ
ば
他
人
に

理
解
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
っ
た
く
別
の
ケ
ー
ス
で
、
藤
原
道
長
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
関
白
の
位
に
上
り
つ

め
、
娘
彰
子
を
一
条
天
皇
の
中
宮
に
擁
立
し
た
彼
を
評
し
て
「
道
長
は
得
意
の
絶
頂
に
あ
っ

た
」
で
は
、
あ
ま
り
に
月
並
み
で
あ
ろ
う
。
彼
の
得
意
ぶ
り
は
例
の
歌
、

	
こ
の
世
を
ば
我
が
世
と
ぞ
思
ふ
望
月
の
欠
け
た
る
こ
と
の
な
し
と
思
へ
ば
（
藤
原
清
輔

「
袋
草
紙
」）
が
遺
憾
な
く
伝
え
て
い
る
。
自
分
を
「
望
月
」
に
喩
え
て
し
ま
う
、
ほ
と
ん

ど
無
邪
気
と
も
思
え
る
傲
慢
さ
に
こ
そ
、
彼
の
得
意
ぶ
り
が
生
き
生
き
と
表
わ
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
上
の
句
は
平
凡
そ
の
も
の
で
印
象
も
弱
い
も
の
だ
が
、
下
の
句
に
な
る
と
俄
然
熱
い

思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
換
喩
に
よ
る
効
果
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

四
こ
れ
ま
で
比
喩
を
用
い
て
独
創
的
表
現
技
術
が
発
揮
さ
れ
る
点
を
考
察
し
て
き
た
が
、
比

喩
に
よ
る
表
現
効
果
と
し
て
佐
藤
信
夫
が
指
摘
し
て
い
る
「
あ
べ
こ
べ
の
直
喩
」
に
も
ふ
れ

て
お
こ
う
。

「
ふ
つ
う
は
、
喩
え
ら
れ
る
も
の
の
性
質
状
態
に
つ
い
て
の
知
識
理
解
が
ま
ず
前
提
と
し

て
在
り
、
そ
の
類
似
的
連
想
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
で
喩
え
る
も
の
と
の
関
連
を
知
っ
て
い

く
。
そ
の
結
果
、
喩
え
ら
れ
る
も
の
の
よ
り
深
い
理
解
を
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
Ａ
は

ま
る
で
Ｂ
の
よ
う
だ
〉
は
、「
Ａ
」
に
つ
い
て
の
理
解
が
、「
Ｂ
」
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
「
Ａ
」
の
一
般
的
解
釈
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
得
、「
Ａ
」
へ
の
理
解

を
深
め
る
と
い
う
図
式
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
前
提
と
な
る
「
Ａ
」
に
つ
い

て
の
理
解
が
十
分
で
な
い
と
い
う
場
合
、「
Ｂ
」
の
意
味
か
ら
類
型
の
連
想
が
は
た
ら
い
て

は
じ
め
て
「
Ａ
」
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
の
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

４９「レトリック」試論（神谷）



は
、
た
と
え
ば
、

	
閉
じ
た
口
の
中
、
息
の
温
み
で
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
や
わ
ら
か
く
融
け
て
い
く
舌
触
り
は
、

波
打
ち
際
に
素
足
で
た
た
ず
ん
で
、
く
る
ぶ
し
を
包
む
濡
れ
た
砂
が
波
に
連
れ
去
ら
れ
て
い

く
と
き
の
く
す
ぐ
っ
た
さ
に
似
て
い
る
。（
重
松
清
「
五
月
の
聖
バ
レ
ン
タ
イ
ン
」）

と
い
う
と
き
、
喩
え
ら
れ
る
ほ
う
の
前
者
に
ピ
ン
と
こ
な
く
て
も
、
喩
え
て
い
る
後
者
が
わ

か
れ
ば
逆
に
前
者
を
十
分
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
読
者
の
知
識
に
は
個
人
差
が
あ

る
の
が
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
か
ら
、
比
喩
は
そ
の
差
を
埋
め
る
た
め
に
も
た
い
へ
ん
有
効
な

表
現
技
術
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
直
喩
の
発
展
形
と
し
て
〈
Ａ
〉
は
〈
Ｂ
〉
の
よ
う
だ
、
と
い
う
基
本
形
に
「
〜

な
〈
Ｂ
〉
の
よ
う
だ
」
の
よ
う
に
修
飾
語
を
加
え
、〈
Ｂ
〉
の
意
味
を
い
っ
そ
う
詳
し
く
表

わ
そ
う
と
す
る
場
合
も
あ
る
。「
彼
女
は
大
理
石
の
よ
う
に
滑�

ら�

か�

な�

肌
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
。」
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
う
少
し
長
い
表
現
で
は
、

	
な
ん
と
い
う
か
、
す
べ
て
の
言
葉
が
「
１
＋
１＝

２
」
や
「
太
陽
は
東
か
ら
の
ぼ
っ
て
西

に
沈
む
」
の
ご
と
き
永�

遠�

不�

変�

の�

真�

理�

で�

あ�

る�

か�

の�

よ�

う�

に�

耳
に
響
く
の
だ
。（
重
松
清

「
失
わ
れ
た
文
字
を
求
め
て
」
傍
点
筆
者
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。
傍
点
部
分
は
（
あ
る
い
は

そ
の
前
句
は
）
同
じ
意
味
で
前
句
（
あ
る
い
は
傍
点
部
分
）
と
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
が

一
種
の
強
調
表
現
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
内
容
の
語
句
を
反
復
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る

強
調
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
数
と
し
て
は
こ
う
い
う
例
は
少
な
い
。

と
こ
ろ
で
本
稿
で
は
小
説
や
随
筆
、
詩
の
中
に
比
喩
の
用
例
を
求
め
て
き
た
。
そ
れ
は
合

理
性
を
重
ん
じ
る
論
説
文
や
、
事
実
に
立
脚
す
べ
き
記
録
文
で
は
比
喩
そ
の
も
の
が
用
い
ら

れ
な
い
の
が
ふ
つ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
半
藤
一
利
は
「
真
珠
湾
の
日
」
の
あ
と
が

き
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
戦
争
の
本
質
や
、
真
の
恐
ろ
し
さ
と
い
う
も
の
は
、
き

ま
り
き
っ
た
頭
ご
な
し
の
論
で
は
と
て
も
掴
み
き
れ
な
い
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
事
実
を
探

求
す
る
こ
と
が
ま
ず
第
一
で
あ
り
、
そ
の
上
で
可
能
な
か
ぎ
り
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
観
察

し
考
え
ね
ば
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。」
こ
の
よ
う
な
執
筆
方
針
で
書
か
れ

た
も
の
に
、
類
似
的
連
想
の
力
を
利
用
す
る
、
比
喩
の
手
法
が
と
り
入
れ
な
い
の
は
当
然
で

あ
る
。
だ
が
、
戦
争
は
国
家
の
存
亡
を
か
け
た
極
限
状
況
で
あ
る
以
上
、
未
曽
有
の
事
態
は

そ
こ
か
し
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
ん
な
時
人
間
は
事
実
を
表
わ
す
べ
き
言
葉
を
失
い
、
比

喩
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。「
歴
史
の
流
れ
は
す
で
に
滔
々
と
し

て
、
だ
れ
に
よ
っ
て
も
止
め
る
べ
く
も
な
い
ほ
ど
の
激
流
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
人
の
反
対

な
ど
、
元
首
相
の
海
軍
大
将
米
内
光
政
が
い
う
よ
う
に
、
ナ
イ
ヤ
ガ
ラ
の
瀑
布
に
逆
行
し
て

孤
舟
を
漕
ぐ
よ
う
な
、
は
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」（
前
掲
書
）
こ
れ
は
同
書
で

四
例
あ
る
比
喩
の
う
ち
の
一
例
で
あ
る
。
稀
少
だ
け
れ
ど
も
例
が
皆
無
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
な
ら
ば
比
喩
法
の
将
来
の
、
新
し
い
可
能
性
と
言
え
な
く
も
な
い
、
あ
く
ま
で
も

可
能
性
の
話
で
あ
る
け
れ
ど
も
。

さ
て
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
し
ま
う
が
、
比
喩
の
力＝

言
葉
の
力
と
い
う
こ
と
は
ど
ん
な
に
強
調
し
て
も
し
足
り
な
い
こ
と
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

丸
い
卵
も
切
り
よ
う
で
四
角
、
な
ど
と
俗
に
言
う
け
れ
ど
も
、
何
を
見
、
何
を
聞
く
に
つ
け

て
も
こ
わ
い
の
は
単
眼
の
思
想
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
間
自
体
が
複
雑
き
わ
ま

る
存
在
な
の
に
、
そ
の
人
間
が
作
り
出
し
た
社
会
と
な
る
と
さ
ら
に
複
雑
で
怪
奇
で
さ
え
あ

る
。
単
眼
と
い
う
の
は
、
物
事
を
真
上
か
ら
と
か
真
横
か
ら
と
か
一
方
向
か
ら
し
か
見
て
い

な
い
。
だ
か
ら
全
体
を
見
誤
る
し
、
複
雑
な
諸
相
に
ま
で
思
い
が
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。

は
な
し

五
代
目
古
今
亭
志
ん
生
の
噺
を
聴
い
て
寄
席
の
客
が
拍
手
喝
采
す
る
の
は
、
単
眼
陳
腐
の

弊
を
彼
が
話
柄
の
急
転
や
奇
抜
な
比
喩
で
あ
ざ
や
か
に
脱
け
出
し
て
み
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
そ
の
比
喩
は
ひ
と
の
意
表
を
突
く
も
の
が
多
く
、
そ
れ
で
い
て
ひ
と
り
よ
が
り
に
な
っ

て
い
な
い
。
創
造
性
に
お
い
て
、
余
人
の
か
な
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
最
後
に
長
く
な
る
が

引
用
し
て
お
こ
う
。
長
屋
住
ま
い
の
、
年
季
の
入
っ
た
夫
婦
の
会
話
で
あ
る
。

	
「
お
ま
え
は
ま
た
ひ
と
が
何
か
言
う
て
え
と
百�

万�

年�

前�

の�

と�

か�

げ�

み�

て�

え�

な�

面
し
や
が
っ

て
や
な
女
だ
な
ァ
」（
中
略
）「
大
き
な
声
だ
ね
ェ
お
れ
は
お
前
の
鼻
の
頭
の
前
に
居
る
ん
だ

よ
、
家
の
中
で
船�

を�

見�

送�

る�

よ�

う�

な�

声
出
し
ち
ゃ
あ
い
け
ね
え
よ
う
る
さ
く
っ
て
。」（
中

略
）「
お
前
さ
ん
の
言
う
こ
と
は
ど
う
も
聞
い
て
て
い
や
な
心
持
ち
だ
ね
え
、
股�

倉�

か�

ら�

手�

突�

っ�

こ�

ん�

で�

背�

中�

描�

く�

よ�

う�

な�

も
ん
だ
。
…
…
自
分
は
出
る
と
ど
こ
か
へ
引
っ
か
か
ろ
う
と

考
え
て
や
が
る
ん
だ
ろ
う
、
出
る
と
引
っ
か
か
る
（
筆
者
注
・
外
出
す
る
と
寄
り
道
し
た
が

る
）
こ
と
ば
か
り
考
え
て
や
が
る
、
ざ
ま
見
や
が
れ
上�

げ�

潮�

の�

ご�

み�

�
」（
中
略
）「
女
房
？

女
房
っ
て
い
う
ほ
ど
の
も
ん
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
よ
、
お
前
な
ん
ざ
、
シ�

ャ�

ツ�

の�

三�

つ�

目�

の�

ボ�

タ�

ン�

み�

て�

え�

な�

も
ん
だ
よ
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
ん
だ
よ
。（
中
略
）
そ
れ
を
こ
の
女
は

親�

の�

仇�

に�

出�

く�

わ�

し�

た�

よ�

う�

な�

驚
い
た
顔
し
や
が
っ
て
（
中
略
）
お
前
の
顔
は
ね
、
人
を
寝

か
す
顔
じ
ゃ
な
い
っ
て
ん
だ
。
寝�

て�

る�

奴�

が�

飛�

び�

起�

き�

て�

か�

け�

出�

す�

顔�

だ�

て
ん
だ
。」（「
風

呂
敷
」
傍
点
は
筆
者
）
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注

記

本
稿
で
引
用
し
た
比
喩
の
例
は
、
筆
者
が
収
集
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
引
用
し
た
も

の
も
含
め
て
別
の
機
会
に
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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