
　

タイトル
笹井宏之の短歌の研究　その二 － 第二歌集『てんと

ろり』における身体語彙「ゆび（指）」を中心に －

著者 大村, 勅夫; OMURA, Tokio

引用 年報新人文学(21): 14-45

発行日 2024-12-25



一
、
は
じ
め
に
（
問
題
の
背
景
）

　

稿
者
は
前
稿
と
な
る
拙
稿
（
二
〇
二
四
）
に
お
い
て
、小
中
高
の
児
童
・
生
徒
を
短
歌
初
学
者
と
し
、短
歌
初
学
者
に
と
っ

て
の
現
代
短
歌
、
中
で
も
、
笹
井
宏
之
の
第
一
歌
集
『
ひ
と
さ
ら
い
』（
書
肆
侃
侃
房
、
二
〇
〇
八
）
の
歌
を
評
釈
・
考
察

し
た
（
１
）。
そ
こ
で
は
、『
ひ
と
さ
ら
い
』
の
歌
に
は
身
体
語
彙
「
手
」
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
ら
は
「
変
成
」
そ
し
て
「
希

求
」
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
、
笹
井
短
歌
は
短
歌
初
学
者
に
と
っ
て
価
値
や
魅
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
。
本
稿
は
前
稿
の
継
続
研
究
と
し
て
、
第
二
歌
集
『
て
ん
と
ろ
り
』（
書
肆
侃
侃
房
、
二
〇
一
一
）
の
歌
を
評
釈
・
考
察

笹
井
宏
之
の
短
歌
の
研
究
　
そ
の
二

　
︱
第
二
歌
集『
て
ん
と
ろ
り
』に
お
け
る
身
体
語
彙「
ゆ
び（
指
）」を
中
心
に
︱

大
村
　

勅
夫

［
論
文
］
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す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、『
て
ん
と
ろ
り
』
に
は
、
歌
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
佐
賀
新
聞
に
掲
載
さ

れ
た
三
七
首
も
併
せ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
ひ
と
さ
ら
い
』
編
纂
に
あ
た
り
、
笹
井
自
身
が
佐
賀
新
聞
掲
載
の

も
の
を
収
録
せ
ず
に
い
る
た
め
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本
稿
で
の
対
象
の
外
と
し
、
本
稿
で
は
こ

れ
ら
以
外
の
四
一
四
首
を
対
象
と
す
る
。

　

笹
井
宏
之
、
そ
し
て
、
笹
井
の
短
歌
は
、
今
ま
た
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
番
組
で
特
集
さ
れ
た
り
、
笹
井
の
名

を
冠
し
た
短
歌
賞
も
６
回
を
数
え
た
り
、
高
校
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
り
な
ど
で
あ
る
。
特
に
、
高
校
国
語
教
科
書

の
掲
載
は
、
必
履
修
科
目
「
言
語
文
化
」
の
１
冊
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
発
展
的
選
択
科
目
で
あ
る
「
文
学
国
語
」

の
１
冊
に
も
一
首
で
は
あ
る
が
、
掲
載
さ
れ
た
（
２
）。
す
な
わ
ち
、
笹
井
の
歌
は
、
必
履
修
科
目
の
教
科
書
と
い
う
人
口

に
膾
炙
す
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
選
択
科
目
と
い
う
追
究
を
到
達
と
す
る
教
科
書
に
適
し
た
材
で
あ
る
、
と

い
う
証
左
と
も
い
え
よ
う
。
現
代
短
歌
と
し
て
の
笹
井
の
歌
が
、
穂
村
弘
や
俵
万
智
の
歌
に
比
肩
す
る
と
の
と
ら
え
方
が

な
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
も
そ
れ
ほ
ど
お
か
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
笹
井
宏
之
の
短
歌
を
研
究
す
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

前
稿
で
は
、『
ひ
と
さ
ら
い
』
の
特
徴
と
し
て
、
身
体
語
彙
「
手
」
の
多
用
を
明
示
し
た
。
二
六
九
首
中
、
実
に
、
十
五

首
十
八
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
身
体
語
彙
の
中
で
は
最
多
で
あ
っ
た
。
で
は
、『
て
ん
と
ろ
り
』
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
て

ん
と
ろ
り
』
で
の
四
一
四
首
の
う
ち
、
身
体
語
彙
「
手
」
使
用
の
歌
は
、
十
一
首
で
あ
っ
た
。「
手
」
使
用
の
歌
は
第
一
歌

集
・
第
二
歌
集
ど
ち
ら
も
ほ
ぼ
同
じ
数
で
あ
り
、
や
は
り
、
笹
井
の
歌
に
と
っ
て
「
手
」
が
重
要
で
あ
り
、
特
徴
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、『
て
ん
と
ろ
り
』
に
は
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
身
体
語
彙
「
ゆ
び
（
指
）」

の
多
用
で
あ
る
。『
て
ん
と
ろ
り
』
に
お
い
て
「
ゆ
び
（
指
）」
を
使
用
し
て
い
る
歌
は
十
四
首
十
四
回
で
あ
る
。
三
％
強
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の
歌
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、「
手
」
の
歌
よ
り
も
多
い
。
ま
た
、『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
い
て
は
「
ゆ
び
（
指
）」
の
用
い
ら

れ
て
い
る
の
は
四
首
四
回
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
て
も
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、『
て
ん
と
ろ

り
』
に
お
け
る
「
手
」
の
歌
を
評
釈
・
考
察
し
、『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
け
る
「
手
」
の
歌
と
比
較
・
考
察
す
る
。
次
に
、『
て

ん
と
ろ
り
』
に
お
け
る
「
ゆ
び
（
指
）」
の
全
歌
を
評
釈
・
考
察
し
、
笹
井
短
歌
に
お
け
る
「
手
」
と
「
ゆ
び
（
指
）」
に

つ
い
て
考
察
す
る
も
の
と
す
る
（
３
）。

　

前
稿
に
お
い
て
、
稿
者
は
現
代
短
歌
に
お
け
る
「
手
」
の
歌
を
、「
手
」
を
通
し
な
が
ら
作
中
主
体
の
気
づ
き
や
想
い
を

表
現
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
今
そ
こ
に
あ
る
も
の
や
こ
と
に
つ
い
て
の
改
め
て
の
発
見
や
、
そ
こ
か
ら
以
降
を
想
像
し

て
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
と
考
察
し
た
。
で
は
、「
ゆ
び
（
指
）」
の
現
代
短
歌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
近
代
短
歌
と
比
較
す
る
。
掲
載
歌
数
が
一
五
万
首
超
で
あ
る
「
近
代
短
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
か
ら
と
ら
え
る
と
、

そ
こ
で
は
、「
ゆ
び
（
指
）」
は
四
一
六
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
手
」
の
二
三
五
一
件
に
比
べ
、
大
き
く
様
相
を
異
に
し
て

い
る
（
４
）。
同
じ
く
、
比
較
と
し
て
、
野
浪
正
隆
（
二
〇
一
〇
）
よ
り
、
近
代
小
説
に
お
け
る
「
ゆ
び
（
指
）」
の
出
現
率

を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
十
四
位
で
あ
っ
た
（
５
）。
こ
れ
も
、「
手
」
が
出
現
率
一
位
で
あ
り
、
か
つ
、
二
位
以
下
を
大
き
く
引

き
離
し
て
お
り
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
ゆ
び
（
指
）」
の
使
用
は
、
近
代
短
歌
・

近
代
小
説
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
手
」
と
比
べ
て
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、
現
代
短
歌
に
よ
る
「
ゆ
び
（
指
）」
の
使
用
を
と
ら
え
る
。
前
稿
と
同
様
に
、
山
田
航
（
二
〇
一
五
）
お
よ
び

東
直
子
ら
（
二
〇
一
八
）
を
用
い
、笹
井
宏
之
と
同
世
代
の
歌
人
作
品
を
参
照
す
る
（
６
）。
す
る
と
、そ
こ
で
は
「
ゆ
び
（
指
）」

の
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
、
二
二
人
四
〇
首
・
十
四
人
十
六
首
で
あ
り
、
併
せ
る
と
、
二
九
人
四
三
首
で
あ
っ
た
。
両
書
併
せ
る

と
三
〇
〇
〇
首
近
く
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
％
強
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
て
ん
と
ろ
り
』
に
お
け
る
「
ゆ
び
（
指
）」
の
歌
は
、
近
現
代
短
歌
に
お
い
て
も
顕
著
に
多
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
単
に
『
て
ん
と
ろ
り
』
の
中
で
多
い
だ
け
で
な
く
、
笹
井
短
歌
そ
の
も
の
の
特
徴
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
河
路
由
佳
（
一
九
九
九
）
は
、「
現
代
で
は
指
を
扱
っ
た
秀
歌
は
少
な
く
な
い
」
と
し
、「
ゆ
び
（
指
）」
を

歌
語
と
し
た
も
の
と
し
て
、
吉
野
秀
雄
・
春
日
井
建
な
ど
の
作
品
を
例
歌
と
し
て
あ
げ
て
い
る
（
７
）。
そ
し
て
、
そ
の
例

歌
に
共
通
す
る
の
は
「
命
」「
生
」
で
あ
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。

二
、『
て
ん
と
ろ
り
』
に
お
け
る
「
手
」
の
歌

　
『
て
ん
と
ろ
り
』
に
お
い
て
「
手
」
の
歌
は
十
一
首
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
三
首
を
抽
出
し
、
評
釈
を
試
み
る
。

４
９　
　

カ
フ
ェ
オ
レ
の
匂
い
の
な
か
で
い
ち
ま
い
ず
つ
恋
人
に
手
の
ひ
ら
を
渡
し
た　

　

五
七
六
五
九
で
あ
る
。

　

三
句
の
六
音
に
よ
り
、
そ
の
「
い
ち
ま
い
ず
つ
」
が
か
か
る
「
渡
し
た
」
行
為
の
ぎ
こ
ち
な
さ
や
丁
寧
さ
な
ど
が
と
ら

え
ら
れ
る
。「
カ
フ
ェ
オ
レ
の
匂
い
の
な
か
」
と
あ
り
、そ
こ
に
は
「
匂
い
」
だ
け
で
な
く
、温
か
さ
も
満
ち
て
い
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
カ
フ
ェ
オ
レ
」
か
ら
は
、
苦
み
が
抑
え
ら
れ
た
ま
ろ
や
か
さ
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
の
「
恋
人
に
手
の
ひ

ら
を
渡
」
す
行
為
を
作
中
主
体
は
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
行
為
自
体
が
、
温
か
な
も
の
で
、
ま
ろ
や
か
な
も
の
だ
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
手
の
ひ
ら
を
」「
い
ち
ま
い
ず
つ
」
は
奇
妙
も
感
じ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
こ
と
も
と

ら
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、「
い
ち
ま
い
ず
つ
」
か
ら
、
そ
の
「
手
の
ひ
ら
」
が
薄
っ
ぺ
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、「
渡
」
す
行
為

や
「
手
の
ひ
ら
」
を
摑
む
行
為
に
丁
寧
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
次
に
、「
ず
つ
」
か
ら
、「
手
の
ひ
ら
」
は
何
枚
も
あ
り
、
そ
の

い
く
つ
も
を
繰
り
返
し
、「
恋
人
に
」「
渡
し
た
」
の
で
あ
り
、「
恋
人
」
へ
の
確
か
な
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
歌
の
各
所
か
ら
、「
恋
人
」
に
対
す
る
作
中
主
体
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
思
い
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
、「
渡
し

た
」
も
の
が
、
手
そ
の
も
の
や
手
の
甲
な
ど
で
は
な
く
、「
手
の
ひ
ら
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
か
を
受
け
取
ろ
う
と
い
う

ベ
ク
ト
ル
が
感
じ
ら
れ
る
。「
恋
人
」
の
全
て
を
肯
定
し
よ
う
・
受
容
し
よ
う
と
の
思
い
が
と
ら
え
ら
れ
る
。「
渡
し
」
つ
つ
も
、

受
け
取
ろ
う
と
の
双
方
向
的
ベ
ク
ト
ル
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
手
の
ひ
ら
」
が
非
常
に
効
果
的
な
歌
語
と
な
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。

１
９
４　
　

手
の
ひ
ら
の
は
ん
ぶ
ん
ほ
ど
を
貝
に
し
て
あ
な
た
の
胸
へ
あ
て
る
。
潮
騒　
　

　

五
七
五
七
七
、
あ
る
い
は
、
五
七
五
十
四
で
あ
る
。
初
句
で
の
「
ｈ
」
音
か
ら
導
か
れ
、
二
句
に
「
ｈ
」
音
、「
ん
」
音
、

濁
音
を
連
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
も
の
が
生
ま
れ
て
い
る
。
結
句
に
句
点
を
使
い
、
切
れ
目
を
つ
く
っ

て
い
る
。

　

巻
貝
な
ど
を
耳
に
あ
て
、そ
こ
か
ら
海
の
音
＝
「
潮
騒
」
が
聴
こ
え
る
、と
い
っ
た
言
説
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
歌
で
は
、

そ
の
巻
貝
に
模
し
て
「
手
の
ひ
ら
の
は
ん
ぶ
ん
ほ
ど
」
を
用
い
て
い
る
。
手
の
指
が
巻
貝
の
文
様
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
も

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
耳
に
あ
て
る
の
で
は
な
く
、
作
中
主
体
は
「
あ
な
た
の
胸
へ
」
そ
の
「
手
の
ひ
ら
の
は
ん
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ぶ
ん
ほ
ど
」
を
「
あ
て
る
」。
た
だ
し
、貝
に
模
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
は
ん
ぶ
ん
」
で
あ
り
、残
り
の
半
分
は
「
手
」

の
ま
ま
で
作
中
主
体
の
耳
に
当
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
作
中
主
体
に
は
「
あ
な
た
」
の
命
の
鼓
動
が
聴
こ
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
鼓
動
が
ま
る
で
「
潮
騒
」
の
よ
う
に
聴
こ
え
る
の
で
あ
る
。
波
と
は
決
し
て
一
定
で
は
な
い
。
そ
の
一
定
で

な
い
と
こ
ろ
が
、「
ｈ
」
音
、「
ん
」
音
、
濁
音
の
規
則
的
で
は
な
い
並
び
の
音
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
句
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
先
に
「
潮
騒
」
は
「
あ
な
た
の
胸
」
の
音
と
書
い
た
が
、
そ
れ
は
句
点
と
い

う
切
れ
目
に
よ
り
、
別
の
も
の
も
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
潮
騒
」
は
「
あ
な
た
の
胸
」
の
も
の

だ
け
で
な
く
、
作
中
主
体
の
鼓
動
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
胸
」
に
触
れ
る
と
い
う
行
為
に
は
、
親
密
性
が
感
じ

ら
れ
る
。
か
つ
、
そ
の
「
あ
な
た
の
胸
」
と
作
中
主
体
の
顔
と
は
、「
手
の
ひ
ら
」
の
み
が
間
に
存
す
る
だ
け
で
あ
る
。
命

と
命
と
が
、人
と
人
と
が
、ま
さ
に
相
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
独
特
の
緊
張
感
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、「
あ

な
た
」
に
も
作
中
主
体
に
も
、「
潮
騒
」
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。

２
９
７　
　

耳
の
う
ら
か
ら
は
え
て
き
た
菩
提
樹
の
若
葉
を
な
で
て
い
る
あ
な
た
の
手　
　

　

五
七
五
七
七
、
あ
る
い
は
、
七
五
五
九
五
で
あ
る
。
初
句
や
四
句
に
句
ま
た
が
り
が
と
ら
え
ら
れ
る
。「
耳
」
で
始
ま
り
、

「
手
」
で
終
わ
る
体
言
止
め
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
菩
提
樹
の
葉
」
を
軸
と
し
て
、そ
の
前
後
が
「
体
言
」「
の
」「
体
言
」・

「
動
詞
」、「
動
詞
」・「
体
言
」「
の
」「
体
言
」
と
相
似
的
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
、「
手
」
が
あ
る
こ
と
と
、「
菩
提
樹
の
若
葉
を
な
で
で
い
る
」

こ
と
の
２
つ
の
み
で
あ
る
。
次
に
、「
菩
提
樹
」
が
「
は
え
て
き
た
」
の
は
誰
で
あ
る
か
を
考
え
る
と
、「
あ
な
た
」、作
中
主
体
、
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こ
の
二
者
以
外
の
誰
か
、
で
あ
る
。「
は
え
て
き
た
」
の
が
「
あ
な
た
」
で
あ
れ
ば
、
自
身
に
「
は
え
き
て
き
た
菩
提
樹
」

を
自
身
の
「
手
」
で
「
な
で
て
い
る
」
景
を
作
中
主
体
が
見
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
自
讃
・
自
愛
の
よ
う
な
情
景
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
作
中
主
体
で
あ
れ
ば
、
作
中
主
体
の
「
耳
の
う
ら
」
に
「
菩
提
樹
」
が
「
は
え
て
き
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
「
あ
な
た
の
手
」
で
「
な
で
て
い
る
」
情
景
を
作
中
主
体
が
直
接
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
作
中
主
体

が
自
身
の
「
耳
の
う
ら
」
に
「
は
え
て
き
た
」「
若
葉
」
を
知
覚
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
あ
な
た
」
が
「
な
で
て
い
る
」
な

ら
ば
、「
菩
提
樹
」
と
い
う
特
定
は
、
鏡
で
も
見
て
気
づ
い
た
の
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
自
身
を
確
認
し
つ
つ
客

観
視
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
そ
の
景
や
行
為
か
ら
の
、「
自
」
へ
の
想
い
で
あ
っ
た
り
、
満
足
感
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
な
ど
が
浮
か
び
上
が
る
。
い
ず
れ
も
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
い
ず
れ
で
も
な
く
、
第

三
者
、
す
な
わ
ち
、「
あ
な
た
」
と
作
中
主
体
以
外
の
誰
か
、
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、「
耳
の
う
ら
か
ら
か
ら
」「
菩
提
樹
の
若

葉
」
が
「
は
え
て
き
た
」
と
い
う
驚
く
べ
き
情
景
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
満
足
感
の
よ
う
な
調
和
は
と
ら
え
ら
れ

ず
、
意
外
性
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
第
三
者
と
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
菩
提
樹
」
が
「
耳
の
う
ら
か
ら
は
え
て
き

た
」
誰
か
に
対
し
て
「
あ
な
た
」
が
「
な
で
て
い
る
」
行
為
を
、
作
中
主
体
が
見
て
い
る
と
と
ら
え
た
い
。「
菩
提
樹
」
か

ら
は
そ
の
名
前
の
由
来
な
ど
か
ら
、
ブ
ッ
ダ
や
そ
の
悟
り
な
ど
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
悟
り
を
得
た
よ
う
な
誰
か
の
「
若
葉

を
な
で
て
い
る
あ
な
た
」
で
あ
る
。「
若
葉
」
と
い
う
こ
と
か
ら
悟
り
を
得
た
の
は
最
近
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
誰
か

に
対
し
、
慰
労
す
る
か
の
よ
う
に
、
肯
定
的
に
、「
若
葉
を
な
で
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
作
中
主
体
が
注

目
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
誰
か
で
は
な
く
、「
な
で
て
い
る
あ
な
た
」
で
あ
り
、「
な
で
て
い
る
」「
手
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

作
中
主
体
も
ま
た
、「
あ
な
た
」
に
、
か
つ
、「
あ
な
た
の
手
」
で
、「
な
で
」
ら
れ
た
い
、
と
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
心
情
に
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
「
手
」
の
三
首
の
「
手
」
は
い
ず
れ
も
、「
あ
な
た
」「
恋
人
」
と
い
っ
た
他
者
と
の
関
係
の
仲
立
ち
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、そ
の
他
者
へ
の
思
い
を
気
づ
か
せ
ら
れ
た
り
、強
く
さ
せ
ら
れ
た
り
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。「
あ

な
た
」
や
「
恋
人
」
と
い
っ
た
何
か
を
求
め
る
心
、す
な
わ
ち
、「
希
求
」
が
「
手
」
に
よ
り
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

前
稿
に
て
示
し
た
も
の
と
通
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
一
歌
集
『
ひ
と
さ
ら
い
』、
お
よ
び
、
第
二
歌
集
『
て
ん
と
ろ
り
』

に
は
「
希
求
」
が
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、『
て
ん
と
ろ
り
』
に
お
け
る
「
ゆ
び
（
指
）」
の
歌

　

笹
井
宏
之
第
二
歌
集
『
て
ん
と
ろ
り
』
に
は
、「
ゆ
び
（
指
）」
を
用
い
た
歌
が
十
四
首
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
全
首

を
評
釈
す
る
。

１
９　
　

二
千
円
札
を
ひ
と
さ
し
ゆ
び
に
巻
く　

平
和
っ
て
ど
こ
か
ら
平
和
な
の

　

八
七
二
五
九
、
な
い
し
、
五
七
五
七
七
で
あ
ろ
う
。
初
～
二
句
、
二
～
三
句
、
四
～
結
句
へ
の
句
ま
た
が
り
が
と
ら
え

ら
れ
る
。「
二
」「
一
（
ひ
と
）」「
三
（
さ
）」「
四
（
し
）」
と
い
っ
た
数
詞
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
上
の
句
と
下
の
句
の
間
に

一
字
空
け
が
あ
る
。

　

紙
幣
を
「
ひ
と
さ
し
ゆ
び
」
に
巻
い
て
い
る
動
作
か
ら
、
そ
の
「
ひ
と
さ
し
ゆ
び
」
は
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
さ
れ
て
お
り
、
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必
然
的
に
、
作
中
主
体
の
注
目
も
「
ひ
と
さ
し
ゆ
び
」、
お
よ
び
、
そ
こ
に
「
巻
」
き
付
け
ら
れ
て
い
る
「
二
千
円
札
」

に
向
か
っ
て
い
る
。
伸
び
た
「
ゆ
び
」
は
、
ベ
ク
ト
ル
を
持
ち
、
い
ず
こ
へ
か
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

か
つ
、
立
て
ら
れ
た
「
ゆ
び
」
は
「
こ
の
指
と
ま
れ
」
と
ば
か
り
、
人
々
を
募
集
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
二
千
円

札
」
に
は
首
里
城
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
に
お
い
て
激
戦
の
あ
っ
た
地
で
あ
り
、
平
和
を
噛
み
し
め
る
地
で
あ

る
。「
ゆ
び
」
に
ぐ
る
ぐ
る
と
「
巻
」
き
付
い
て
い
る
「
二
千
円
札
」
は
、
そ
の
辺
縁
に
よ
り
紙
幣
の
絵
図
が
区
切
ら
れ
て

も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
紙
幣
と
い
う
経
済
的
な
「
物
体
」
に
よ
り
、
描
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
平
和
の
「
観
念
」
が
分
断

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
誰
し
も
に
求
め
ら
れ
る
平
和
の
象
徴
で
も
あ
る
は
ず
の
首
里
城
が
、
紙
幣
そ
の
も
の
に
よ
り
断

た
れ
て
い
る
転
倒
が
そ
こ
に
あ
る
。
全
て
の
人
で
全
て
の
国
を
平
和
に
し
て
い
こ
う
・
平
和
を
大
事
に
し
よ
う
と
、「
平
和
」

を
う
た
う
が
ご
と
く
編
ま
れ
た
は
ず
の
「
二
千
円
札
」
が
、
そ
の
「
二
千
円
札
」
自
身
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
る
と
い
う
矛

盾
が
そ
こ
に
見
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
数
詞
に
も
、
昇
順
・
降
順
の
混
乱
が
あ
る
。
非
常
に
皮
肉
な
混
迷
の
状
態
を
詠
っ
た

「
認
識
」「
比
喩
」
の
一
首
で
あ
る
。

６
０　
　

は
じ
ま
り
の
こ
と
ば
が
ゆ
び
の
あ
い
だ
か
ら
ひ
と
ひ
ら
の
雪
の
よ
う
に
落
ち
た

　

五
七
五
八
六
、
な
い
し
、
五
七
五
五
九
で
あ
る
。「
ｈ
」
音
や
「
ｙ
」
音
を
多
用
し
て
い
る
。「
雪
」
と
「
落
」
の
み
が
漢

字
表
記
で
あ
る
。

　

二
つ
の
景
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
手
指
を
も
っ
て
「
こ
と
ば
」
を
す
く
お
う
と
し
た
け
れ
ど
「
ゆ
び
の
あ
い
だ
か

ら
」
こ
ぼ
れ
「
落
ち
た
」
様
子
、
も
う
一
つ
は
、「
は
じ
ま
り
の
こ
と
ば
」
を
発
そ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
口
元
を
手
指
で
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隠
し
た
そ
の
隙
間
が「
ゆ
び
の
あ
い
だ
」で
あ
る
様
子
で
あ
る
。
後
者
を
中
心
に
考
え
る
。「
は
じ
ま
り
の
こ
と
ば
」は「
雪
」

に
喩
え
ら
れ
て
い
る
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
白
く
、
あ
っ
さ
り
と
溶
け
て
し
ま
い
、
ひ
ら
ひ
ら
と
落
ち
る
。
白
く
、
か
つ
、

ひ
ら
ひ
ら
と
落
ち
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
花
び
ら
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
溶
け
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
儚
さ

の
よ
う
な
、
そ
の
分
、
貴
重
な
も
の
で
も
あ
る
の
が
「
雪
の
よ
う
」
な
「
は
じ
ま
り
の
こ
と
ば
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ

の
「
は
じ
ま
り
の
こ
と
ば
」
だ
が
、「
ゆ
び
の
あ
い
だ
か
ら
」
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
「
落
ち
た
」
と
あ
る
。
口
元
を
手
指
で
隠

し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
は
じ
ま
り
の
こ
と
ば
」
そ
の
も
の
、
な
い
し
、
そ
の
行
為
へ
の
躊
躇
や
逡
巡
で
あ
る
。
発

し
た
く
な
か
っ
た
、
発
す
る
の
を
た
め
ら
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
躊
躇
や
逡
巡
の
形
容
が
「
雪
の
よ
う
」
な

ひ
ら
ひ
ら
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
は
じ
ま
り
」
を
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。「
は
じ
ま
り
」
が
「
雪

の
よ
う
」
な
の
で
は
な
く
、「
こ
と
ば
」
が
「
雪
の
よ
う
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
躊
躇
や
逡
巡
が
込
め
ら
れ
た
「
こ
と
ば
」

を
発
し
て
し
ま
っ
た
・
発
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
雪
の
よ
う
に
」
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う

ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
受
け
る
相
手
に
届
く
間
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
は
じ
ま
り
」
は
何
を
開
始
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
、「
こ
と
ば
」
な
の
で
あ
り
、
か
つ
、「
ゆ
び
の
あ
い
だ
」
と
い
う

手
指
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
他
者
性
が
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
手
指
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
逆
向
き
に
し
つ
つ

も
、
相
手
へ
と
発
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
「
は
じ
ま
り
の
こ
と
ば
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
白
く
美
し
い
ほ
ど
の
純
水
を

感
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、
届
か
せ
た
い
相
手
に
も
届
か
な
い
、
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
儚
い
「
こ
と
ば
」
な
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
へ
の
悲
し
み
が
喩
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。「
比
喩
」
の
歌
で
あ
る
。
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８
５　
　

き
ょ
う
は
下
駄
つ
っ
か
け
て
豆
腐
屋
へ
ゆ
く　

遠
慮
な
く
よ
ろ
こ
べ
あ
し
の
ゆ
び

　

五
五
七
五
九
、
な
い
し
、
五
五
七
九
五
で
あ
る
。
二
句
と
三
句
、
お
よ
び
、
四
句
と
結
句
に
句
ま
た
が
り
が
あ
る
。
上

の
句
と
下
の
句
の
間
に
一
字
空
け
を
用
い
、
読
み
手
の
視
線
を
「
豆
腐
屋
へ
と
行
く
作
中
主
体
そ
の
も
の
」
な
い
し
「
下

駄
」
か
ら
「
作
中
主
体
の
一
部
分
＝
あ
し
の
ゆ
び
」
へ
と
転
換
・
移
行
し
て
い
る
。

　

上
の
句
は
、豆
腐
屋
へ
行
こ
う
と
す
る
作
中
主
体
の
行
動
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
行
動
は
、「
き
ょ
う
」

と
い
う
平
仮
名
表
記
か
ら
、
気
取
っ
た
と
こ
ろ
の
な
い
、
普
段
の
行
為
で
も
あ
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
後
の
一
字
空
け
は
、
視
線
誘
導
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、「
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
順
接
の
接
続
語
な
ど
の
省
略
を
含
ん
で
い

る
。
た
だ
し
、そ
の
こ
と
に
よ
り
、こ
の
歌
は
難
解
と
な
る
。「
あ
し
の
ゆ
び
」
に
対
し
「
よ
ろ
こ
べ
」、し
か
も
、「
遠
慮
な
く
」

と
作
中
主
体
は
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
下
駄
つ
っ
か
け
て
」
行
っ

た
か
ら
な
の
か
、「
豆
腐
屋
へ
」
行
っ
た
か
ら
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
つ
は
、

普
段
な
ら
「
下
駄
」
で
は
な
く
て
靴
を
履
い
て
い
く
の
で
、
靴
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
窮
屈
さ
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
「
あ
し
」
そ
し
て
「
ゆ
び
」
の
喜
び
、
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
あ
し
の
ゆ
び
」
に
で
き
て
困
ら
さ
れ
て
い
る
ま
め
を

消
費
す
る
か
の
よ
う
に
「
豆
腐
屋
へ
ゆ
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
句
ま
た
が
り
に
よ
り
「
豆
腐
屋
」
と
「
よ
ろ
こ
べ
」

に
注
目
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ
は
関
連
と
と
ら
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一

首
は
、
わ
ざ
と
平
仮
名
表
記
に
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
反
対
を
い
え
ば
、
漢
字
表
記
の
も
の
は
、
漢
字
の
も
の
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
る
と
、「
駄
」「
腐
」「
遠(

慮)

」と
、ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

漢
字
表
記
に
も
で
き
た
は
ず
の
「
き
ょ
う
（
今
日
）」「
つ
っ
か
け
（
突
っ
掛
け
）」「
ゆ
く
（
行
く
）」「
よ
ろ
こ
べ
（
喜
べ
）」
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「
あ
し
（
足
）」「
ゆ
び
（
指
）」
の
い
ず
れ
も
は
、ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
と
は
い
え
な
い
漢
字
ば
か
り
で
あ
る
。

一
字
空
け
に
よ
る
展
開
が
上
の
句
と
下
の
句
に
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
が
無
く
な
っ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
特
に
、下
の
句
の
冒
頭
に
そ
の
ま
ま
「
遠
（
慮
）」
が
「
な
く
」
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
。

解
放
や
歓
喜
を
、「
下
駄
」
を
「
つ
っ
か
け
て
」
走
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
一
首
で
あ
る
。「
展
開
」
の
歌
で
あ
る
。

１
０
３　
　

限
り
な
く
浅
い
か
な
し
み
の
行
為
と
し
て
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
を
つ
ぶ
す
ゆ
び
さ
き

　

五
八
六
八
七
で
あ
る
。
字
余
り
を
多
用
し
て
い
る
。「
か
な
し
み
」
を
平
仮
名
表
記
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
程
度
の
「
浅

い
」
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
歌
の
注
目
は
「
限
り
な
く
」
と
「
ゆ
び
さ
き
」
に
あ
る
と
考
え
る
。
ま
ず
、こ
こ
で
の
「
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
」
と
は
、

茹
で
た
柔
ら
か
な
も
の
と
と
ら
え
た
い
。
柔
ら
か
さ
を
持
ち
つ
つ
も
、
は
っ
き
り
し
た
球
体
の
形
を
し
た
緑
の
茹
で
豆
で

あ
る
。
そ
の
「
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
」
を
、
作
中
主
体
は
そ
の
「
ゆ
び
」
で
「
つ
ぶ
す
」
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
で
、
そ
の

着
目
点
は
「
ゆ
び
」
で
は
な
く
「
ゆ
び
さ
き
」
に
あ
る
。「
ゆ
び
」
で
「
つ
ぶ
す
」
の
で
は
な
く
、「
ゆ
び
さ
き
」
で
「
つ
ぶ

す
」
の
で
あ
る
。「
ゆ
び
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
ゆ
び
」
の
「
さ
き
」
を
意
識
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
グ
リ
ー
ン

ピ
ー
ス
」
を
「
つ
ぶ
す
」
際
の
い
く
ら
か
の
感
触
か
ら
で
あ
る
。
形
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
た
め
、
一
見
、
手
応
え
が
あ

り
そ
う
で
、
硬
さ
を
持
ち
そ
う
な
そ
の
球
体
は
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
緑
の
地
球
で
あ
る
世
界
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
が
、
外

部
か
ら
の
力
に
ぐ
ち
ゃ
り
と
壊
さ
れ
、
元
に
戻
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
為
し
て
い
る
、
す
な

わ
ち
、「
つ
ぶ
」
し
て
い
る
の
は
、「
ゆ
び
さ
き
」
と
い
う
、
人
々
に
よ
る
外
部
か
ら
の
力
な
の
で
あ
る
。
地
球
を
人
々
が
壊
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し
て
し
ま
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
、
そ
の
こ
と
の
「
か
な
し
み
」
が
「
ゆ
び
さ
き
」
の
感
触
に
よ

り
顕
在
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
限
り
な
く
」
を
考
え
た
い
。
こ
の
「
限
り
な
く
」
は
連
用
形
で
あ
る
。
一
見
、「
浅

い
」
を
修
飾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
「
限
り
な
く
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
何
で
あ
ろ
う
か
。「
非
常
に
・
ほ
ん

の
わ
ず
か
な
」
ほ
ど
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、「
い
つ
ま
で
も
・
ず
っ
と
」
な
の
か
で
あ
る
。
こ
の
「
限
り
な

く
」
は
双
方
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
し
か
も
、
こ
の
連
用
形
は
「
浅
い
」
だ
け
で
な
く
「
つ
ぶ
す
」
を
も

修
飾
し
て
い
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
悲
し
み
で
は
あ
る
が
、
そ
の
代
償
的
行
為
と
し

て
の
く
り
返
し
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
を
潰
す
こ
と
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
ゆ
び
さ
き
」
の
感
触
に
よ
り
は
っ
き
り
と
そ
の

悲
し
み
が
い
つ
ま
で
も
続
い
て
し
ま
う
こ
と
を
気
付
か
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
た
歌
意
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
は

り
「
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
」
の
「
グ
リ
ー
ン
」
と
「
ピ
ー
ス
」
に
も
注
目
し
た
い
。「
ピ
ー
ス
」
と
は
「
平
和
」
で
あ
り
「
断
片
」

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
グ
リ
ー
ン
」
と
は
「
自
然
環
境
」
で
あ
ろ
う
。
戦
乱
が
世
界
各
地
で
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
「
平
和
」
や
「
自
然
環
境
」
が
「
断
片
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
悲
し
み
も
、
そ
れ

が
余
り
に
も
日
常
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、「
か
な
し
み
」
す
ら
も
「
限
り
な
く
浅
い
」「
断
片
」
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
へ
の
諦
念
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
こ
と
の
身
体
的
自
覚
が
「
ゆ
び
さ
き
」
の
感
触
に
よ
り
詠

ま
れ
て
い
る
。「
認
識
」「
比
喩
」
の
歌
で
あ
る
。

１
３
７　
　

ゆ
び
さ
き
の
す
る
ど
い
ひ
と
に
握
ら
れ
て
さ
わ
ら
を
さ
ば
く
春
の
包
丁

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。「
ｓ
」
音
「
さ
」
音
を
繰
り
返
し
た
り
、「
ｈ
」
音
を
多
用
し
た
り
す
る
こ
と
で
印
象
を
つ
く
っ
て
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い
る
。
体
言
止
め
に
よ
り
「
包
丁
」
へ
と
注
目
を
さ
せ
て
い
る
。

　
「
さ
わ
ら
」
自
体
が
「
包
丁
」
の
よ
う
な
、鋭
さ
を
持
つ
銀
色
の
魚
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、漢
字
表
記
（
鰆
）
を
考
え
た
な
ら
、

そ
れ
を
切
り
分
け
た
と
き
、「
春
」
が
浮
か
び
上
が
る
魚
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
ウ
ィ
ッ
ト
を
感
じ
さ
せ
る
下
の
句

で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
の
句
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
ひ
と
」
も
ま
た
「
す
る
ど
い
」
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
鋭
さ
を
持
つ
も
の
が
「
ひ
と
」「
さ
わ
ら
」「
包
丁
」
と
三
者
も
登
場
す
る
物
騒
な
歌
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
す

る
ど
い
」「
ゆ
び
さ
き
」
を
持
つ
「
ひ
と
」
が
「
握
」
る
鋭
い
「
包
丁
」
に
よ
り
鋭
い
「
さ
わ
ら
」
は
解
体
さ
れ
る
。
平
仮

名
表
記
が
多
用
さ
れ
る
丸
み
を
帯
び
た
歌
の
よ
う
に
見
せ
る
が
、
そ
の
実
、
鋭
さ
ば
か
り
が
際
立
っ
た
一
首
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
ゆ
び
さ
き
の
す
る
ど
い
ひ
と
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
一
見
、
全
て
が
平
仮
名
表
記
の
た
め
、

例
え
ば
、「
す
る
ど
い
」を「
鋭
い
」と
表
記
し
て
の
人
物
よ
り
も
、の
ん
び
り
し
た
鷹
揚
な
人
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
が
、「
す

る
ど
い
」「
ゆ
び
さ
き
」
を
持
つ
者
な
の
で
あ
る
。
指
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
あ
る
が
、
指
先
と
な
る
と
そ
の
機
能
も
制

限
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
対
象
を
示
す
・
対
象
に
触
れ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
対
象
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、

自
分
自
身
に
向
か
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
で
は
「
さ
わ
ら
」
と
い
う
明
確
な
対
象
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
「
ゆ
び
さ
き
」
の
鋭
さ
も
「
さ
わ
ら
」
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
る
。「
さ
わ
ら
」
に
と
っ
て
の
こ
の
「
ひ
と
」
は
自
身

を
ば
ら
ば
ら
に
し
て
し
ま
う
、
残
酷
な
者
で
あ
る
。
魚
に
も
魂
と
魄
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
魂
が
戻
る
べ
き
そ
の
魄
を
微
塵

に
し
て
し
ま
う
者
で
あ
る
。「
さ
わ
ら
」
の
未
来
を
指
し
示
す
「
ゆ
び
」
を
持
つ
者
、今
後
を
ど
う
す
る
か
を
「
さ
ば
く
（
裁

く
）」
者
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
相
手
の
運
命
や
先
行
き
を
も
左
右
す
る
も
の
と
し
て
の
「
ゆ
び
さ
き
」
や
「
鋭
さ
」
を
詠
っ

た
も
の
で
あ
る
。「
比
喩
」
の
歌
で
あ
る
。
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１
４
６　
　

そ
の
ゆ
び
が
火
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
世
界
を
ひ
と
つ
失
く
し
ま
し
た
ね

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。「
ひ
」
音
を
く
り
返
す
こ
と
で
リ
ズ
ム
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
「
そ
の
ゆ
び
」
は
「
世
界
を
」「
失
く
す
」
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、「
火
」
で
あ
る
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
ほ
ど
の
脅
威
で
あ
る
「
ゆ
び
」
で
あ
り
、
そ
の
「
火
」
も
ま
た
「
世
界
を
」「
失
く
す
」
こ
と
の
で
き
る
脅
威
な
の
で
あ

る
。
さ
て
、
こ
の
歌
で
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
「
気
づ
か
ず
に
」「
そ
の
」
で
あ
る
。
誰
が
「
気
づ
か

ず
に
」
い
た
の
か
、「
そ
の
」
の
指
示
対
象
は
何
で
あ
る
の
か
、
で
あ
る
。
作
中
主
体
は
歌
末
を
「
～
ね
」
と
す
る
こ
と
に

よ
り
、
自
身
以
外
の
対
象
に
言
葉
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
対
象
が
「
気
づ
か
ず
に
」

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
こ
の
」
で
は
な
く
「
そ
の
」
と
い
う
語
か
ら
、「
そ
の
ゆ
び
」
と
は
作
中
主
体
の
も
の
で
は

な
く
、
こ
の
対
象
な
い
し
別
の
者
の
「
ゆ
び
」
で
あ
る
。
こ
の
二
者
の
ど
ち
ら
の
「
ゆ
び
」
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い

が
、
こ
こ
で
は
作
中
主
体
が
言
葉
を
か
け
た
対
象
の
持
つ
「
ゆ
び
」
と
す
る
。
す
る
と
、
歌
末
の
「
～
ま
し
た
ね
」
と
い

う
表
現
が
単
な
る
指
摘
で
は
な
く
、
対
象
に
対
す
る
若
干
以
上
の
非
難
や
侮
蔑
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
失
意
と
い
っ
た

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
で
あ
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
世
界
を
失
く
し
」
た
と
い
う
こ
と
は
誰
に
わ
か
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
世
界
」
が
、地
球
上
の
実
世
界
を
指
す
な
ら
ば
、そ
れ
は
誰
し
も
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
世
界
」

を
滅
ぼ
す
ほ
ど
の
「
火
」
が
、
例
え
ば
、
戦
火
や
原
爆
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
ゆ
び
」
は
、
そ
れ
を
為

す
こ
と
の
で
き
る
者
の
「
ゆ
び
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
う
で
は
な
く
、こ
の
「
ゆ
び
」
が
大
衆
の
誰
か
の
も
の
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
こ
の
「
世
界
」
と
は
地
球
規
模
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
の
い
く
つ
か
の
「
世
界
」
の
う
ち

の
一
つ
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
ひ
と
に
と
っ
て
の
環
境
や
関
係
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
環
境
や
関
係
の
消
滅
は
、
そ
れ
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ら
を
持
つ
者
以
外
に
知
覚
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
認
知
も
ま
た
作
中
主
体
自
身
に
よ
る
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
作
中
主
体
自
身
が
、
自
身
を
客
体
視
し
た
歌
で
あ
る
。
作
中
主
体
自
身
が
、
自
身
に
対
し
、
お

前
は
気
づ
か
な
か
っ
た
な
、
と
突
き
放
す
よ
う
に
自
身
の
過
ち
を
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
想
起
」
の
歌
で
あ
る
。

２
０
６　
　

感
傷
の
ま
ぶ
た
に
そ
っ
と
ゆ
び
を
お
く　

救
わ
れ
る
の
は
い
つ
も
私
だ

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。
上
の
句
と
下
の
句
の
間
に
一
字
空
け
を
し
て
い
る
。

　
「
ゆ
び
を
お
く
」
こ
と
を
し
た
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
一
字
空
け
に
よ
る
効
果
を
考
え
た
い
。
一
字
空
け
と
い
う
区
別

が
無
け
れ
ば
、
そ
れ
は
作
中
主
体
で
あ
る
「
私
」
と
も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
一
字
空
け
に
よ
り
、
そ
の
主
語
が

変
わ
り
、
作
中
主
体
で
は
な
い
誰
か
だ
と
考
え
る
。「
感
傷
」
の
語
か
ら
、「
私
」
が
涙
し
た
こ
と
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。
そ

の
涙
の
浮
か
ん
だ
「
ま
ぶ
た
」
に
誰
か
が
「
そ
っ
と
ゆ
び
を
お
」
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
作
中
主
体
に

は
「
救
わ
れ
る
」
と
の
想
い
を
も
つ
。
し
か
も
、
そ
の
「
救
わ
れ
る
」
は
「
い
つ
も
」
で
あ
る
。「
感
傷
」
や
涙
の
あ
る
た

び
に
、
作
中
主
体
は
こ
の
誰
か
に
「
救
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ま
ぶ
た
に
」「
ゆ
び
を
お
く
」
と
い
う
行
為
を
考
え

る
。「
ま
ぶ
た
に
」「
お
く
」
と
い
う
こ
と
は
、「
お
く
」
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ

の
「
ま
ぶ
た
」
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
感
傷
」
と
は
「
ま
ぶ
た
」
を
閉
じ
て
し
ま
う
よ
う
な

も
の
、
か
つ
、「
救
わ
れ
る
」
と
感
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
決
し
て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
そ
の
誰
か
は
「
ま
ぶ
た
に
」「
ゆ
び
を
お
く
」
こ
と
の
で
き
る
距
離
に
い
る
。
ご
く
身
近
な
距

離
、
ご
く
身
近
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
ま
ぶ
た
に
」「
お
く
」
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
作
中
主
体
が
あ
る
、
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。「
お
く
」
と
は
、
上
か
ら
下
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
つ
。
作
中
主
体
は
横
た
わ
っ
て
涙
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
涙
を
押
さ
え
る
か
の
よ
う
に
、「
ゆ
び
を
お
く
」
身
近
な
誰
か
が
お
り
、
そ
れ
も
ま
た
、
何
度
も
繰
り
返
し
な
さ

れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
、「
そ
っ
と
」
に
注
目
し
た
い
。
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
「
ま
ぶ
た
」
に
「
ゆ
び
」
が
「
お
」

か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
作
中
主
体
は
「
そ
っ
と
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ま
ぶ
た
」
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
た

め
、
こ
の
「
そ
っ
と
」
は
感
触
と
し
て
作
中
主
体
は
と
ら
え
て
い
る
。「
そ
っ
と
」
と
は
、
そ
の
行
為
が
相
手
を
思
い
や
っ

て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
る
。
相
手
の
た
め
に
「
そ
っ
と
」「
お
く
」
の
で
あ
る
。
作
中
主
体
の
「
感
傷
」
を
と
ら
え
、
そ
れ

に
同
情
・
共
感
な
ど
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
同
情
の
ベ
ク
ト
ル
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
「
ゆ
び
」
な
の
で

あ
る
。「
ゆ
び
」
の
「
そ
っ
と
」
の
感
触
・
ベ
ク
ト
ル
に
よ
り
、
作
中
主
体
は
「
救
わ
れ
る
」。
つ
ま
り
、
く
り
返
し
く
り

返
し
、
作
中
主
体
は
「
感
傷
」
的
と
な
り
、
く
り
返
し
く
り
返
し
、
身
近
な
誰
か
の
同
情
に
よ
り
作
中
主
体
は
「
救
わ
れ

る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
作
中
主
体
が
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
身
近
な
誰
か
に
よ
る
同
情
と
作
中
主
体
の
「
救
わ
れ
る
」
思
い
は
、
繰
り
返
さ
れ
、
瞬
間
瞬
間
に
解

消
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。「
救
わ
れ
る
の
は
い
つ
も
私
」
で
あ
り
、
作
中
主
体
は
「
い
つ
も
」
受
け
手
で
い
る
ば

か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、「
救
」
い
を
求
め
て
い
る
も
の
は
、「
私
」
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。「
救
」
う
こ
と
を
作
中

主
体
こ
そ
が
し
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
救
わ
れ
る
」
ば
か
り
の
「
私
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
、
悲
し
み
や
や
り
き
れ
な
さ
の
永
遠
的
循
環
が
あ
る
。「
認
識
」「
展
開
」
の
歌
で
あ
る
。

２
４
２　
　

感
覚
の
お
こ
り
と
と
も
に
ゆ
び
さ
き
が
葉
で
も
花
で
も
な
い
の
に
気
づ
く
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五
七
五
七
七
で
あ
る
。

　
「
感
覚
の
お
こ
り
と
と
も
に
」「
気
づ
く
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
感
覚
の
お
こ
り
」
ま
で
は
「
ゆ
び
さ
き
が
葉
で
も
花

で
も
な
い
」
こ
と
に
「
気
づ
」
い
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
、「
ゆ
び
さ
き
が
」「
葉
」
で
あ
り
「
花
」

で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
ゆ
び
さ
き
」
を
も
つ
作
中
主
体
が
、
自
身
に
「
葉
」「
花
」
が
あ

る
と
思
っ
て
い
た
、「
葉
」「
花
」
が
あ
る
よ
う
な
草
木
と
自
身
を
と
ら
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
考

え
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
が
、「
感
覚
の
お
こ
り
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
お
こ
り
」
は
い
く
つ
か
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
起
り
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
感
覚
の
お
こ
り
」
は
、「
感
覚
」
が
「
お
こ
」
っ
た
、「
感
覚
」
が

醒
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
眠
り
や
夢
か
ら
醒
ま
さ
れ
た
状
態
と
と
ら
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
が
、で
は
、

こ
の
「
気
づ
」
き
に
対
し
、
作
中
主
体
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夢
の
中
で
、
作
中

主
体
は
、「
葉
」
や
「
花
」
の
あ
る
草
木
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
身
を
感
じ
て
い
た
。「
花
」
の
語
用
か
ら
、
そ
の
変
成
し

て
い
る
自
身
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
し
て
い
た
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
と
は
い
え
、
夢
か
ら
醒
め
る
と
、「
ゆ
び
さ
き
」

に
「
葉
」「
花
」
は
な
く
、「
ゆ
び
」
の
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
残
念
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
想
も
と
ら

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、「
ゆ
び
さ
き
」
以
外
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
夢
の
中
で
は
、「
ゆ
び
さ
き
」
は
「
葉
」「
花
」

に
変
成
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
腕
や
体
は
枝
や
幹
へ
の
変
成
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
。「
葉
」
や
「
花
」
の
よ
う
に
、
そ
よ
風
に
ひ
ら
ひ
ら
と
揺
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
散
っ
て
は
芽
吹
く

よ
う
な
変
化
の
あ
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。「
感
覚
の
お
こ
り
と
と
も
に
」「
気
づ
」
い
た
も
の
は
、「
ゆ
び
さ
き
」
が
、
変

成
な
く
、
指
で
し
か
な
い
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
体
も
ま
た
、
変
成
な
く
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
に
作
中
主
体
は
「
気
づ
」
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ゆ
び
さ
き
」
だ
け
へ
の
言
及
な
の
で
あ
る
。
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「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。

２
８
９　
　

ゆ
び
さ
き
の
き
れ
い
な
ひ
と
に
ふ
れ
ら
れ
て
名
前
を
な
く
す
花
び
ら
が
あ
る

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。「
な
」
音
を
繰
り
返
し
、
ま
た
、「
ｈ
」
音
を
繰
り
返
し
、
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
る
。
平
仮
名

ば
か
り
で
あ
り
、「
名
前
」「
花
」
の
み
漢
字
表
記
で
あ
る
。

　
「
名
前
を
な
く
す
」
に
表
現
の
難
解
さ
が
あ
る
。
慣
用
的
な
フ
レ
ー
ズ
で
も
な
い
。「
名
前
」
と
い
う
、
そ
れ
を
そ
れ
た

ら
し
め
て
い
る
も
の
を
「
な
く
す
」
の
で
あ
る
か
ら
、そ
れ
自
体
の
混
乱
や
存
在
の
危
う
さ
な
ど
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
正
体
を
な
く
す
」「
我
を
忘
れ
る
」に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
ろ
う
。自
身
を
自
身
た
ら
し
め
て
い
る「
名
前
」を
、「
き
れ
い
な
」

「
ゆ
び
さ
き
」
を
も
つ
「
ひ
と
」
に
「
ふ
れ
ら
れ
」
た
こ
と
に
よ
り
、「
花
び
ら
」
は
「
な
く
」
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
花
び
ら
」
は
、
そ
の
「
ひ
と
」
の
「
ゆ
び
さ
き
」
が
「
き
れ
い
」
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
名
前
を
な
く
」
し
た
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
ひ
と
」
が
何
に
よ
っ
て
「
花
び
ら
」
に
「
ふ
れ
」
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
単
に
、
身
体
の

ど
こ
か
が
か
す
っ
た
だ
け
の
よ
う
な
「
ふ
れ
」
か
た
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
ふ
れ
」
る
と
い
う
行
為
が
意
図
的

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
花
び
ら
」
と
い
う
、
そ
の
大
き
さ
に
さ
ほ
ど
の
も
の
を
ほ
と
ん
ど
が
も
た
な
い
も
の
に
「
ふ
れ
」
る

に
は
、
そ
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、「
ゆ
び
さ
き
」
に
よ
っ
て
「
ふ
れ
」
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
の
な
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
き
れ
い
な
」「
ゆ
び
さ
き
」
を
も
つ
「
ひ
と
」
と
い
う
の
は
、「
花
び
ら
」
が
「
名
前
を
な
く
す
」

な
ど
と
い
う
ほ
ど
稀
有
な
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ゆ
び
さ
き
の
き
れ
い
な
ひ
と
」
は
全
て
平
仮
名
で
の
表

記
で
あ
る
。
そ
れ
は
幼
さ
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
無
垢
や
純
粋
と
い
っ
た
「
ひ
と
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
無
垢
で
あ
る
「
ひ
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と
」
に
「
ふ
れ
ら
れ
」
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「
花
」
は
、
そ
の
「
名
」
を
「
な
く
」
し
、
我
を
忘
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
「
花
」
の
「
名
前
」
は
勿
忘
草
で
あ
る
。「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。

３
２
３　
　

て
の
ひ
ら
に
縫
い
つ
け
て
あ
る
冬
の
日
を
あ
な
た
の
ほ
そ
い
ゆ
び
が
ほ
ど
い
た

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。「
ほ
そ
い
」
と
「
ほ
ど
い
」
と
似
た
音
韻
を
く
り
返
し
て
い
る
。

　
『
て
ん
と
ろ
り
』
に
お
い
て
、「
手
」
と
「
ゆ
び
（
指
）」
の
ど
ち
ら
も
が
詠
ま
れ
た
唯
一
の
歌
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
ほ
そ

い
ゆ
び
が
」
作
中
主
体
の
「
て
の
ひ
ら
に
縫
い
つ
け
て
あ
る
冬
の
日
を
」「
ほ
ど
い
た
」
の
で
あ
る
。
語
順
を
考
え
た
い
。「
ほ

そ
い
」「
あ
な
た
の
」「
ゆ
び
」
で
は
な
く
、「
あ
な
た
の
ほ
そ
い
ゆ
び
」
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
が
ど
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
な
の

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
あ
な
た
の
」「
ゆ
び
」
は
「
ほ
そ
い
」
の
で
あ
る
。「
縫
い
つ
け
」
ら
れ
た
も
の
を
「
ほ
ど
」
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
細
さ
を
も
つ
「
ゆ
び
」
な
の
で
あ
る
。
針
や
縫
い
針
の
よ
う
な
、
硬
さ
や
鋭
さ
を
も
つ
「
ほ
そ
い
」「
ゆ

び
」
で
あ
り
、「
あ
な
た
」
は
そ
の
よ
う
な
確
と
し
た
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
「
ゆ
び
」

そ
の
も
の
の
「
ほ
そ
」
さ
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、「
縫
い
つ
け
」
ら
れ
て
い
る
も
の
を
単
純
に
「
ほ
ど
」
く
こ
と
が
で
き

る
ほ
ど
の
「
ほ
そ
」
さ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
そ
の
「
ほ
ど
」
こ
う
と
し
て
い
る
「
あ
な

た
」
に
は
、
何
度
も
何
度
も
く
り
返
し
ト
ラ
イ
す
る
熱
心
な
ベ
ク
ト
ル
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
ベ
ク

ト
ル
は
作
中
主
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
、
こ
の
「
て
の
ひ
ら
」
は
作
中
主
体
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
手
で
は
な
く
「
て
の
ひ
ら
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
受
け
止
め
る
行
為
や
性
向
を
示
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
「
縫
い
つ
け
て
あ
る
」
の
「
あ
る
」
で
あ
る
。「
い
る
」
で
は
な
く
、「
あ
る
」
な
の
で
あ
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る
。
こ
の
「
あ
る
」
に
よ
り
、「
冬
」
と
い
う
人
の
身
に
は
過
酷
な
も
の
が
、
作
中
主
体
の
「
て
の
ひ
ら
」
に
は
既
に
確
た

る
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
あ
る
程
度
以
上
の
経
過
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
う

長
い
間
、「
冬
の
日
」
を
「
縫
い
つ
け
て
あ
る
」
こ
と
に
よ
り
、
作
中
主
体
は
「
て
の
ひ
ら
」
を
使
う
こ
と
が
で
き
ず
、
何

も
の
を
も
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
作
中
主
体
の
心
身
の
双
方
も
「
冬
」
な
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
ほ
ど
い
」
て
く
れ
た
・
解
放
し
て
く
れ
た
の
が
「
あ
な
た
」
の
ま
っ
す
ぐ
で
厳
然
と
し
た
意
志
で
あ

る
。
そ
の
困
難
か
ら
の
解
放
の
様
子
は
、「
縫
」「
冬
」「
日
」
と
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
画
数
が
減
じ
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
か

ら
も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
「
冬
の
日
」
か
ら
「
縫
い
つ
け
て
あ
る
」
ほ
ど
作
中
主
体
と
一
体
的
で
あ
っ
た
暗
く
寒
い

「
冬
の
日
」
が
、
明
る
く
暖
か
い
春
の
日
の
よ
う
に
一
変
し
た
こ
と
を
示
し
た
歌
で
あ
る
。「
比
喩
」
の
歌
で
あ
る
。

３
５
４　
　

ゆ
び
さ
し
た
ほ
う
に
か
な
ら
ず
星
が
あ
る　

そ
れ
だ
け
が
よ
く
、
そ
れ
だ
け
の
日
々

　

五
七
五
七
七
、
あ
る
い
は
、
八
四
五
七
七
で
あ
る
。
上
の
句
と
下
の
句
の
間
に
一
字
空
け
が
あ
る
。「
日
々
」
と
体
言
止

め
を
し
て
い
る
。
平
仮
名
ば
か
り
で
あ
り
、「
星
」「
日
」
だ
け
が
漢
字
で
あ
る
。「
そ
れ
だ
け
」
を
反
復
さ
せ
て
い
る
。「
か
な

ら
ず
星
が
あ
る
」
に
「
ａ
」
＋
「
ａ
」
＋
「
ｒ
」
音
を
く
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
耳
馴
染
み
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

深
い
意
図
も
な
く
ど
ち
ら
か
に
向
け
て
「
ゆ
び
」
を
「
さ
」
す
と
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
「
か
な
ら
ず
星
が
あ
る
」
の
を

見
つ
け
る
。
そ
れ
は
一
見
、「
星
」
と
い
う
輝
き
や
き
ら
め
き
を
意
識
せ
ず
と
も
感
じ
ら
れ
る
素
晴
ら
し
さ
の
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
、
で
は
、
そ
の
「
ゆ
び
」
を
も
つ
作
中
主
体
は
ど
こ
に
い
る
の
か
を
考
え
た
い
。「
星
」
は
常
に
遠
く
に
あ
る
。

作
中
主
体
と
は
遠
く
離
れ
た
位
置
に
あ
る
。
そ
し
て
、「
星
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
闇
の
中
で
あ
る
。
自
身
の
身
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近
が
煌
々
と
し
て
い
る
と
き
、「
星
」
は
見
え
な
い
。
作
中
主
体
は
暗
い
中
に
い
る
。
い
ず
れ
の
方
向
に
も
き
ら
め
く
「
星
」

を
感
じ
ら
れ
る
作
中
主
体
は
、
そ
の
「
星
」
の
き
ら
め
き
に
比
し
て
暗
い
中
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
き
ら
め

き
は
自
身
と
は
遠
い
存
在
で
あ
り
、
か
つ
、
自
身
以
外
は
い
ず
れ
も
き
ら
め
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
状
況
に
、
ひ
と
息
を
つ
く
か
の
よ
う
に
、
一
字
空
け
を
用
い
、
作
中
主
体
は
「
そ
れ
だ
け
の
日
々
」
と
、
体
言
止
め

に
よ
り
、
確
認
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
歌
を
終
わ
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
さ
は
、
自
身
以
外
の

き
ら
め
き
で
あ
り
、「
そ
れ
だ
け
が
よ
」
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
し
た
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
歌
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
の
漢
字
の
一
つ
は
、「
日
」で
あ
り
、か
つ
、そ
れ
が「
々
」に
よ
り「
日
々
」

と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
毎
日
の
み
が
続
い
て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
方
の

漢
字
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
漢
字
は
「
星
」
で
あ
る
。「
星
」
は
分
解
す
る
と
、「
日
」
と
「
生
」
と
な
る
。
つ
ま

り
、き
ら
め
き
を
発
見
す
る
ば
か
り
の
「
日
々
」
は
続
い
て
い
る
が
た
だ
し
、そ
れ
ら
の
「
日
」
に
よ
り
作
中
主
体
は
「
生
」

を
実
感
し
て
い
る
。「
そ
れ
だ
け
」
で
、
そ
の
き
ら
め
き
だ
け
で
、
作
中
主
体
は
「
生
」
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
の

で
あ
る
。「
そ
れ
だ
け
」
の
反
復
と
「
日
々
」
の
体
言
止
め
に
よ
り
き
ら
め
き
の
存
在
を
、
そ
し
て
、「
日
」「
星
」
だ
け
の
漢

字
使
用
に
よ
り
「
生
」
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
認
識
」
の
歌
で
あ
り
、「
展
開
」
の
歌
で
も
あ
る
。

　
３
５
６　
　

本
棚
に
戻
さ
れ
た
な
ら
本
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
ゆ
び
を
待
つ
の
で
し
ょ
う
ね

　

五
七
五
七
七
で
あ
る
。

　
「
ゆ
び
」
と
は
、
そ
の
「
本
」
を
読
も
う
と
す
る
人
々
の
喩
え
で
あ
る
。「
ゆ
び
」
を
も
つ
者
、
す
な
わ
ち
、
人
の
ニ
ュ
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ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
本
」
は
単
な
る
「
本
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。「
本
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い

も
の
が
「
本
」
と
い
う
役
割
「
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
時
に
、「
本
棚
に
戻
」
す
と
い
う
こ

と
か
ら
、
元
々
、「
本
棚
に
」
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
や
は
り
、「
本
」
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、「
本
棚
」
か
ら
取
り
出
し
た

の
が
作
中
主
体
な
の
で
あ
る
。「
本
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
本
」
で
は
な
い
役
割
な
い
し
「
本
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
役

割
と
な
っ
て
い
る
「
本
」
が
、
本
来
あ
っ
た
「
本
棚
に
戻
」
る
と
、「
あ
ら
ゆ
る
ゆ
び
を
待
つ
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
に
は
い
く
つ
か
の
留
意
し
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
、「
～
な
ら
」、「
あ
ら
ゆ
る
」、「
～
で

し
ょ
う
」、「
～
ね
」
で
あ
る
。「
～
な
ら
」
は
仮
定
で
あ
る
。「
本
棚
に
戻
さ
れ
た
な
ら
」
と
い
う
の
は
仮
定
で
あ
り
、「
戻
さ
れ
」

る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
逆
説
的
に
表
し
て
い
る
。「
本
棚
に
戻
さ
れ
た
な
ら
」
そ
の
「
本
」
は
「
本
」
と
し
て
の
本
来
的
役

割
と
な
る
も
の
の
、
そ
う
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
～
で
し
ょ
う
」
は
、
推
量
、
か
つ
、
敬
体
で
あ
る
。
こ
の

推
量
は
「
～
な
ら
」
と
呼
応
し
て
い
る
た
め
、
有
り
得
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
推
量
し
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
な
る
。
こ
の

敬
体
は
、
丁
寧
語
で
あ
る
た
め
、
特
定
の
誰
か
に
対
し
て
の
敬
意
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
不
特
定
の
誰
か
・
誰
か
達
へ
の

敬
意
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
～
ね
」
は
、
呼
び
か
け
や
念
押
し
で
あ
る
。
不
特
定
の
誰
か
・
誰
か
達
へ
の
呼
び
か
け
・
念
押

し
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
本
」
が
「
本
棚
に
戻
さ
れ
」
な
い
こ
と
を
逆
説
的
に
示
す
宣
言
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
い
え
る
。
そ

し
て
、「
あ
ら
ゆ
る
」
は
、
全
て
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
ゆ
び
」
と
は
全
て
の
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
作
中
主
体
に
よ
る
、
全
て
の
人
々
に
対
し
て
の
、
こ
の
「
本
」
は
全
て
の
人
々
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
ら
の
「
ゆ
び
」
に
渡
す
つ
も
り
は
な
い
、
と
い
う
宣
言
な
の
で
あ
る
。
作
中
主
体
に
と
っ
て
、
こ
の
「
本
」
は
単
な
る

「
本
」
で
は
な
く
、「
本
」
以
上
の
存
在
な
の
で
あ
る
。「
認
識
」
の
歌
で
あ
る
。
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３
６
２　
　

栓
抜
き
に
ゆ
び
を
と
お
し
て
星
が
降
る
の
を
待
っ
て
い
る
翡
翠
少
年

　

五
七
五
七
七
、
な
い
し
、
五
七
七
五
七
で
あ
る
。
三
句
・
四
句
に
句
ま
た
が
り
が
あ
る
と
と
ら
え
た
い
。
そ
の
こ
と
に

よ
り
、
上
の
句
と
下
の
句
の
区
別
が
薄
れ
、
連
続
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　
「
栓
抜
き
」
は
ガ
ラ
ス
瓶
の
王
冠
に
使
う
も
の
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
は
「
翡
翠
」
の
質
感
や
色
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

砕
け
て
し
ま
う
よ
う
な
透
明
感
を
も
つ
質
感
で
あ
る
。「
星
が
降
る
の
を
」
見
る
こ
と
の
で
き
る
夜
空
も
ま
た
、
透
明
感
を

も
つ
。
そ
し
て
、「
星
が
降
る
」
そ
の
軌
跡
は
、
夜
空
を
両
断
す
る
よ
う
な
一
条
の
線
で
あ
る
。
か
つ
、「
星
が
降
る
」
と
は
、

そ
の
「
星
」
の
燃
え
つ
き
る
終
焉
の
姿
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
に
は
、
透
明
感
や
そ
の
喪
失
が
歌
全
体
に
と
ら
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
翡
翠
少
年
」
は
「
待
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
「
翡
翠
少

年
」
を
「
翡
翠
少
年
」
た
ら
し
め
る
「
待
っ
て
い
る
」
行
為
の
終
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
。「
栓
抜
き
」
と
は
、
ガ
ラ
ス
瓶

の
封
を
開
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ガ
ラ
ス
瓶
の
役
目
を
終
わ
ら
せ
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
そ
の
中
身
を
解
放
す
る

も
の
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
翡
翠
少
年
」
も
ま
た
、そ
の
硬
質
さ
ゆ
え
の
身
動
き
の
と
り
づ
ら
さ
か
ら
の
解
放
を
「
待
っ

て
い
る
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
栓
抜
き
」
の
使
用
を
、「
ゆ
び
」
と
い
う
意
志
の
感
じ
ら
れ
る
ベ
ク
ト
ル
と
併
せ
つ
つ
、

「
待
」
ち
望
ん
で
い
る
姿
が
そ
こ
に
は
と
ら
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
翡
翠
」
に
強
く
注
目
し
た
い
。「
翡
翠
」
は
ど
う
読
む
の
が
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
ヒ
ス
イ
」
で

は
あ
ろ
う
が
、こ
こ
で
は
「
カ
ワ
セ
ミ
」
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。「
カ
ワ
セ
ミ
」
は
、そ
の
羽
の
色
が
「
ヒ

ス
イ
」
色
で
あ
る
た
め
に
、「
翡
翠
」
と
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
鳥
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
翡
翠
」
に
く
り
返
し
使
わ
れ

て
い
る
「
羽
」
は
ま
さ
に
鳥
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
翡
翠
少
年
」
を
「
カ
ワ
セ
ミ
少
年
」
と
読
む
な
ら
ば
、
そ
の
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と
き
、
こ
の
「
少
年
」
は
、「
カ
ワ
セ
ミ
」
の
真
っ
直
ぐ
な
く
ち
ば
し
の
よ
う
に
、
そ
し
て
、
そ
の
く
ち
ば
し
の
真
っ
直
ぐ

さ
は
、
真
っ
直
ぐ
に
の
び
る
「
ゆ
び
」
に
ま
さ
に
表
さ
れ
、
夜
空
に
「
星
が
降
る
の
を
」
一
心
に
「
待
っ
て
い
る
」
景
が

浮
か
ぶ
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
心
持
や
姿
勢
の
美
し
さ
を
「
ヒ
ス
イ
」
の
よ
う
な
き
ら
め
く
美
し
さ
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る

こ
と
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
「
少
年
」
や
未
来
へ
の
真
摯
な
態
度
の
き
ら
め
く
美
や
彩
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
未
来
へ
羽
ば
た
く
こ
と
へ
の
予
兆
す
ら
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
へ
飛
び
立
つ
こ
と
へ
の
期

待
や
熱
望
、
そ
し
て
、
そ
の
美
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
「
展
開
」
の
歌
で
あ
る
。

　
３
９
８　
　

未
明
。
い
ち
ご
つ
ぶ
し
の
達
人
の
ゆ
び
の
舐
り
方
の
う
つ
く
し
い

　

三
七
五
九
五
で
あ
る
。
初
句
の
三
音
に
よ
る
字
足
ら
ず
で
あ
り
、
四
句
・
結
句
に
句
ま
た
が
り
が
あ
る
。
初
句
が
三
音

＋
句
点
で
あ
り
、
一
字
空
け
と
は
ま
た
異
な
る
余
白
を
用
い
て
い
る
。「
の
」
音
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
「
未
明
。」
と
い
う
、
三
音
の
破
格
、
か
つ
、
句
点
で
の
句
切
れ
に
よ
り
、
読
み
手
に
違
和
感
と
期
待
が
与
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
こ
の
「
未
明
」
は
、
時
制
に
つ
い
て
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
判
然
と
し
な
い
意
識
と
い
っ
た
も
の
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
ぼ
ん
や
り
し
た
時
間
帯
に
、
一
体
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
、
と
読
み
手
は
二
句
目
以
降
に
引
き

込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
「
い
ち
ご
つ
ぶ
し
」、
か
つ
、「
い
ち
ご
つ
ぶ
し
の
達
人
」
と
い
う
不
明
の
語
句

に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
作
中
主
体
は
、「
未
明
」
の
時
間
帯
に
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
意
識
で
い
た
が
、
覚
醒
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
理
由
が
、
二
句
目
以
降
に
詠
ま
れ
る
。
こ
こ
で
、
二
つ
の
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
は
、「
い
ち
ご
つ
ぶ
し
」

は
何
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
か
、と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、道
具
な
ど
で
は
な
い
。「
舐
り
方
」と
い
う
こ
と
か
ら
、「
達
人
」
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の
「
ゆ
び
」
に
よ
っ
て
「
い
ち
ご
つ
ぶ
し
」
が
な
さ
れ
、
そ
の
「
ゆ
び
」
を
「
舐
」
っ
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の

景
は
、「
つ
ぶ
」
さ
れ
た
「
い
ち
ご
」
に
よ
り
、「
ゆ
び
」
が
鮮
や
か
に
赤
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、そ
の
赤
の
彩
が
「
う

つ
く
し
い
」
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
、「
う
つ
く
し
い
」
の
は
「
舐
り
方
」
で
あ
る
。
赤
に
ま
み
れ
た
「
達
人
の
ゆ
び
」

の
「
舐
り
方
」
が
「
う
つ
く
し
い
」
の
で
あ
る
。
作
中
主
体
は
、
こ
の
「
達
人
」
を
「
達
人
」
た
ら
し
め
て
い
る
「
い
ち

ご
つ
ぶ
し
」
と
い
う
技
に
対
し
て
「
う
つ
く
し
い
」
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
と
ら
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
技
の
結
果
へ

の
行
為
で
あ
る
「
舐
り
方
」、
そ
の
技
を
為
さ
せ
る
「
ゆ
び
」
を
き
ら
り
と
磨
き
上
げ
る
か
の
よ
う
な
「
舐
り
方
」
を
賛

美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
ゆ
び
」
で
「
い
ち
ご
」
を
破
壊
し
た
こ
と
へ
の
舌
な
め
ず
り
と
い
っ
た
よ
う
な
「
達
人
」

の
達
成
感
・
満
足
感
を
受
け
、
そ
れ
を
賛
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
四
句
終
わ
り
の
「
の
」
で
あ
る
。
こ

の
「
の
」
に
は
二
つ
の
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
主
格
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
舐
り

方
」「
が
」「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
な
る
。「
が
」
で
あ
る
と
こ
ろ
を
「
の
」
と
す
る
こ
と
に
よ
る
違
和
感
が

出
さ
れ
る
。
次
に
、
連
体
修
飾
格
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、「
う
つ
く
し
い
」
の
後
に
、
例
え
ば
「
姿
が

あ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
省
略
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
省
略
が
何
で
あ
る
の
か
を
読
み
手
は
考
え
続
け
る
こ
と
に
な
り
、

か
つ
、「
の
」
が
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
永
遠
的
循
環
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
中
主
体
の
気
づ

い
た
「
う
つ
く
し
」
さ
は
永
遠
に
忘
れ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
認
識
」「
展
開
」
の
歌
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
ゆ
び
」
に
て
「
つ
ぶ
」
す
行
為
の
歌
が
先
に
も
あ
っ
た
。
１
０
３
歌
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
、「
ゆ
び
さ
き
」

に
よ
り
「
つ
ぶ
」
す
行
為
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
両
歌
に
共
通
し
て
い
る
。
他
に
も
共
通
が
い
く
つ
も
あ
る
。
く
り
返
さ
れ

る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
、野
菜
・
食
べ
物
が
「
つ
ぶ
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
す
る
と
、３
９
８
歌
の
「
い

ち
ご
」
も
、
１
０
３
歌
の
「
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
」
と
同
様
に
、
地
球
を
喩
え
た
も
の
だ
と
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
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か
。
ほ
ぼ
球
体
の
「
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
」
と
異
な
り
、「
い
ち
ご
」
は
球
体
と
は
単
純
に
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
球
体
で

は
な
い
そ
の
歪
さ
こ
そ
が
、
地
球
が
「
つ
ぶ
」
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
況
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
で

に
、
球
を
保
て
ず
に
歪
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
の
世
界
を
、「
達
人
」
が
「
つ
ぶ
」
し
て
し
ま
う
、
と
ど
め
を
さ
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
い
ち
ご
」
だ
か
ら
こ
そ
、
と
ら
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
い
ち
ご
」
の
果
肉
・
果
汁
で
あ
る
赤
に
ま

み
れ
た
「
ゆ
び
」
は
、
血
ま
み
れ
を
表
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
、「
い
ち
ご
」
を
漢
字
表
記
す
る
と
「
一
期
」
と
も
と

ら
え
ら
れ
、「
い
ち
ご
つ
ぶ
し
」
と
は
、
生
涯
を
終
わ
ら
さ
れ
る
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
球
の
終
わ
り
、
世

界
の
終
わ
り
を
ほ
ん
の
小
さ
な
事
物
・
事
象
か
ら
も
く
り
返
し
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
い
作
中
主
体
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

や
は
り
、「
認
識
」「
展
開
」
の
歌
で
あ
り
、「
比
喩
」
の
歌
で
あ
る
。

四
、
小
考

　
『
て
ん
と
ろ
り
』
に
お
け
る
「
ゆ
び
（
指
）」
お
よ
び
「
手
」
の
歌
を
評
釈
し
た
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
手
」
の
歌

に
つ
い
て
は
、『
ひ
と
さ
ら
い
』
の
「
手
」
の
歌
と
同
様
の
特
徴
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
や
は
り
、
笹
井
宏
之
は
「
希
求
」

の
歌
人
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
ゆ
び（
指
）」の
十
四
首
は
、い
く
つ
か
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、１
９
歌
・
３
６
２
歌
は
、「
手
」の
歌
と
同
じ
よ
う
に「
希

求
」
の
歌
で
あ
る
。
１
９
歌
は
「
～
な
の
」
と
「
平
和
」
へ
の
疑
問
を
提
示
し
つ
つ
、
読
み
手
を
含
め
た
他
者
に
そ
の
答

え
を
求
め
て
い
る
。
３
６
２
歌
で
は
、「
翡
翠
少
年
」
が
「
待
っ
て
い
る
」。「
星
が
降
る
の
を
」
希
み
、求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ゆ
び
（
指
）」
の
歌
か
ら
も
、
笹
井
の
短
歌
に
は
「
希
求
」
を
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、「
変
成
」
の
歌
が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
前
稿
に
お
い
て
、
笹
井
の
歌
に
は
「
希
求
」
や
「
変
成
」
が
と
ら
え
ら

れ
る
と
し
た
。
そ
の
「
変
成
」
の
歌
が
、
１
９
歌
・
８
５
歌
・
１
４
６
歌
・
２
０
６
歌
・
２
４
２
歌
・
３
２
３
歌
で
あ
る
。

特
に
、
８
５
歌
と
３
２
３
歌
は
、「
解
放
」
を
詠
っ
て
い
る
。
不
自
由
や
窮
屈
か
ら
の
「
解
放
」
と
い
っ
た
「
変
成
」
で
あ

る
。『
ひ
と
さ
ら
い
』
に
お
け
る
「
手
」
の
歌
と
通
ず
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
１
９
歌
・
１
３
７
歌
・
１
４
６
歌
の
よ
う
に
、「
ゆ
び
（
指
）」
を
道
具
に
見
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
１
９
歌
は
、

「
ゆ
び
」
を
人
を
集
め
る
も
の
や
象
徴
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
詠
っ
て
い
る
。
１
３
７
歌
は
、「
ゆ
び
さ
き
」
を
そ
の
ま
ま
、

何
ら
か
の
道
具
と
し
て
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
包
丁
」
と
同
様
に
「
す
る
ど
い
」
も
の
と
し
て
い
る
。
１
４
６

歌
は
、「
ゆ
び
」
を
「
火
」
と
し
て
い
る
。
３
５
６
歌
も
、
道
具
で
は
な
い
が
、「
ゆ
び
」
を
人
々
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

歌
に
共
通
す
る
の
は
、大
き
な
対
象
を
扱
う
も
の
と
し
て
の「
ゆ
び（
指
）」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
平
和
」「
命
」

「
世
界
」「
人
々
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
大
き
な
対
象
を
、
わ
ず
か
で
小
さ
な
「
ゆ
び
（
指
）」
に
よ
り
、
考
え
さ
せ
る
こ
と

を
為
し
て
い
る
。
小
さ
な
存
在
に
よ
り
大
き
な
概
念
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

河
路
由
佳
（
一
九
九
九
）
が
現
代
短
歌
に
お
け
る
「
ゆ
び
（
指
）」
の
秀
歌
を
あ
げ
て
い
る
（
８
）
が
、そ
れ
ら
に
は
「
命
」「
生
」

が
共
通
し
て
い
る
。
笹
井
短
歌
も
そ
れ
ら
の
秀
歌
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
笹
井
短
歌
は
、
共
通

し
つ
つ
も
、「
命
」「
生
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
対
象
を
よ
り
拡
充
し
て
い
る
こ
と
も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
し
て
、力
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
「
ゆ
び
（
指
）」
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
１
０
３
歌
・
１
４
６
歌
・
２
０
６
歌
・
２
８
９
歌
・

３
２
３
歌
・
３
９
８
歌
で
あ
る
。
１
０
３
歌
で
は
、「
ゆ
び
さ
き
」
は
「
ピ
ー
ス
を
つ
ぶ
」
し
て
い
た
。
平
和
を
も
壊
し
て

し
ま
う
「
ゆ
び
」
な
の
で
あ
る
。
１
４
６
歌
で
は
、「
ゆ
び
」
は
「
世
界
を
」「
失
く
」
す
「
火
」
で
あ
る
。
２
０
６
歌
の
「
ゆ

び
」
は
、「
私
」
を
「
救
」
う
も
の
で
あ
る
。
２
８
９
歌
に
お
い
て
、「
き
れ
い
な
ひ
と
」
の
「
ゆ
び
さ
き
」
に
よ
り
、「
花
び
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ら
」
は
「
名
前
を
な
く
」
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
。「
て
の
ひ
ら
に
縫
い
つ
け
て
あ
る
」
ほ
ど
の
も
の
を
、「
ゆ
び
が
ほ
ど

い
」
て
い
る
の
が
３
２
３
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
中
主
体
の
「
冬
の
日
」
を
一
変
さ
せ
て
い
る
。
３
９
８
歌
は
「
い
ち

ご
つ
ぶ
し
」
を
「
ゆ
び
」
が
し
て
い
る
。「
い
ち
ご
」
を
「
い
ち
ご
」
た
ら
し
め
な
く
す
る
ほ
ど
の
力
を
「
ゆ
び
」
が
も
っ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
、「
ゆ
び
（
指
）」
は
、
何
ら
か
の
力
を
も
つ
。

　

力
を
も
つ
の
も
の
と
し
て
の
「
ゆ
び
（
指
）」
に
は
、こ
の
よ
う
な
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、そ
の
「
ゆ
び
（
指
）」

の
力
を
向
け
る
対
象
で
あ
る
。「
ゆ
び
（
指
）」
は
、
１
９
歌
・
６
０
歌
・
１
０
３
歌
・
１
３
７
歌
・
１
４
６
歌
・
２
０
６

歌
・
２
８
９
歌
・
３
６
２
歌
・
３
９
８
歌
と
実
に
九
首
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
力
が
大
き
な
対
象
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
１
９
歌
・
１
０
３
歌
で
は
、「
平
和
」
を
分
断
し
た
り
「
つ
ぶ
」
し
た
り
し
て
い
る
。
６
０
歌
で
は
、「
は
じ
ま
り
」

が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
よ
う
に
始
ま
る
た
め
の
関
門
と
な
っ
て
い
る
。
１
３
７
歌
の
「
ゆ
び
」
は
「
さ
わ
ら
」
の
運
命
や
未
来

を
決
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
１
４
６
歌
に
お
け
る
「
ゆ
び
」
は
「
世
界
を
」「
失
く
」
す
べ
く
力
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

２
０
６
歌
の
「
ゆ
び
」
に
よ
り
、「
私
」
は
「
救
わ
れ
る
」
こ
と
を
実
感
す
る
。
２
８
９
歌
に
お
い
て
、「
名
前
を
な
く
す
」

と
い
う
「
自
身
」
を
失
う
こ
と
へ
、「
ゆ
び
さ
き
」
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
３
６
２
歌
に
は
、
未
来
へ
の
ベ
ク
ト
ル
と
し
て

の
「
ゆ
び
」
が
表
さ
れ
て
い
る
。
３
９
８
歌
で
の
「
い
ち
ご
」
を
「
つ
ぶ
」
す
の
も
「
ゆ
び
」
で
あ
る
。「
未
明
」
と
い
う

判
然
と
し
な
い
何
か
を
覚
醒
さ
せ
、
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
何
ら
か
の
大
き
な
対
象
へ
「
ゆ
び
」
は
力

を
行
使
し
て
い
る
・
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
ゆ
び
（
指
）」
は
力
を
も
つ
、
す
な
わ
ち
、「
解
放
」「
変

成
」
を
「
希
求
」
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
力
は
「
平
和
」「
は
じ
ま
り
」「
運
命
」「
世
界
」「
救
い
」「
自
身
」「
未
来
」
な
ど

と
い
っ
た
哲
学
的
概
念
、す
な
わ
ち
、人
間
課
題
の
本
質
や
真
理
の
「
希
求
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
自
身
と
は
何
か
」「
平

和
は
実
現
で
き
る
か
」
な
ど
と
い
っ
た
莫
大
な
命
題
に
つ
な
が
る
対
象
に
差
し
向
け
ら
れ
た
、
強
大
な
力
で
あ
る
。
つ
ま
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り
、「
ゆ
び
（
指
）」
は
課
題
か
ら
の
解
放
・
課
題
の
解
消
を
「
希
求
」「
懇
求
」
す
る
「
ベ
ク
ト
ル
」
で
あ
る
。
笹
井
短
歌
は
、

真
理
の
究
明
の
「
希
求
」「
懇
求
」
を
詠
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
前
稿
に
続
く
も
の
と
し
て
、
笹
井
宏
之
第
二
歌
集
『
て
ん
と
ろ
り
』
に
お
け
る
「
ゆ
び
（
指
）」
の
歌
を

中
心
に
考
察
を
進
め
た
。短
歌
初
学
者
が
笹
井
短
歌
を
読
む
と
き
に
や
は
り
、「
希
求
」を
、か
つ
、人
間
課
題
解
消
の「
懇
求
」

を
視
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
解
釈
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
代
表
的
な
歌
が
、
３
２
３
歌
「
て
の
ひ
ら
に
縫
い
つ
け
て
あ
る

冬
の
日
を
あ
な
た
の
ほ
そ
い
ゆ
び
が
ほ
ど
い
た
」
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、「
冬
の
日
」
と
い
う
人
間
の
誰
し
も
に
必
ず

巡
り
来
て
し
ま
う
、
そ
の
よ
う
な
辛
く
厳
し
い
課
題
を
、
対
照
的
な
「
あ
な
た
の
ほ
そ
い
ゆ
び
」
が
解
消
し
た
こ
と
の
感

激
が
詠
わ
れ
て
い
る
。「
ゆ
び
（
指
）」
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
辛
さ
す
ら
解
く
こ
と
の
で
き
る
力
な
の
で
あ
る
。
こ
の

課
題
に
対
す
る
力
と
し
て
の
「
ゆ
び
（
指
）」
は
、
１
４
６
歌
「
そ
の
ゆ
び
が
火
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
世
界
を
ひ

と
つ
失
く
し
ま
し
た
ね
」
に
も
詠
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
１
４
６
歌
に
お
け
る
「
ゆ
び
」
は
「
火
」
と
い
う
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
」
で
あ
る
。
力
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ゆ
び
」
を
行
使
す
る
こ
と
は
、「
世
界
を
」「
失
く
」
す
こ
と
の
で

き
る
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
「
ベ
ク
ト
ル
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
課
題
解
消
の
「
懇
求
」
を
「
ゆ
び
（
指
）」
と
い
う

力
を
も
つ
「
ベ
ク
ト
ル
」
に
仮
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、こ
の
課
題
解
消
の
「
希
求
」
の
片
鱗
は
、す
で
に
『
ひ

と
さ
ら
い
』
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
い
た
。
高
校
国
語
「
言
語
文
化
」
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
「
え
ー
え
ん
と
く
ち
か
ら
え
ー

え
ん
と
く
ち
か
ら
永
遠
解
く
力
を
下
さ
い
」
で
あ
る
。「
永
遠
」
と
い
う
課
題
を
打
破
す
る
ほ
ど
の
強
大
な
「
力
を
下
さ
い
」
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と
笹
井
は
ま
さ
に
「
希
求
」「
懇
求
」
し
て
い
る
。
笹
井
短
歌
は
課
題
を
注
視
し
、
詠
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
え
ー
え

ん
と
～
～
」
に
続
き
、
高
校
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
二
首
目
の
笹
井
短
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。「
砂
時
計
の
な
か
を
流
れ

て
い
る
も
の
は
す
べ
て
こ
ま
か
い
砂
時
計
で
あ
る
」
で
あ
る
。『
て
ん
と
ろ
り
』
か
ら
の
歌
で
あ
る
。
高
校
国
語
選
択
科
目

「
文
学
国
語
」
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
歌
も
ま
た
、「
砂
時
計
」
の
中
に
「
こ
ま
か
い
砂
時
計
」
が
あ
る
と
し
、「
永
遠
」

の
循
環
お
よ
び
「
時
間
」
を
詠
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、「
永
遠
」「
時
間
」
と
い
う
哲
学
的
課
題
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
見
、
単
に
観
念
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。
笹
井
短

歌
は
そ
う
い
っ
た
哲
学
的
対
象
を
、「
ゆ
び
（
指
）」
と
い
っ
た
身
体
性
に
よ
っ
て
対
峙
す
る
こ
と
で
、
よ
り
現
実
的
な
も

の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
解
消
を
本
気
で
「
懇
求
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
身
の
身
体
と
い
う
現
実
と
世

に
あ
る
課
題
と
の
接
地
点
や
せ
め
ぎ
合
い
を
模
索
す
る
日
々
を
過
ご
す
青
少
年
で
あ
る
短
歌
初
学
者
に
と
っ
て
も
、
親
和

性
や
親
近
性
を
も
つ
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
意
識
的
に
、
あ
る
い
は
、
無
意
識
に
、
体
験
ー
体
感
ー
体
得
と
身
体

感
覚
を
通
じ
て
学
び
深
め
て
い
く
青
少
年
に
は
、
評
釈
へ
の
一
視
点
に
な
る
と
考
え
る
。
と
き
に
は
、
笹
井
短
歌
の
「
希

求
」「
懇
求
」
の
姿
勢
が
、
短
歌
初
学
者
の
生
き
る
道
を
勇
気
づ
け
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
生
き
て
い
く
た
め
の
支
え
に

な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
姿
勢
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
る
た
め
の
導
入
材
と
も
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
笹
井
短
歌
は
実
学
と
し
て
の
一
首
で
あ
り
、
文
学
初
学
者
の
た

め
の
一
首
と
も
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
お
お
む
ら　

と
き
お
・
文
学
研
究
科
博
士
課
程
三
年
）
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笹井宏之の短歌の研究 その二　−第二歌集『てんとろり』における身体語彙「ゆび（指）」を中心に−

［
註
］

（
１
）
大
村
勅
夫
（
二
〇
二
四
）「
笹
井
宏
之
の
短
歌
の
研
究　

そ
の
一
」
北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
新
人
文
学vol.20

』

（
２
）「
新
文
学
国
語
」
三
省
堂　

二
〇
二
三
年
検
定
済

（
３
）『
て
ん
と
ろ
り
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
佐
賀
新
聞
掲
載
歌
三
七
首
の
中
に
も
、「
み
づ
う
み
に
沈
ん
で
ゐ
た
る
秋
空
を
十
の
指
も
て
壊
し

て
し
ま
ふ
」（
二
〇
〇
六
、一
〇
、一
二
）
と
、
漢
字
の
「
指
」
表
記
で
は
あ
る
が
、「
ゆ
び
（
指
）」
を
用
い
た
作
品
も
あ
っ
た
。

（
４
）
村
田
祐
菜
「
近
代
短
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」kindaitannkadatabase.com　

二
〇
二
四
，
六
，
四
閲
覧

（
５
）
野
浪
正
隆
（
二
〇
一
〇
）「
近
代
小
説
に
使
わ
れ
た
身
体
語
彙
に
つ
い
て　

―
大
量
語
彙
検
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
―
」

『
学
大
国
文
』
５３　

大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
講
座
・
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
講
座　

七
五
頁

（
６
）
山
田
航
（
二
〇
一
五
）『
桜
前
線
開
架
宣
言
』
左
右
社
、　

東
直
子
・
佐
藤
弓
生
・
千
葉
聡
（
二
〇
一
八
）『
短
歌
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
』

書
肆
侃
侃
房

（
７
）
河
路
由
佳
（
一
九
九
九
）「
指
」
岡
井
隆
監
修
・
三
枝
昂
之
ら
編
『
岩
波
現
代
短
歌
辞
典
』
岩
波
書
店

（
８
）（
７
）
に
同
じ
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