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三
十
二
年
間
を
振
り
返
っ
て

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス

私
が
宮
城
学
院
の
教
員
に
赴
任
し
た
の
は
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
日
で
し
た
。
定
年
を
迎
え
る
二
〇
二
〇
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
三

十
一
年
と
六
カ
月
奉
職
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
赴
任
当
時
、
ま
だ
三
十
五
歳
の
若
さ
で
し
た
。
そ
の
時
、
私
に
と
っ
て
、
宮
城
学

院
で
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
天
の
助
け
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

私
は
、
故
郷
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
で
日
本
語
を
専
攻
し
、
一
九
七
四
年
四
月
か
ら
東
北
大
学
文
学
部
に
日
本
国
費
留
学
生
と
し
て

来
仙
し
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
ま
だ
冷
戦
の
真
っ
盛
り
だ
っ
た
時
期
で
、
私
が
学
ん
だ
英
語
圏
の
日
本
史
研
究
は
、
米
国
の
学
者
が
中
心
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
唯
物
史
観
（
マ
ル
ク
ス
主
義
）
が
幅
を
利
か
せ
て
い
た
当
時
の
日
本
国
内
の
研
究
流
儀
と
ア
メ
リ
カ
の

研
究
が
鋭
く
対
立
し
て
い
る
状
況
で
し
た
。
自
分
が
研
究
対
象
と
す
る
人
々
た
ち
の
考
え
方
・
価
値
観
を
批
判
・
否
定
し
て
、
自
分
た
ち
の

価
値
観
に
囚
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
当
時
の
米
国
人
の
こ
う
し
た
研
究
姿
勢
に
は
、
青
二
才
の
私
と
し
て
大
き
な
違
和
感
を
抱
い
て
い

ま
し
た
。
若
い
う
ち
に
日
本
留
学
が
で
き
て
も
、
学
ぶ
べ
き
は
語
学
だ
け
で
本
領
の
史
学
に
つ
い
て
は
左
翼
思
想
に
染
ま
ら
な
い
う
ち
に
米

国
の
大
学
に
転
学
し
て
自
分
の
学
問
を
形
成
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
そ
の
当
時
の
英
語
圏
日
本
研
究
の
「
常
識
」
だ
っ
た
の
に
、
私
は
、
日

本
に
留
学
し
て
、
あ
え
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
抗
お
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

東
北
大
学
で
初
め
て
自
分
の
指
導
教
官
と
決
ま
っ
て
い
た
渡
辺
信
夫
先
生
に
面
会
し
、「
君
は
、
目
標
は
何
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た
と
き

に
、
恐
れ
多
く
も
「
こ
こ
の
大
学
院
で
博
士
号
を
取
る
こ
と
」
と
答
え
ま
し
た
。
当
時
、
日
本
の
大
学
院
で
博
士
号
と
い
う
も
の
は
、
還
暦

を
迎
え
た
老
練
の
研
究
者
が
生
涯
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
特
別
な
、
あ
る
い
は
名
誉
的
な
も
の
と
い
う
社
会
的
位
置

づ
け
で
し
た
。
若
い
研
究
者
が
博
士
課
程
在
学
中
、
ま
た
単
位
満
了
退
学
後
に
論
文
を
提
出
し
て
認
定
さ
れ
る
課
程
内
博
士
に
な
る
こ
と
だ

け
で
も
不
可
能
に
近
か
っ
た
の
に
、
国
立
大
学
で
留
学
生
に
博
士
号
を
与
え
る
と
い
う
前
例
も
な
く
、
ま
さ
に
「
不
可
能
」
の
二
乗
と
い
う

こ
と
を
成
し
遂
げ
た
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
こ
う
い
う
事
情
を
知
ら
ず
に
、「
や
り
た
い
」
と
い
っ
た
私
は
、
若
く
て
無

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

－1－



知
だ
っ
た
か
ら
言
え
た
だ
け
で
す
が
、
運
良
く
、
渡
辺
先
生
の
方
で
は
、
か
ね
て
よ
り
外
国
人
の
若
い
研
究
者
を
日
本
国
内
の
水
準
で
教
育

し
て
育
て
た
い
と
い
う
夢
を
抱
か
れ
て
い
た
の
で
、
私
は
、
い
う
な
ら
ば
、
願
っ
て
も
な
い
良
い
実
験
材
料
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
十
年
余
り
、

私
が
渡
辺
先
生
の
指
導
の
下
、
仙
台
藩
の
地じ

か
た方
知ち
ぎ
ょ
う
せ
い

行
制
と
い
う
、
当
時
、
外
国
人
は
言
う
に
及
ば
ず
、
日
本
人
の
誰
で
も
絶
対
に
手
を
付
け

な
い
、
超
マ
イ
ナ
ー
で
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
博
士
論
文
を
ま
と
め
ら
れ
る
前
に
、
大
学
院
に
学

生
と
し
て
在
籍
で
き
る
年
限
を
過
ぎ
留
学
生
の
在
留
資
格
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
、
海
外
で
仕
事
を
探
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
唯
一

見
つ
け
ら
れ
た
の
が
、
米
国
の
小
規
模
の
大
学
の
日
本
語
教
師
と
し
て
の
仕
事
で
し
た
。
し
か
し
、
米
国
の
大
学
で
の
採
用
は
か
な
ら
ず
試

用
期
間
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
使
用
期
間
の
中
間
評
価
で
、
学
生
の
支
持
を
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
そ
の
先
の
契

約
更
新
の
な
い
こ
と
を
宣
告
さ
れ
ま
し
た
。
運
よ
く
、
そ
の
直
後
に
か
の
有
名
な
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
一
年
間
だ
け
の
代
用
教
員
と
し
て
の

臨
時
採
用
で
研
究
者
生
命
を
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
一
年
間
が
終
わ
る
と
私
は
、
万
策
が
尽
き
八
方
ふ
さ
が
り
の
「
い
わ
く
あ

り
」
の
人
と
し
て
、
英
語
圏
内
で
の
就
職
の
道
を
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
状
態
で
し
た
の
で
、
一
九
八
九
年
か
ら
宮
城
学
院
女
子
短
期
大
学
に
新
設
さ
れ
る
国
際
文
化
科
で
日
本
文
化
論
を
担
当
す
る
教

員
と
し
て
採
用
が
決
ま
っ
た
と
き
に
は
、
万
死
一
生
の
思
い
で
し
た
。
無
職
状
態
で
仕
方
な
く
母
の
家
に
居
候
し
て
い
た
私
が
、
図
ら
ず
し

て
、
仙
台
に
戻
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
、
宮
城
学
院
に
は
大
学
と
短
大
が
併
設
さ
れ
、
国
際
文
化
科
は
、
短
大
に
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
心
に
は
、
ア
ラ

ブ
世
界
、
ア
フ
リ
カ
、
東
南
・
南
ア
ジ
ア
、
南
米
の
地
域
研
究
の
ほ
か
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
国
際
経
済
、
言
語
学
、
法
学
の
専
門
教
員
が

置
か
れ
、
短
期
大
学
と
は
思
え
な
い
多
様
な
教
師
陣
が
揃
っ
て
い
ま
し
た
。
加
え
て
、
何
よ
り
も
注
目
を
集
め
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
実
際
に
出
向
い
て
現
地
で
学
べ
る
海
外
実
習
を
教
育
の
柱
の
１
つ
に
据
え
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
初
代
科
長
で
ア
ラ
ブ
・
中
東
の
言
語
が

ご
専
門
の
矢
島
文
夫
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
エ
ジ
プ
ト
実
習
は
、
絶
大
の
人
気
を
誇
っ
て
お
り
、
二
班
に
分
か
れ
て
実
施
し
な
け

れ
ば
希
望
者
全
員
を
連
れ
て
い
け
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
毎
年
の
入
試
で
も
競
争
率
が
高
く
、
入
学
目
標
数
を
軽
く
確
保
で
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
ほ
ど
な
く
、
観
光
客
を
狙
っ
た
過
激
派
に
よ
る
テ
ロ
事
件
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
番
の
目
玉
の
エ
ジ
プ
ト
実

習
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
少
子
化
に
よ
る
受
験
者
数
の
減
少
が
次
第
に
顕
著
に
表
れ
、
た
っ
た
の
十
年
間
で
短

三
十
二
年
間
を
振
り
返
っ
て
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期
大
学
が
行
き
詰
ま
り
、
短
大
の
す
べ
て
の
科
が
大
学
の
学
科
に
改
組
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
国
際
文
化
科
の
教
員
に
な
っ
た
私
は
、
苦
労
と
試
練
の
毎
日
で
し
た
。
大
学
院
で
私
が
身
に
つ
け
て
い
た
よ
う

な
語
り
・
言
葉
は
、
短
大
生
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
宇
宙
語
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
学
生
に
通
じ
る
よ
う
に
話
せ
る
よ
う
に
な
る
の
に
は
、

何
年
も
か
か
り
ま
し
た
。
宇
宙
語
で
語
ら
れ
る
私
の
講
義
は
、
学
生
の
昼
寝
の
時
間
で
し
た
。
当
然
、
モ
リ
ス
の
ゼ
ミ
の
希
望
者
は
ほ
と
ん

ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ゼ
ミ
の
人
数
振
り
分
け
を
す
る
と
き
に
人
気
ゼ
ミ
が
満
員
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
あ
ふ
れ
落
ち
た
者
や
、
ゼ
ミ
希
望
を

出
さ
な
か
っ
た
・
出
し
そ
び
れ
た
学
生
を
割
り
当
て
ら
れ
る
は
め
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
モ
リ
ス
ゼ
ミ
は
、
い
う
な
ら
、
国
際
文
化
科

の
吹
き
溜
ま
り
場
の
よ
う
な
状
態
で
し
た
。
万
策
窮
し
て
、
ゼ
ミ
に
お
菓
子
を
持
ち
込
ん
で
そ
れ
で
学
生
を
「
釣
ろ
う
」
と
試
み
ま
し
た
が
、

私
の
体
重
が
十
キ
ロ
増
え
た
以
外
に
は
、
目
立
っ
た
成
果
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
よ
り
も
、
英
語
圏
で
日
本
人
と
対
等
に
日
本
史
研
究

が
で
き
る
学
生
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
に
こ
れ
ま
で
頑
張
っ
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
何
で
自
分
が
日
本
人
の
若
者
に
日
本
文
化
論
を
教
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
担
当
し
て
い
た
領
域
に
対
す
る
自
分
自
身
の
不
審
な
い
し
不
信
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
危
機
に
陥
っ
て
い
て
、
悶
々
と
し
て
い
ま
し
た
。

端
く
れ
で
も
歴
史
家
を
自
認
す
る
私
に
と
っ
て
、
日
本
文
化
論
を
担
当
す
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
無
神
論
者
に
神
学
を
教
え
さ
せ
る
よ

う
な
も
の
で
し
た
。
時
代
ご
と
に
万
華
鏡
の
ご
と
く
変
化
す
る
「
日
本
人
」
の
す
が
た
を
歴
史
家
と
し
て
し
ば
し
ば
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
に

加
え
、
地
域
の
歴
史
を
一
貫
し
て
学
ん
で
き
た
私
に
と
っ
て
、
当
時
の
日
本
文
化
論
で
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
時
代
と
地
域
を
超
越
し
て
、

一
貫
し
て
画
一
的
で
抽
象
的
な
「
日
本
人
」
の
文
化
的
特
性
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
れ
ど
、
自
力
で
そ
の
よ

う
な
日
本
文
化
論
を
脱
構
築
し
て
独
自
の
論
を
建
て
ら
れ
る
だ
け
の
力
量
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
私
を
救
っ
た
の
は
、
国
際
文
化

科
の
「
現
場
を
重
ん
じ
る
」
教
育
方
針
で
し
た
。
短
大
生
で
あ
っ
て
も
卒
論
執
筆
の
た
め
に
国
内
で
の
調
査
研
究
を
一
緒
に
行
い
、
日
本
・

日
本
文
化
を
抽
象
的
・
理
念
的
な
も
の
で
な
く
、
日
々
自
分
の
身
の
回
り
で
絶
え
ず
変
化
を
遂
げ
続
け
る
実
態
と
し
て
人
々
の
生
活
に
根
差

し
た
「
日
本
文
化
」
を
、
学
生
と
一
緒
に
追
究
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
の
時
期
が
バ
ブ
ル
経
済
期
と
重

な
っ
て
お
り
、
少
子
化
の
顕
在
化
と
そ
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
日
本
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
き
て
い
た
外
国
人
の
様
々
な
問
題
が
注
目
を
集

め
始
め
て
い
た
時
期
で
し
た
。
外
国
人
不
法
労
働
者
の
問
題
、
外
国
人
女
性
の
結
婚
移
住
者
た
ち
の
問
題
や
外
国
籍
児
童
の
学
校
教
育
の
問

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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題
か
ら
、
少
子
化
に
関
す
る
男
女
の
意
識
の
差
か
ら
祭
り
や
着
物
と
い
っ
た
日
本
文
化
の
王
道
ま
で
、
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
様
な

「
日
本
文
化
」
の
現
実
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
伝
手
を
頼
る
な
り
見
つ
け
出
す
な
り
し
て
、
学
生
と
一
緒
に
関
係
者
に
実
際
に
会
っ
て
聞
き
取

り
調
査
を
一
緒
に
行
い
ま
し
た
。
東
北
の
祭
り
と
農
村
生
活
の
体
験
か
ら
京
都
で
の
聞
き
取
り
ま
で
一
緒
に
調
査
に
付
き
合
い
ま
し
た
。
実

態
か
ら
乖
離
し
た
観
念
的
な
日
本
文
化
論
に
か
わ
っ
て
、
広
義
の
日
本
文
化
が
抱
え
て
い
る
問
題
を
直
視
し
て
、
そ
の
問
題
解
決
の
た
め
に

何
か
対
策
は
考
え
ら
れ
な
い
か
と
学
生
と
一
緒
に
学
ん
で
、
考
え
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
私
自
身
に
と
っ
て
、
自
力
だ
っ
た
ら
絶
対
に

体
験
で
き
な
い
、
貴
重
な
経
験
を
た
く
さ
ん
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

気
づ
い
て
み
た
ら
、
目
の
前
の
学
生
の
好
奇
心
に
導
か
れ
た
り
、
背
中
を
押
さ
れ
た
り
し
て
、
い
つ
の
間
に
か
、
私
は
、
日
本
の
多
文
化

共
生
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
の
歴
史
、
そ
し
て
３
・
11
以
降
は
心
理
社
会
的
支
援
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
反
面
、
私
が
宮
城
学
院
で
教
師
を
し
て
き
た
三
十
一
年
の
間
、
自
分
の
元
の
専
門
に
つ
い
て
の
授
業
を
も
っ
た
の
が
、
担
当

の
専
任
教
員
の
研
究
休
暇
中
に
史
料
講
読
を
、
そ
し
て
生
涯
学
習
講
座
で
古
文
書
講
読
の
授
業
を
そ
れ
ぞ
れ
一
回
ず
つ
も
っ
た
こ
と
だ
け
で
、

あ
と
は
、
す
べ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
無
免
許
運
転
」
の
連
続
で
し
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
お
か
げ
さ
ま
で
、
最
後
ま
で
大
変
面
白
く
勉

強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
私
に
と
っ
て
の
最
大
の
挑
戦
は
、
教
員
生
活
の
最
後
の
四
年
間
に
訪
れ
た
、
配
置
転
換
で
し
た
。
二
〇
一
五
年

か
ら
の
国
際
文
化
学
科
の
段
階
的
廃
止
に
と
も
な
い
、
私
は
日
本
文
学
科
の
教
員
と
な
り
ま
し
た
。
文
学
・
言
語
学
の
素
養
が
ほ
と
ん
ど
な

い
私
が
日
文
の
学
生
を
指
導
す
る
に
あ
た
り
、
大
変
に
緊
張
し
ま
し
た
。
教
材
の
選
択
か
ら
授
業
中
の
「
話
」
の
作
り
方
ま
で
、
す
べ
て
を

一
か
ら
学
び
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、「
案
ず
る
よ
り
産
む
が
易
し
」
の
如
く
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
す
ん
な
り

と
こ
と
が
進
み
ま
し
た
。
私
の
適
応
力
が
よ
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
日
文
の
学
生
の
包
容
力
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
こ
と
の
賜
物
だ
と
思
い
ま

す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
が
当
初
抱
い
て
い
た
大
き
な
違
和
感
が
い
つ
の
間
に
か
解
消
さ
れ
、「
馴
染
ん
で
い
る
」
自
分
に
気
づ
い
た
と
き

に
我
な
が
ら
あ
っ
と
驚
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
が
教
科
書
に
選
択
し
て
い
た
本
が
次
か
ら
次
へ
と
絶
版
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
冷
酷
な
現
実
に
も
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
こ
こ
ま
で
だ
と
い
う
こ
と
を
も
痛
烈
に
知
ら
さ

れ
た
思
い
に
な
り
、
定
年
を
機
に
教
育
の
現
場
か
ら
身
を
引
く
べ
き
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

三
十
二
年
間
を
振
り
返
っ
て
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宮
城
学
院
女
子
短
期
大
学
・
女
子
大
学
に
奉
職
し
て
三
十
一
年
と
六
カ
月
。
振
り
返
れ
ば
、
定
年
ま
で
勤
め
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
素
晴
ら

し
い
同
僚
に
数
多
く
恵
ま
れ
た
こ
と
が
大
変
大
き
か
っ
た
で
す
。
何
事
も
自
力
で
は
達
成
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
常
に
再
認
識
さ
せ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
が
学
生
を
教
え
た
と
い
う
以
上
に
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
私
が
学
生
か
ら
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
こ
と
を

学
ば
せ
ら
れ
ま
し
た
。

も
う
一
つ
、
た
し
か
、
私
に
と
っ
て
宮
城
学
院
女
子
短
期
大
学
に
「
拾
っ
て
」
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
状
況
の
中
で
ま
さ
に
救
い

の
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
同
時
に
、
私
が
そ
れ
ま
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
自
分
の
人
生
の
目
標
、
つ
ま
り
日

本
人
と
対
等
に
日
本
史
研
究
が
で
き
る
英
語
圏
の
後
進
を
育
成
す
る
こ
と
、
を
完
全
に
諦
め
る
こ
と
、
そ
し
て
、
自
分
の
学
問
の
方
向
性
と

あ
り
方
に
も
大
き
な
転
換
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
挫
折
と
捉
え
て
自
分
の
運
命
を
恨
む
か
、
不
本
意

で
自
分
が
辿
り
着
い
た
場
所
・
位
置
で
自
分
な
ら
ば
で
き
る
こ
と
、
自
分
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
見
出
し
て
前
向
き
に
生
き
る
か
は
、
本

人
次
第
で
す
。
棚
か
ら
牡
丹
餅
が
落
ち
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
棚
か
ら
落
ち
て
く
る
、
形
状
が
定
ま
ら
な
い
未
完
成
の
物
体
を
牡
丹

餅
に
変
え
る
か
た
だ
の
石
こ
ろ
に
さ
せ
て
し
ま
う
か
は
、
本
人
の
気
持
ち
次
第
で
す
。
あ
と
は
、
周
囲
か
ら
ど
れ
だ
け
適
切
な
支
援
を
い
た

だ
け
る
か
も
、
合
わ
せ
て
大
事
で
す
。
私
の
場
合
、
同
僚
及
び
学
生
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
感
謝
致
し
ま
す
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
教
授
略
歴

一
九
五
二
年
一
二
月　
　
　
　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
国
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
ケ
ン
プ
シ
ー
に
生
ま
れ
る

一
九
七
一
―
一
九
七
三
年　
　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
ア
ジ
ア
研
究
学
部
日
本
語
専
攻

一
九
七
四
―
一
九
七
六
年　
　

東
北
大
学
文
学
部 

国
史
研
究
室
学
部
研
究
生

一
九
七
六
―
一
九
七
八
年　
　

東
北
大
学
文
学
研
究
科 

博
士
前
期
課
程 

国
史
専
攻

一
九
七
八
―
一
九
八
四
年　
　

同
研
究
科
博
士
後
期
課
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
学
博
士
（
東
北
大
学
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
位
論
文
：
「
近
世
日
本
に
お
け
る
知
行
制
度
の
研
究
」

一
九
八
四
―
一
九
八
七
年　
　

コ
ル
ゲ
ー
ト
大
学
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）
講
師
、
助
教
授

一
九
八
七
―
一
九
八
八
年　
　

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）
助
教
授

一
九
八
八
―
一
九
九
四
年　
　

宮
城
学
院
女
子
短
期
大
学
（
国
際
文
化
科
）
助
教
授

一
九
九
四
―
二
〇
〇
〇
年　
　

宮
城
学
院
女
子
短
期
大
学
（
国
際
文
化
科
）
教
授

二
〇
〇
〇
―
二
〇
一
五
年　
　

宮
城
学
院
女
子
大
学
（
国
際
文
化
学
科
）
教
授

二
〇
一
六
―
二
〇
一
九
年　
　

宮
城
学
院
女
子
大
学
（
日
本
文
学
科
）
教
授

二
〇
二
〇
年
三
月　
　
　
　
　

宮
城
学
院
女
子
大
学　

定
年
退
職

　
社
会
活
動

二
〇
〇
四
―
二
〇
〇
五
年　

み
や
ぎ
外
国
人
懇
談
会
（
座
長
）

二
〇
〇
五
―
二
〇
〇
七
年　

宮
城
県
多
文
化
共
生
推
進
条
例
の
制
定
に
関
す
る
懇
話
会
委
員

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
教
授
略
歴
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二
〇
〇
七
―
二
〇
一
一
年　

宮
城
県
多
文
化
共
生
社
会
推
進
審
議
会
委
員

二
〇
一
〇
―
二
〇
一
二
年　
（
財
）
宮
城
県
国
際
交
流
協
会
評
議
員

二
〇
一
〇
―
二
〇
一
五
年　

宮
城
県
国
際
交
流
協
会　

外
国
人
県
民
大
学
講
座　

ア
ド
バ
イ
ザ

二
〇
一
二
―
現
在　
　
　
　

多
賀
城
市
文
化
財
保
護
委
員
会
委
員

宮
城
県
中
新
田
町
史
執
筆
委
員
（
終
了
）

仙
台
市
史
執
筆
委
員
（
終
了
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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研　究　業　績

J .F .モリス

<著書>
（1） 『近世日本知行制の研究』　清文堂　1988年3月

註： 藤野保編『論集幕藩体制史　第一期　支配体制と外交・貿易　
第六巻　藩体制の形成』（雄山閣、1993）に第5章が再収録された。

（2） 『外国人のためのホットラインＱ＆Ａ』日本語版（共著）　みやぎ外国
人問題研究会　1993年

（3） B.ハヤシ、J. F. モリス（共訳）　Foreigners, the Law, and Living in Japan 

- Questions and Answers from the Sendai Hotline for Foreigners　みやぎ外
国人問題研究会　1993年

（4） 『近世社会と知行制』（共編）　思文閣出版　1999年5月
（5） 『近世武士の「公」と「私」：仙台藩士玉蟲十蔵のキャリアと挫折』　

清文堂　2009年10月
（6） 『150石の領主　仙台藩士玉蟲十蔵の領地支配』（国宝大崎八幡宮仙台・

江戸学叢書24）大崎八幡宮　2010年11月
（7） 『仙台藩「留

る

主
す

居
い

」役の世界　武士社会を支える裏方たち』（「よみが
えるふるさとの歴史6」）蕃山書房　2015年6月

（8） 『東日本大震災からの学び：大災害時、県・政令市の地域国際化協会
の協働と補完を再考する』（共著）　宮城県国際化協会　2015年1月

（9） 『発達とレジリエンス―暮らしに宿る魔法の力』（共訳）　明石書店　
2020年5月

<学術論文>
（1） 「仙台藩の地方知行制について」『仙台郷土研究』復刊大4巻第1号　

1979年
（2） “Some Problems Concerning Fiefs in the Edo Period”（TRANSACTIONS 

OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF ORIENTALISTS IN 

JAPAN No. XXV 1980）

研
究
業
績
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（3） 「給人地方知行制の形態―仙台藩多ヶ谷氏の場合」『歴史』第55号　
1980年

（4） 「給人地方知行制の構造―多ヶ谷氏の場合」『文化』第44巻 第3・4号
1981年

（5） 「仙台藩の地方知行制」 渡辺信夫編『宮城の研究』第3巻　清文堂　
1983年

（6） 「給人地方知行制下における『兵農分離』」『日本文化研究所研究報告』
別巻第22冊　1984年

（7） “Hatamoto Rule: a Study of the Tokugawa Polity as a Seigneurial System”

（Papers in Far Eastern History, Australian National University, March 1990）
（8） 「仙台藩『鴇田家文書』について」『仙台郷土研究』復刊15巻第1号

［通巻240号］1990年6月 
（9） 「アメリカにおける日本近世史研究の現状」『日本史研究』第340号　

1990年12月
（10） 「只野家の知行地と財政」『中新田町史研究』第4号　1991年4月
（11）　「只野家の中新田支配 　仙台藩特殊拝領形態における領主権の成立と

展開」『中新田町史研究』第6号　1992年1月
（12）　「幕府法・藩法・給人の法―仙台藩の給人自分仕置一件」　渡辺信夫編

『近世の民衆文化と政治』　河出書房新社　1992年
（13） 「『みやぎ外国人問題研究会』の紹介」　宮城学院女子大学キリスト教

研究所共同研究「移動と定住」『移民研究レポート』 Vol. 2　1993年
（14） 「原爆投下とアメリカにおける歴史認識」『歴史学研究』第674号　

1995年8月
（15） 「中新田の武士たち」 中新田町史編纂委員会編『中新田の歴史』普及

版　第3章第2節　1995年
（16） 「善意の破綻　一九世紀前半オーストラリアにおけるアボリジニ政策」 

宮城学院女子大学キリスト教文化研究所『研究年報　民族と宗教』
1995年

（17） 「スミソニアン博物館の原爆展はなぜ潰されたか」『宮城歴史科学研
究』第40号　1996年3月

（18） 「悲劇への道程　一七八八年から一八三四年までのオーストラリア・
アボリジニ政策」宮城学院女子大学『研究論文集』83号　1996年

日
本
文
学
ノ
ー
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五
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（19） 「無策の功績　一九世紀後半オーストラリアにおけるアボリジニ政策
と新しい「アボリジニ」の芽生え」宮城学院女子大学『研究論文集』
84号　1996年

（20） “Central Control or Parallel Evolution: Samurai Landholding in Tokugawa 

Japan”（Early Modern Japan: an Interdisciplinary Journal Vol 6 No.1, 

Summer 1997, pp. 17-27）
（21） 「中新田を支配した武士達」中新田町史編纂委員会編『新編中新田町

史』上巻　第2章第1節　1997年
（22） 「農村と武士」『仙台市史』通史編3近世1　第五章第二節　2001年
（23） 「仙台藩士玉蟲十蔵の奉公人」宮城学院女子大学『人文社会科学論叢』

第13号　2004年
（24） 「18世紀末仙台藩士の役職と藩政改革　玉蟲十蔵尚茂の場合」宮城学

院女子大学『研究論文集』102号　2006年
（25） 「東北地方における外国人受け入れの現状と課題」財団法人東北開発

研究センター『東北開発研究』2006年春季号No.140　
（26） 「在留外国人情報と『多文化共生』『平成18年版在留外国人統計』の意

味について」宮城学院女子大学『人文社会科学論叢』第16号　2007年
（27） 「仙台藩における武士の暮らし　武士は本当に貧しかったか」『仙台郷

土研究』復刊第35巻第2号　2010年12月
（28） 「3.11で分かった日本の常識を世界に発信しよう」宮城学院女子大学

『人文社会科学論叢』第21号　2012年
（29） 「『役に立たざるもの』の役に立つこと　災害時と歴史学・資料保全活

動の心理社会的意義について」歴史学研究会編集『歴史学研究』第
948号　2016年9月

（30） 「東日本大震災と外国人被災者―被災者『支援』という言説への批判
的振り返り」難民研究フォーラム編『難民研究ジャーナル』第6号　
2016年

<書評等>
（1） 「回顧と展望―初期の幕府制と藩制」『史学雑誌』Vol. 100 No. 5　

1991年5月
（2） Ooms, Herman, Tokugawa Village Practice『歴史学研究』第701号　歴史
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究
業
績
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学研究会編集　1997年7月
（3） 高野信治著『近世大名家臣団と領主制』『日本歴史』第595号　1997年

12月
（4） 高野信治著『近世大名家臣団と領主制』『日本史研究』第429号　1998

年5月
（5） 「『歴史』を子供にいかに教えるか　アメリカの事例」『宮城歴史科学

研究』第46号　1999年2月
（6） ｢幕藩体制と仙台藩家臣玉蟲家　史料『玉蟲家日記』を読んで」　『仙

台郷土研究』復刊24巻2号　1999年12月
（7） JAPAN'S DIVERSITY DILEMMAS: Ethnicity, Citizenship, and Education. 

Ed. Soo im Lee, Stephen Murhpy-Shigematsu and Harumi Befu（Pacific 

Affairs Vol.82, No.1, Spring 2009, pp.139-140）
（8） 「『日本語学習保障制度』の必要性について」 『AJALT』No.32　2009

年
（9） 堀田幸義著『近世武家の「個」と社会　身分格式と名前に見る社会

像』『歴史』第一二輯　2009年4月
（10） 長谷川成一『北奥羽の大名と民衆』『歴史』第一一五輯　2010年9月　

<歴史学辞典の項目執筆>
（1） 『歴史学辞典　第5巻　歴史家とその作品』（弘文堂　1997年　ジャン

セン、ドーア、ノーマン、ベラー、ホールＪ．の項目）
（2） 『日本歴史大辞典』4冊　小学館　2000 ～ 01年　｢地方知行制｣（等20

項目）

< Commentary on Historical Issues >
（1） 「原爆投下とアメリカにおける歴史認識」『歴史学研究』第 674号　

1995年8月
（2） 「スミソニアン博物館の原爆展はなぜ潰されたか」『宮城歴史科学研

究』第40号　1996年3月
（3） ｢仙台城跡保存問題の現状｣　『文全協ニュース』No.156　2001年10月
（4） 「仙台城跡保存問題　2001年最後の動き」『文全協ニュース』No.157　

2002年1月 
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（5） 「宮城県仙台城の石垣保存と艮櫓の復興問題」『明日への文化財』第48
号　2002年3月

（6） 「『城と石垣全国シンポジウム』参加記」『仙台郷土研究』復刊第26巻2
号　通巻263号　2001年12月 

<研究発表等>
（1） Seminars presented at Harvard, Princeton, Yale in March/April of 1984, on 

Was the Edo Period Feudal? (Harvard) and Warriors or Peasants? - Rear-

vassals in Sendai Han (Princeton, Yale)

（2） Individual paper presented at the 1984 Association of Asian Studies General 

Meeting, Washington: Warriors or Peasants? - Rear Vassals in Sendai Han. 

（3） Individual paper presented at 31st CISHAAN Conference in Tokyo: Landed-

fiefs in the Edo Period, and served as commentator on paper by Takagi 

Shosaku entitled A Unity of Contradiction - the Nature of the Kinsei Bushi

（4） Individual Paper presented at 1986 New York conference on Asian Studies 

(0ct.17-18) entitled Status for Sale: the ‘Samuraisation’ of Merchants in 

Nambu Han, 1759-1868

（5） Seminar paper in Far Eastern History, Research School of Pacific Studies, 

Australian National University, 18th July 1988, entitled Hatamoto Rule: a 

Study of the Tokugawa Polity as a Seigneurial System

（6） Paper presented on “Bakufu Law, Han Law, Vassal Law” in Seminar on 

“Recent Studies on Domains in Tokugawa Japan,” International Conference 

of Orientalists in Japan, May 1993.

（7） Central Control or Parallel Evolution - Samurai Landholding in Tokugawa 

Japan, presented on Panel entitled Re-constructing Bakufu Authority in 

Tokugawa Japan, at 48th Annual Meeting of the Association for Asian 

Studies, April 13th, 1996.

（8） 「宮城県仙台城の石垣保存と艮櫓の復興問題」 第32回文化財保存全国
協議会佐賀大会　2001年5月 

（9） 「第2回多文化共生社会を考えるシンポジウム　～さあ、多文化共生社
会へ！ ｣コーディネーター　宮城県国際交流課・宮城学院女子大学キ
リスト教文化研究所共催　2005年11月27日　
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（10） 2008年度日本語教育学会秋季大会　指定討論者　2008年10月11日
（11） 多文化協働実践研究・全国フォーラム（第2回）「宮城県の『多文化共

生条例』　外国人点在地域の実験」　2008年11月30日
（12） 「3.11で分かった日本の常識を世界に発信しよう」（「3.11　その時、そ

れから　世界と日本と東北と」　宮城学院女子大学人文社会科学研究
所公開講演会）2011年10月29日

（13） 「被災地の最前線における外国人」笹川平和財団主催国際シンポジウ
ム「参加型社会に向けた社会統合　人口構成の変化･災害･経済危機」
2012年3月9日

（14） Japanese Society and 3.11 What can Japan Teach the World about Disaster 

Preparedness?

 国際交流基金インド主催講演　Jawaharlal Nehru University 2013.3

（15） 社会言語科学会第30回大会　ワークショップ「誰も参加できる公正な
社会をめざして　情報保障とコミュニケーション」で「外国人住民と
情報保障　外国人住民に対する情報保障　3.11の経験から学ぶ」（仙
台国際交流協会　菊池哲佳氏と共同発表）2012年1月1日

（16） 31st International Congress of Psychology（ICP2016）2016年7月27日　招待
シンポジウムPsychosocial support after disasters and promoting resilience 

within disaster area: .Reports from Indonesia and Japan. 指定討論者
（17） 同 学 会　2016年7月25日 ポ ス タ ー 発 表 Crossing Boundaries: A Case 

Study of Cooperation between Historians and Psychologists in Providing and 

Assessing Community Psychosocial Support J. F. モリス、佐藤大介、佐
藤正恵、上山真知子

（18） 2016年9月7・9日アメリカ合衆国ドレクセル大学およびオハイオ州立
大で開催された、災害と復興についての日米合同シンポジウムにお
いて、発表。Time Matters A Psychometrical Evaluation of the Effects of 

Salvaging Historical Heritage of Tsunami Survivors in Miyagi Prefecture, 

Japan 上山真知子、佐藤正恵、一條玲香、J. F. モリス
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『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─

阿　
　

部　
　

日
菜
子

　
　
　
　
は
じ
め
に

保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
の
保
元
の
乱
を
題
材
に
し
た
『
保
元
物
語
』
に
は
、「
理
こ
と
わ
り」
と
い
う
言
葉
が
目
立
つ
。
実
際
に
数
え
て
み
る
と
、

半
井
本
『
保
元
物
語
』
文
中
に
「
理

こ
と
わ
り（
道
理
）」
と
い
う
言
葉
は
一
二
例
あ
る
（
注
１
）。
用
例
数
だ
け
を
み
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
出
現
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
『
保
元
物
語
』
の
「
理
」
が
読
者
に
強
い
印
象
を
も
っ
て
響
い
て
く
る
の
は
、
こ
の
言
葉
が
物
語
に

と
っ
て
非
常
に
重
要
な
局
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

①
久
寿
二
年
七
月
廿
三
日
、
ハ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
近
衛
院
カ
ク
レ
サ
セ
給
ヌ
。
御
歳
十
七
、
惜
カ
ル
ベ
キ
事
也
。
法
皇
・
女
院
ノ
御
歎
ナ
ノ
メ

ナ
ラ
ズ
、
申
モ
愚
ナ
リ
。
新
院
、
此
ヲ
リ
ヲ
ヱ
テ
、「
我
身
コ
ソ
位
ニ
不
レ
被
レ
付
ト
モ
、
重
仁
親
王
ハ
、
今
度
ハ
位
ニ
ハ
遁
ジ
物
ヲ
」

ト
待
ウ
ケ
サ
セ
給
ケ
リ
。
天
下
ノ
諸
人
モ
カ
ク
思
ケ
ル
所
ニ
、
ヲ
モ
ヒ
ノ
外
ナ
ル
美
福
門
院
ノ
御
計
デ
、
後
白
河
院
ノ
四
宮
ト
テ
ウ
チ

コ
メ
ラ
レ
テ
渡
ラ
セ
給
シ
ヲ
、
位
ニ
付
奉
セ
給
。
高
キ
モ
賤
モ
、
誠
ノ
親
ナ
ラ
ヌ
御
隔
ニ
テ
、
女
院
角
被
二
思
食
一
ケ
ル
。
新
院
ト
ハ

一
ツ
御
腹
ニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
シ
カ
ド
モ
、
女
院
モ
テ
ナ
シ
奉
リ
、
法
皇
ニ
モ
内
々
コ
シ
ラ
ヘ
申
サ
セ
給
ケ
ル
ト
ゾ
ウ
ケ
給
ル
。
是
ニ
ヨ

リ
、
新
院
御
恨
一
入
ゾ
マ
サ
ラ
セ
給
ゾ
理
ナ
ル
。

（
上
巻
「
後
白
河
院
御
即
位
ノ
事
」
六
頁
）

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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①
は
、
崇
徳
院
（
新
院
）
が
恨
み
を
募
ら
せ
、
後
に
始
ま
る
保
元
の
乱
を
予
感
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
章
段
に
お
い
て
崇
徳
院
は
二

つ
の
恨
み
を
抱
え
て
い
る
。
一
つ
は
崇
徳
院
自
身
が
半
ば
無
理
や
り
退
位
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
息
子
の
重
仁
親
王
が
即
位
で
き

ず
、
崇
徳
院
が
政
治
の
実
権
を
握
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
引
用
部
は
特
に
そ
の
二
つ
目
の
恨
み
を
抱
く
過
程
が

語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
評
語
と
し
て
「
理
ナ
リ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
語
り
手
は
崇
徳
院
が
恨
み
を
抱
い
た
こ
と
に
関
し
て

は
同
情
的
で
あ
り
、
恨
み
を
持
つ
こ
と
も
も
っ
と
も
で
あ
る
、
と
肯
定
し
て
い
る
。『
保
元
物
語
』
の
展
開
と
し
て
、
こ
の
時
に
崇
徳
院
が

抱
い
た
恨
み
が
発
端
と
な
っ
て
保
元
の
乱
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
時
点
で
語
り
手
が
崇
徳
院
の
恨
み
を
「
理
」
と
認
め
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、『
保
元
物
語
』
全
体
に
関
わ
っ
て
い
く
問
題
だ
と
い
え
る
。

②
（
為
朝
が
頼
長
に
夜
討
ち
を
提
案
す
る
が
却
下
さ
れ
て
）
御
前
ヲ
立
テ
歩
出
ト
テ
、「
夜
ノ
明
ケ
ン
ヲ
待
セ
給
ハ
ン
事
、
御
方
ノ
軍
兵
ノ
カ

サ
ヲ
敵
ニ
見
セ
サ
セ
給
ハ
ン
タ
メ
カ
。
軍
セ
ン
事
、
如
何
ア
ラ
ン
ズ
ラ
ン
。
義
朝
ハ
合
戦
ノ
道
、
奥
義
ヲ
極
タ
リ
。
明
日
マ
デ
ノ
バ
サ

バ
コ
ソ
、
信
実
、
玄
実
ヲ
モ
マ
タ
セ
給
ハ
メ
。
悲
哉
、
只
今
敵
ニ
ヲ
ソ
ワ
レ
テ
、
御
方
ノ
兵
ア
ワ
テ
迷
ハ
ン
事
ヨ
」
ト
ゾ
ツ
ブ
ヤ
キ
テ

ゾ
出
ケ
ル
。
京
中
ニ
ハ
、
貴
賤
上
下
皆
〳
〵
ノ
ヽ
シ
リ
テ
、「
今
夜
、
合
戦
ア
ル
ベ
シ
。
如
何
ア
ラ
ン
ズ
ラ
ン
」
ト
、
サ
ハ
ギ
迷
ケ
ル

モ
理
ナ
リ
。

（
上
巻
「
新
院
御
所
各
門
々
固
メ
ノ
事
付
軍
評
定
ノ
事
」
三
三
～
三
四
頁
）

②
は
崇
徳
院
方
の
軍
議
の
場
面
で
あ
る
。
源
為
朝
は
、
藤
原
頼
長
に
戦
の
方
法
を
問
わ
れ
て
「
夜
討
ち
」
を
進
言
し
た
も
の
の
却
下
さ
れ

て
憤
慨
す
る
。
そ
の
際
の
頼
長
の
主
張
は
、
崇
徳
院
方
は
人
数
で
劣
っ
て
い
る
た
め
、
味
方
の
僧
兵
が
到
着
す
る
明
け
方
を
待
っ
て
か
ら
戦

を
仕
掛
け
る
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
合
わ
せ
て
、
天
皇
と
上
皇
の
戦
い
な
の
だ
か
ら
夜
討
ち
と
い
う
野
蛮
な
方
法
は
す
る

べ
き
で
は
な
い
、
と
為
朝
に
発
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
開
戦
す
る
の
は
早
く
て
も
明
朝
、
と
頼
長
は
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
同
じ
頃
に
後

白
河
院
方
で
も
源
義
朝
が
夜
討
ち
を
提
案
し
て
い
た
。
結
果
、
そ
ち
ら
は
実
行
し
て
勝
利
を
収
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
為

朝
が
提
案
し
た
夜
討
ち
を
実
行
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
崇
徳
院
方
が
敗
北
す
る
大
き
な
原
因
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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②
で
「
理
ナ
リ
」
と
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
市
中
の
人
々
が
「
今
夜
、
合
戦
ア
ル
ベ
シ
」
と
騒
ぎ
合
い
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
話
し

合
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
戦
に
直
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
市
中
の
人
々
で
さ
え
も

「
今
夜
」
合
戦
が
行
わ
れ
る
、
と
話
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
理
由
か
ら
夜
討
ち
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と

い
う
判
断
を
下
し
た
頼
長
一
人
が
「
明
日
」
戦
い
が
始
ま
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
際
立
っ
て
く
る
。
そ
の
上
で
、
語
り
手
が
「
今
夜
」
合

戦
が
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
人
々
の
予
想
（
あ
る
い
は
推
測
）
を
「
理
ナ
リ
」
と
認
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
「
夜
討
ち
を
し

な
い
」
と
い
う
決
断
を
し
た
頼
長
一
人
に
敗
戦
の
責
任
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
①
②
の
「
理
」
を
み
る
と
、
ど
ち
ら
も
「
理
」
に
「
ナ
リ
」
が
下
接
し
て
い
る
が
、『
保
元
物
語
』
に
み
ら
れ
る
「
理
（
道
理
）」

の
用
例
を
分
析
し
た
結
果
、
そ
の
意
味
内
容
に
よ
っ
て
上
述
の
一
二
例
を
二
通
り
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
）「
生
者
必
滅
ノ
理
」
等
、「
～
の
理
」
と
し
て
語
句
が
成
立
す
る
も
の

（
二
）「
理
（
道
理
）」
に
「
ナ
リ
」
が
下
接
し
て
形
容
動
詞
と
な
る
も
の

（
一
）
は
、
た
と
え
ば
「
生
者
必
滅
ノ
理
」「
有
為
ノ
理
」
と
い
っ
た
形
で
使
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
語
り
手
の
独
自
な
、
あ
る
い
は
主
体

的
な
解
釈
が
入
り
込
む
余
地
が
無
い
。
ど
の
よ
う
な
人
々
か
ら
み
て
も
「
生
者
必
滅
ノ
理
」
と
い
っ
た
場
合
に
は
大
般
涅
槃
経
が
示
す
こ
の

世
の
真
理
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、「
理
」
が
示
す
意
味
内
容
を
勝
手
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
生
者
必
滅

ノ
」「
有
為
ノ
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
修
飾
さ
れ
た
「
理
」
は
語
り
手
の
意
思
や
考
え
が
含
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
語
り
手

の
主
体
性
が
み
ら
れ
な
い
。

対
し
て
、
先
に
引
用
し
た
①
②
を
含
む
（
二
）
は
「
ナ
リ
」
が
続
く
こ
と
で
主
張
・
陳
述
の
意
味
が
強
ま
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
連
の
場

面
が
「
理
ナ
リ
」
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
出
来
事
や
登
場
人
物
に
対
す
る
語
り
手
の
「
立
場
」
や
「
視
点
」
が
明
確
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
「
理
ナ
リ
」
が
出
て
き
た
場
合
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「
理
」
は
語
り
手
の

意
思
や
考
え
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
も
の
、
と
い
え
る
。

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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（
二
）
の
よ
う
に
「
ナ
リ
」
が
下
接
し
た
「
理
」
が
語
り
手
の
意
思
を
十
分
に
反
映
し
た
言
葉
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
で
用
例
を
み
て
い

く
と
、
物
語
の
展
開
に
大
き
く
関
わ
る
場
面
で
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
と
あ
る
事
柄
に
対
し
て
語
り
手
が
「
理
ナ
リ
」
と
認
め
る
こ
と
は
、
語
り
手
が
そ
の
「
理
」
の
対
象
に
寄
り
添
っ
た
考
え
を
示
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
理
ナ
リ
」
と
語
り
手
が
表
現
し
た
場
合
、
そ
の
内
容
は
語
り
手
の
主
観
を
少
な
か
ら
ず

伴
い
、
物
語
の
展
開
や
解
釈
に
大
き
く
関
わ
る
、
と
い
う
仮
説
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、（
二
）
の
「
理
」
は
『
保
元
物
語
』
の
テ
ー
マ
に

関
わ
っ
て
い
く
重
大
な
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
先
程
引
用
し
た
①
で
は
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
た
こ
と
を
「
理
ナ
リ
」
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
崇
徳
院
が

恨
み
を
抱
く
と
い
う
行
為
自
体
に
正
当
性
が
生
ま
れ
る
。
よ
っ
て
、
乱
の
発
端
と
な
っ
た
恨
み
を
語
り
手
が
認
め
る
、
と
い
う
こ
と
は
『
保

元
物
語
』
の
崇
徳
院
自
身
に
対
し
て
語
り
手
が
同
情
的
に
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
。

②
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
崇
徳
院
方
の
敗
戦
原
因
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
虚
構
で
は
な
く
、
確
か
な
歴
史
的
事
実
と
し
て
今
に
伝
え

ら
れ
る
戦
を
題
材
に
し
て
い
る
軍
記
物
語
に
と
っ
て
、「
勝
敗
」、
と
り
わ
け
「
敗
戦
」
の
理
由
と
い
う
も
の
は
非
常
に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
実
際
に
は
様
々
な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
崇
徳
院
方
の
敗
戦
を
招
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、『
保
元
物
語
』
で
は
頼
長
一
人
に
責
任

が
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
崇
徳
院
方
の
「
判
断
」
と
い
う
面
に
お
い
て
は
頼
長
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
、
と

い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
は
、
頼
長
に
敗
戦
責
任
が
す
べ
て
の
し
か
か
っ
て
お
り
、
歴
史
的
事
実
と

し
て
責
任
を
負
う
べ
き
は
ず
の
誰
か
が
語
り
手
に
よ
っ
て
意
図
的
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
保
元
物
語
』
が
物
語
で
あ
る
所
以
で
あ
り
、

語
り
手
の
物
語
構
想
が
絡
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
崇
徳
院
方
が
負
け
た
こ
と
の
理
由
づ
け
の
一
部
と
し
て
、「
理
ナ
リ
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
保
元
物
語
』
中
に
お
け
る
（
二
）
の
「
理
」
は
、
物
語
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ

て
、
本
稿
で
は
『
保
元
物
語
』
の
「
語
り
」
に
お
け
る
「
理
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、「
理
ナ
リ
」
よ
り
数
は
少
な
い
も
の
の
、「
理
哉4

」、「
理
ヤ4

」
と
い
う
よ
う
に
「
理
」
に
詠
嘆
の
意
味
を
持
つ
助
詞
が
接
続
す
る
場

合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
る
際
、
語
り
手
は
「
理
」
と
判
断
し
た
こ
と
に
対
し
て
何
ら
か
の
強
い
感
慨
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
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る
た
め
、「
理
ナ
リ
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、「
道
理
」
と
い
う
言
葉
も
『
保
元
物
語
』
に
は
数
箇
所
み
ら
れ
る
が
、
意
味

と
し
て
「
理
」
と
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
み
ら
れ
な
い
た
め
、「
也
」
が
接
続
し
た
場
合
は
「
道
理
」
も
「
理
」
と
同
様
で
あ
る
、
と
解
釈
し
て

お
く
こ
と
と
す
る
。

以
上
、
本
稿
で
扱
う
「
理
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、（
二
）
の
定
義
は
、「
理
（
道
理
）」
に
「
ナ
リ
」
が
下
接
し
て
形
容
動
詞
と
な
る

も
の
（
哉カ

ナ

、
ヤ
等
の
助
詞
が
接
続
す
る
も
の
を
含
む
）、
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
考
察
対
象
と
な
る
「
理
（
道
理
）」
は
語
り
手
の

「
主
観
」「
立
場
」「
視
点
」
が
明
確
で
あ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
以
後
、
本
稿
で
は
（
二
）
の
「
理
ナ
リ
」
を
〈
理
〉

と
表
記
し
、
他
の
「
理
」
と
区
別
し
て
扱
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、〈
理
〉
と
同
様
に
『
保
元
物
語
』
の
評
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
言
葉
と
し
て
は
「
哀
れ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
見
、
規
範
意
識

や
道
徳
意
識
を
指
す
「
理
」
と
、
何
ら
か
の
感
慨
・
感
情
を
表
す
「
哀
れ
」
は
対
極
に
あ
る
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

〈
理
〉
が
そ
の
対
象
と
す
る
人
物
に
対
し
て
語
り
手
の
同
情
や
共
感
を
示
す
言
葉
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
哀
れ
」
と
〈
理
〉
は
似
た
意
味

を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
学
作
品
に
お
け
る
「
理
」
及
び
「
哀
れ
（
あ
は
れ
）」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、『
源
氏
物
語
』
を
扱
っ
た
上
地
敏
彦
の
論
が
あ
る
。
上
地

は
「『
こ
と
わ
り
』
は
『
道
理
』『
教
理
』『
法
理
』『
論
理
』
等
を
表
し
、
美
的
理
念
た
る
『
も
の
の
あ
は
れ
』
と
対
峙
す
る
教
戒
的
・
観
念

的
な
内
容
を
表
す
語
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
善
悪
理
非
を
必
ず
し
も
基
準
と
し
な
い
人
間
的
感
情
・
心
情
と
は
対
極
に
あ
る
と
見
做
す
の

が
、
殊
に
本
居
宣
長
以
降
の
通
念
で
あ
る

（
注
２
）」
と
し
た
上
で
、「
し
か
し
果
た
し
て
、『
こ
と
わ
り
』
は
『
も
の
の
あ
は
れ
』
の
対
義
語
と
し
て

の
論
点
し
か
見
出
せ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か

（
注
３
）」
と
疑
問
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
紅
葉
賀
巻
の
「
こ
と
わ
り
」
の
用
例
を
検
討
し
、「
こ

の
も
っ
と
も
だ
と
い
う
理
解
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
知
的
・
観
念
的
理
解
な
ど
で
は
な
く
、
親
心
と
い
う
も
の
へ
の
人
間
的
理
解
で
あ
っ
て
、

深
い
人
間
的
共
感
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
注
４
）」
と
述
べ
て
い
る
。

上
地
は
結
論
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
の
「
こ
と
わ
り
」
は
言
葉
の
背
景
と
内
容
の
違
い
に
よ
っ
て
以
下
の
二
種
類
に
分
類
で
き
る
と
す

る
。

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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Ⅰ　

教
戒
・
観
念
的
条
理
と
し
て
の
「
こ
と
わ
り
」

「
道
理
」「
教
理
」「
法
理
」「
論
理
」
等
を
表
し
、
通
常
「
こ
と
わ
り
」
の
典
型
と
さ
れ
て
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
対
峙
的
に
取
り
沙

汰
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

人
情
・
心
情
的
条
理
と
し
て
の
「
こ
と
わ
り
」

人
情
・
心
情
の
脈
絡
と
し
て
当
然
そ
う
だ
ろ
う
、
無
理
も
な
い
と
い
う
、
心
理
的
必
然
性
を
感
じ
さ
せ
る
内
実
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
実
際
的
に
多
用
さ
れ
て
お
り
、
小
論
に
お
い
て
注
目
す
る
、
心
情
的
な
理
解
や
人
間
的
な
共
感
を
生
み
出
す

「
こ
と
わ
り
」
で
あ
り
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
親
和
性
の
強
い
も
の
が
厳
存
す
る

（
注
５
）。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
上
地
が
主
張
し
て
い
る
内
容
は
『
源
氏
物
語
』
の
み
な
ら
ず
『
保
元
物
語
』
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
な
の
で
は

な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
「
哀
れ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
述
べ
た
対
象
に
同
情

や
共
感
を
示
し
、
肯
定
す
る
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
〈
理
〉
と
共
に
「
哀
れ
」
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
そ
の
特

徴
を
み
て
い
き
た
い
。

「
哀
れ
」
は
『
保
元
物
語
』
中
に
一
四
例
あ
り

（
注
６
）、
こ
れ
も
「
理
」
と
同
様
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

（
一
）
感
動
詞
（
間
投
詞
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
哀
れ
」

（
二
）
感
動
詞
以
外
の
「
哀
れ
」

「
哀
れ
」
に
つ
い
て
も
ま
た
、「
理
」
と
同
様
の
理
由
で
（
二
）
を
扱
う
。（
二
）
の
例
と
し
て
は
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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①
同
年
夏
六
月
十
二
日
、
美
福
門
院
、
成
菩
提
院
ノ
御
所
ニ
テ
御
カ
ザ
リ
ヲ
オ
ロ
シ
、
御
カ
タ
チ
ヲ
ヤ
ツ
サ
セ
マ
シ
マ
ス
。
是
ハ
先
帝
モ

隠
サ
セ
マ
シ
〳
〵
ヌ
、
又
、
法
皇
モ
御
悩
ヨ
ク
ワ
タ
ラ
セ
給
ハ
ヌ
ニ
ヨ
リ
テ
、
御
歎
ノ
余
ニ
思
食
立
ト
ゾ
キ
コ
ヱ
シ
。
哀
ナ
リ
シ
事
也
。

御
戒
師
ニ
ハ
三
滝
ノ
上
人
観
空
ゾ
マ
イ
リ
ケ
ル
。

（
上
巻
「
法
皇
崩
御
ノ
事
」
八
～
九
頁
）

①
は
美
福
門
院
が
出
家
し
た
理
由
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
美
福
門
院
は
自
分
の
息
子
で
あ
る
先
帝
（
近
衛
院
）
に
先
立
た
れ
、
夫
で
あ

る
鳥
羽
院
の
病
状
も
思
わ
し
く
な
い
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
出
家
に
至
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
語
り
手
は
そ
れ
に
対
し
て
「
哀
ナ
リ
シ
事

也
」
と
感
慨
を
述
べ
て
い
る
。
語
り
手
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
は
「
哀
れ
」
な
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
認
識
が

読
者
に
生
ま
れ
る
。
ま
た
、
美
福
門
院
の
出
家
に
「
哀
れ
」
と
い
う
語
り
手
の
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
（
出

来
事
）
の
美
福
門
院
に
対
し
て
語
り
手
が
同
情
を
示
し
、
寄
り
添
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
①
に
お
け
る
「
哀

れ
」
は
語
り
手
の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
（
源
為
義
が
敗
走
す
る
場
面
に
お
い
て
）
為
義
、
サ
ガ
ス
処
ニ
ハ
無
テ
、
坂
本
三
河
尻
ノ
五
郎
大
夫
景
俊
ガ
許
ニ
隠
テ
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
、

十
六
日
ニ
、
五
十
騎
計
ノ
勢
ニ
テ
、
三
井
寺
ヲ
通
テ
、
東
国
ノ
方
ヘ
趣
キ
ケ
ル
ガ
、
運
ノ
極
タ
ル
処
ハ
、
為
義
、
重
病
ヲ
受
テ
、
前
後

不
覚
ニ
成
ニ
ケ
リ
。
温
病
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
。
馬
ニ
舁
乗
テ
行
ニ
、
兵
共
出
来
テ
打
留
ト
ス
ル
上
ヘ
、
大
将
軍
ノ
重
病
ナ
ル
ヲ
見
テ
、
郎
等

等
、
皆
ス
テ
テ
逃
失
ヌ
。
子
共
六
人
ノ
外
、
郎
等
四
人
ト
雑
色
華
沢
一
人
残
ケ
ル
。
近
江
ノ
蓑
浦
ニ
テ
、
船
ニ
乗
ラ
ン
ト
シ
ケ
ル
所
ニ
、

敵
廿
騎
計
懸
出
タ
リ
。
戦
ニ
不
レ
及
、
四
方
ヘ
皆
逃
散
ヌ
。
四
人
等
ガ
郎
等
モ
落
失
テ
無
リ
ケ
リ
。
イ
ト
ヾ
心
細
ク
ゾ
成
ニ
ケ
ル
。
其

ヨ
リ
東
近
江
ヘ
至
ラ
ン
ト
シ
ケ
レ
共
、
身
ハ
病
ヲ
受
ツ
、
其
上
、
鈴
香
、
不
破
関
塞
リ
ヌ
ト
聞
ヘ
ケ
レ
バ
、
東
国
ヘ
遁
下
ラ
ン
事
モ
難

レ
有
。
道
ノ
辺
ニ
テ
打
落
サ
レ
ン
事
モ
、
命
モ
難
レ
捨
、
恥
モ
惜
ケ
レ
バ
、
思
返
シ
テ
、
蓑
浦
ヨ
リ
東
坂
本
ニ
帰
付
テ
、
黒
谷
ノ
辺
ニ

忍
テ
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
雑
色
花
沢
ガ
勧
ニ
テ
、
天
台
山
ニ
登
テ
、
月
輪
坊
ノ
竪
者
ノ
坊
ヘ
行
テ
、
ソ
コ
ニ
テ
為
義
出
家
シ
テ
ケ
リ
。
栄

花
ト
開
ケ
シ
タ
モ
ト
、
今
黒
染
ニ
成
姿
、
哀
也
ケ
リ
。

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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（
下
巻
「
為
義
降
参
ノ
事
」
九
一
～
九
二
頁
）

　
　②

は
源
為
義
が
出
家
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
源
氏
の
棟
梁
で
あ
る
為
義
に
伴
う
人
物
が
少
な
く
な
り
、
進
退
窮
ま
っ
て
い
る
状

況
で
あ
る
こ
と
が
、
描
写
か
ら
わ
か
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
華
や
か
だ
っ
た
為
義
の
着
物
が
、
出
家
し
た
こ
と
で
黒
染
の
僧
衣
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
語
り
手
は
「
哀
也
ケ
リ
」
と
語
り
、
同
情
・
共
感
の
意
を
示
し
て
い
る
。
②
に
至
る
ま
で
の
場
面
を
読
ん
で
い
く
と
、

敗
戦
と
い
う
重
い
結
果
や
道
中
を
共
に
す
る
人
物
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
、
為
義
自
身
の
病
な
ど
、
為
義
が
「
哀
れ
」
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ

る
部
分
は
多
々
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
、
出
家
の
場
面
に
お
い
て
評
語
と
し
て
「
哀
也
ケ
リ
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
一
連
の
説

話
が
「
哀
」
で
あ
る
こ
と
が
際
立
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
に
至
る
ま
で
の
、
特
に
敗
走
中
の
為
義
の
描
写
は
「
弱
者
」
と
い

う
側
面
を
語
る
こ
と
で
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
語
り
の
誘
導
が
あ
る
、
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
に

お
け
る
為
義
は
「
哀
れ
」
な
人
物
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、
一
連
の
評
語
に
お
い
て
「
哀
れ
」
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
為
義
が
「
哀
れ
」
で
あ
る
こ
と
に
読
者
は
一
切
の
疑
問

も
持
た
ず
、
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
為
義
に
対
す
る
語
り
手
の
共
感
・
同
情
の
念
を
、
読
者
も
共
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
面
に
お
い
て
語
り
手
が
述
べ
る
「
哀
れ
」
は
、「
語
り
」
の
誘
導
と
い
う
行
為
を
も
っ
て
、
為
義
の
元
に
読
者
を
接
近
さ
せ
る
効
果

が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
①
②
は
ど
ち
ら
も
登
場
人
物
（
美
福
門
院
、
為
義
）
が
「
出
家
」
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
哀
れ
」
と
語
り
手
が
評
し
て
い
る
。
こ

れ
を
「
理
（
も
っ
と
も
だ
）」
と
せ
ず
、「
哀
れ
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
み
れ
ば
、
語
り
手
は
美
福
門
院
と
為
義
が
本
来
は
出
家
す

べ
き
人
物
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
出
家
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
人
物
は
そ
の
場

に
お
け
る
「
敗
者
（
弱
者
）」
と
し
て
物
語
で
は
扱
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
物
語
の
語
り
手
に
は
様
々
な
種
類
と
立
場
が
あ
り
う
る
が
、『
保
元
物
語
』
の
語
り
手
は
作
中
世
界
に
対
し
て
俯
瞰
的
な
立
場
か

ら
物
語
を
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
語
り
手
は
作
中
の
登
場
人
物
と
は
一
定
の
距
離
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
語

り
」
の
中
に
み
ら
れ
る
「
哀
れ
」
は
、
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
は
登
場
人
物
の
気
持
ち
に
寄
っ
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。「
哀
れ
」

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

－21－



は
〈
理
〉
の
よ
う
に
論
理
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
る
言
葉
で
は
な
く
、
感
情
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
哀
ナ
リ
」
は
「
理
」
と
比
較
す
る
と
語
り
手
が
登
場
人
物
に
近
い
立
場
（
視
点
）
か
ら
語
っ
て
い
る
言
葉
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、

（
二
）
の
「
哀
れ
」
は
語
り
手
の
意
思
が
十
分
に
反
映
さ
れ
た
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
上
述
（
一
）
の
「
哀
」
は
感
動
詞
、
も
し
く
は
間
投
詞
で
あ
り
、
現
代
語
訳
す
る
と
「
あ
あ
」
と
な
る
が
、
半
井
本
『
保
元
物

語
』
に
お
い
て
、
語
り
（
地
の
文
）
に
（
一
）
の
「
哀
れ
」
は
み
ら
れ
な
い
。
他
の
諸
本
や
軍
記
物
語
に
は
若
干
数
確
認
で
き
る
が
、
典
型

的
な
意
味
を
も
っ
た
言
葉
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
回
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の
行
動
・
発
言
に
関
し
て
発
し

た
「
哀
れ
」
に
特
に
注
目
し
て
い
く
こ
と
が
、
本
稿
の
趣
旨
に
沿
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
今
回
扱
う
「
哀
れ
」
は
（
二
）

の
「
哀
れ
」
と
規
定
す
る
。
以
後
〈
理
〉
と
同
様
に
、（
二
）
の
「
哀
れ
」
は
〈
哀
〉
と
表
記
し
て
他
の
「
哀
れ
」
と
区
別
す
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
問
題
点
を
整
理
し
た
上
で
、
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、〈
理
〉〈
哀
〉
と
い
っ
た
場
合
に
は
本
節
で
定
義
し
た

意
味
で
用
い
る
。
こ
れ
は
半
井
本
『
保
元
物
語
』
以
外
の
他
作
品
を
扱
う
場
合
も
同
様
と
す
る
。

本
稿
の
大
き
な
目
的
は
、『
保
元
物
語
』
の
「
語
り
」
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
掴
む
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
た
め
に
も
、
他
の
作
品
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
の
使
わ
れ
方
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
最
初
に

『
保
元
物
語
』
の
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
が
ど
の
よ
う
な
場
面
を
描
い
た
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
次
に
、
保
元
の
乱
と
ほ

ぼ
同
時
代
に
起
こ
っ
た
合
戦
を
題
材
に
と
っ
た
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
く
。
そ
の
上
で
、『
保
元
物
語
』
に
み

ら
れ
る
「
理
」
と
「
哀
れ
」
と
特
徴
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

本
稿
の
目
的
は
、
さ
し
あ
た
り
『
保
元
物
語
』
の
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
う
し
た
考
察
は
、
最
終
的

に
『
保
元
物
語
』
が
そ
も
そ
も
何
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
「
物
語
」
の
意
図
、
あ
る
い
は
意
義
の
解
明
と
い
う
、

よ
り
大
き
な
問
題
に
繋
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
半
井
本
『
保
元
物
語
』
を
中
心
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。
半
井
本
は
、

『
保
元
物
語
』
諸
本
の
中
で
も
最
も
古
態
を
留
め
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
保
元
物
語
』
と
い
え
ば
半
井
本
『
保
元
物
語
』
を
指
す
。
そ
の
本
文
は
、
栃
木
孝
惟
・
日
下
力 

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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他 
校
註
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43　

保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
七
月
）
に
拠
る
。
引
用
後
の
括
弧
で

示
し
た
数
字
は
そ
の
頁
数
を
指
す
。
引
用
文
に
お
け
る
傍
線
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新

字
体
で
表
記
し
、
当
て
字
な
ど
の
一
般
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
読
み
を
除
い
て
振
り
仮
名
は
省
略
し
た
。

　
　
　
　
一
、『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

『
保
元
物
語
』
の
〈
理
〉
を
整
理
す
る
と
、
全
一
二
例
の
内
八
例
が
今
回
の
考
察
対
象
と
し
て
扱
う
も
の
と
な
る
（
注
７
）。
こ
の
分
布
を
み
る
と
、

上
巻
に
二
例
、
中
巻
に
五
例
、
下
巻
に
一
例
と
な
っ
て
お
り
、
戦
が
収
束
し
て
戦
後
処
理
が
行
わ
れ
る
部
分
に
な
る
と
〈
理
〉
は
あ
ま
り
み

ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

対
し
て
、
同
様
の
基
準
で
〈
哀
〉
を
み
る
と
、
考
察
対
象
は
〈
理
〉
と
同
様
に
八
例
で
あ
り
、
そ
の
分
布
は
上
巻
に
一
例
、
中
巻
に
二
例
、

下
巻
に
五
例
と
〈
理
〉
と
対
照
的
に
な
っ
て
い
る
。
下
巻
に
〈
哀
〉
が
多
い
理
由
と
し
て
は
、
物
語
の
展
開
上
、
作
品
が
終
結
部
に
向
か
う

に
つ
れ
て
親
兄
弟
の
処
刑
、
敗
者
へ
の
厳
罰
と
い
っ
た
悲
し
み
が
際
立
つ
場
面
が
増
え
て
く
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
反
対
に
、
ま
だ
戦
が
勃
発
し
て
い
な
い
冒
頭
部
や
合
戦
の
場
面
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
悲
哀
感
は
物
語
の
中
に
立
ち
込
め
て
こ
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、『
平
治
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
も
『
保
元
物
語
』
と
同
じ
軍
記
物
語
で
あ
る
た
め
、

同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
本
稿
で
扱
う
『
保
元
物
語
』
の
〈
理
〉
八
例
の
概
要
を
述
べ
る
。

　
①
乱
の
発
端

久
寿
二
年
七
月
廿
三
日
、
ハ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
近
衛
院
カ
ク
レ
サ
セ
給
ヌ
。
御
歳
十
七
、
惜
カ
ル
ベ
キ
事
也
。
法
皇
・
女
院
ノ
御
歎
ナ
ノ
メ

ナ
ラ
ズ
、
申
モ
愚
ナ
リ
。
新
院
、
此
ヲ
リ
ヲ
ヱ
テ
、「
我
身
コ
ソ
位
ニ
不
レ
被
レ
付
ト
モ
、
重
仁
親
王
ハ
、
今
度
ハ
位
ニ
ハ
遁
ジ
物
ヲ
」

ト
待
ウ
ケ
サ
セ
給
ケ
リ
。
天
下
ノ
諸
人
モ
カ
ク
思
ケ
ル
所
ニ
、
ヲ
モ
ヒ
ノ
外
ナ
ル
美
福
門
院
ノ
御
計
デ
、
後
白
河
院
ノ
四
宮
ト
テ
ウ
チ

コ
メ
ラ
レ
テ
渡
ラ
セ
給
シ
ヲ
、
位
ニ
付
奉
セ
給
。
高
キ
モ
賤
モ
、
誠
ノ
親
ナ
ラ
ヌ
御
隔
ニ
テ
、
女
院
角
被
二
思
食
一
ケ
ル
。
新
院
ト
ハ
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一
ツ
御
腹
ニ
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
シ
カ
ド
モ
、
女
院
モ
テ
ナ
シ
奉
リ
、
法
皇
ニ
モ
内
々
コ
シ
ラ
ヘ
申
サ
セ
給
ケ
ル
ト
ゾ
ウ
ケ
給
ル
。
是
ニ
ヨ

リ
、
新
院
御
恨
一
入
ゾ
マ
サ
ラ
セ
給
ゾ
理
ナ
ル
。

（
上
巻
「
後
白
河
院
御
即
位
ノ
事
」
六
頁
）

前
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
①
は
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
た
こ
と
に
〈
理
〉
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
崇
徳
院
が
抱
い
た
恨

み
は
保
元
の
乱
の
発
端
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
語
り
手
が
恨
み
を
〈
理
〉
と
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。

②
乱
を
前
に
し
て
慌
て
騒
ぐ
人
々
の
様
子

（
頼
長
に
為
朝
が
夜
討
ち
を
提
案
す
る
が
却
下
さ
れ
て
）
御
前
ヲ
立
テ
歩
出
ト
テ
、「
夜
ノ
明
ケ
ン
ヲ
待
セ
給
ハ
ン
事
、
御
方
ノ
軍
兵
ノ
カ
サ

ヲ
敵
ニ
見
セ
サ
セ
給
ハ
ン
タ
メ
カ
。
軍
セ
ン
事
、
如
何
ア
ラ
ン
ズ
ラ
ン
。
義
朝
ハ
合
戦
ノ
道
、
奥
義
ヲ
極
タ
リ
。
明
日
マ
デ
ノ
バ
サ
バ

コ
ソ
、
信
実
、
玄
実
ヲ
モ
マ
タ
セ
給
ハ
メ
。
悲
哉
、
只
今
敵
ニ
ヲ
ソ
ワ
レ
テ
、
御
方
ノ
兵
ア
ワ
テ
迷
ハ
ン
事
ヨ
」
ト
ゾ
ツ
ブ
ヤ
キ
テ
ゾ

出
ケ
ル
。
京
中
ニ
ハ
、
貴
賤
上
下
皆
〳
〵
ノ
ヽ
シ
リ
テ
、「
今
夜
、
合
戦
ア
ル
ベ
シ
。
如
何
ア
ラ
ン
ズ
ラ
ン
」
ト
、
サ
ハ
ギ
迷
ケ
ル
モ

理
ナ
リ
。

（
上
巻
「
新
院
御
所
各
門
々
固
メ
ノ
事
付
軍
評
定
ノ
事
」
三
三
～
三
四
頁
）

②
も
第
一
節
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
人
々
が
「
今
夜
」
戦
が
あ
る
と
慌
て
騒
い
で
い
る
様
子
に
〈
理
〉
が
あ
る
、
と
語
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
戦
が
始
ま
る
の
は
「
今
夜
」
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
の
が
頼
長
一
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
表
し
た

部
分
で
あ
る
。「
今
夜
」
戦
が
行
わ
れ
な
い
、
と
い
う
の
は
、
前
の
場
面
に
お
い
て
頼
長
が
却
下
し
た
「
夜
討
ち
」
と
繋
が
っ
て
い
く
。
夜

討
ち
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
崇
徳
院
方
の
敗
戦
に
直
接
結
び
つ
い
て
い
く
事
項
で
あ
る
た
め
、
そ
の
判
断
を
下
し
た
頼
長
に
非
が
あ
る
、
と

い
う
よ
う
に
『
保
元
物
語
』
で
は
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
②
に
お
け
る
〈
理
〉
は
、
崇
徳
院
方
が
何
故
敗
戦
し
た
の
か
と
い
う
、
語
り

手
の
保
元
の
乱
に
対
す
る
解
釈
に
結
び
つ
い
て
い
く
〈
理
〉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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③
義
朝
と
為
朝
の
問
答

大
庭
平
太
、
同
三
郎
、
山
内
須
藤
刑
部
丞
父
子
、
海
老
名
源
八
、
波
多
野
次
郎
等
、
二
百
余
騎
ニ
テ
ゾ
追
タ
リ
ケ
ル
。
宝
荘
厳
院
ノ
西

裏
ニ
テ
、
返
シ
合
テ
戦
ケ
リ
。
下
野
守
、
後
陣
ニ
引
ヘ
テ
、「
此
ヲ
禦
ハ
源
氏
カ
平
氏
カ
。
カ
ウ
申
ハ
、
今
度
ノ
大
将
軍
、
下
野
守
義

朝
」
ト
名
乗
ケ
レ
バ
、
取
不
レ
敢
、「
同
氏
筑
紫
八
郎
為
朝
」
ト
ゾ
申
ケ
ル
。「
サ
テ
ハ
義
朝
ニ
ハ
、
遥
ノ
弟
ゴ
ザ
ン
ナ
レ
。
何
ニ
、
敵

対
シ
、
兄
ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
、
冥
加
ノ
無
ゾ
。
落
ヨ
。
扶
ケ
ン
」
ト
申
ケ
レ
バ
、
為
朝
、
カ
ラ
〳
〵
ト
笑
テ
申
ケ
ル
ハ
、「
ヤ
、
殿
、

下
野
殿
、
兄
ニ
向
テ
弓
引
物
ノ
冥
加
ノ
無
ラ
ン
ニ
ハ
、
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
何
ニ
」
ト
ゾ
申
タ
ル
。
道
理
ナ
レ
バ
、
音
モ
セ
ズ
。

（
中
巻
「
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
」
五
七
～
五
八
頁
）

③
は
、
合
戦
中
に
相
対
し
た
義
朝
と
為
朝
の
問
答
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
義
朝
は
弟
で
あ
る
為
朝
に
「
サ
テ
ハ
義
朝
ニ
ハ
、
遥
ノ
弟
ゴ

ザ
ン
ナ
レ
。
何
ニ
、
敵
対
シ
、
兄
ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
、
冥
加
ノ
無
ゾ
」
と
、
為
朝
が
自
ら
の
弟
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
義
朝
の
言
葉
を

聞
い
た
為
朝
は
、「
兄
ニ
向
テ
弓
引
物
ノ
冥
加
ノ
無
ラ
ン
ニ
ハ
、
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
何
ニ
」
と
、
義
朝
も
父
で
あ
る
為
義
と
敵
対
し

て
い
る
事
実
を
述
べ
て
言
い
返
す
。
義
朝
は
為
朝
の
指
摘
に
〈
理
〉
が
あ
る
と
感
じ
、
何
も
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
場
面
で

あ
る
。
こ
こ
で
義
朝
と
為
朝
が
論
点
と
し
て
い
る
の
は
「
親
兄
弟
と
戦
う
こ
と
」、
つ
ま
り
「
長
幼
の
序
」
を
問
題
に
し
て
い
る
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
後
『
保
元
物
語
』
中
に
お
い
て
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
話
題
で
あ
る
。
実
際
に
保
元
の
乱
は
親
兄
弟
同
士

で
戦
っ
た
戦
で
あ
る
。
軍
事
行
動
を
行
っ
た
武
士
以
外
の
皇
族
、
藤
原
摂
関
家
と
い
っ
た
、
乱
の
原
因
と
な
っ
た
一
族
も
親
子
間
で
対
立
し

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
親
子
間
で
敵
対
す
る
こ
と
に
つ
い
て
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
保
元
の
乱
（
当
時
）
の
価
値
観
、
あ
る
い
は
道
徳
観
念
を
考
え
れ
ば
、
子
が
親
と
敵
対
す
る
、
弟
が
兄
に
刃
を
向
け

る
、
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
保
元
の
乱
に
お
い
て
そ
の
意
識
が
崩
壊
す
る
。『
保
元
物
語
』
で
英
雄
的
に
語

ら
れ
る
為
朝
の
口
か
ら
「
兄
ニ
向
テ
弓
引
物
ノ
冥
加
ノ
無
ラ
ン
ニ
ハ
、
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
何
ニ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
と
い
う

こ
と
は
、
旧
来
の
意
識
を
覆
し
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
が
通
用
し
な
い
世
の
中
（
つ
ま
り
は
「
武
者
の
時
代
」）
の
到
来
を
暗
示
し
て
い
る
と
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も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
場
面
は
『
保
元
物
語
』
の
語
り
手
が
保
元
の
乱
の
特
徴
で
あ
る
「
親
兄
弟
と
戦
う
こ
と
」
に
つ

い
て
の
問
題
意
識
を
明
確
に
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

④
勝
敗
の
分
け
目

抑
、
今
度
合
戦
破
ヌ
ル
事
、
王
事
不
レ
危
、
忝
ク
神
明
ノ
御
計
ト
覚
タ
リ
。
公
家
殊
御
祈
念
深
テ
、
日
吉
社
ニ
真
筆
御
願
書
ヲ
七
条
ノ

座
主
ノ
宮
ヘ
奉
リ
給
ケ
レ
バ
、
座
主
御
願
書
ヲ
神
殿
ニ
籠
テ
、
肝
胆
ヲ
砕
キ
祈
請
シ
申
サ
セ
給
ケ
ル
験
ニ
ヤ
、
為
義
、
忠
正
ガ
子
共
、

命
ヲ
惜
共
見
ヘ
ザ
リ
ケ
レ
共
、
山
王
ノ
御
計
ニ
ヤ
、
無
レ
程
敵
ヲ
タ
イ
ラ
ゲ
ラ
レ
ン
事
、
法
験
モ
目
出
ク
王
威
モ
威
シ
。
サ
レ
バ
昔
シ

将
門
ガ
東
八
ケ
剋
ヲ
打
取
テ
、
都
ヘ
責
上
ル
ト
聞
シ
カ
バ
、
竜
顔
色
ヲ
失
、
人
臣
悉
騒
テ
、
諸
寺
諸
社
ニ
テ
是
ヲ
調
伏
セ
シ
カ
共
、
其

験
無
リ
シ
ニ
、
延
暦
寺
ノ
座
主
法
性
坊
尊
意
僧
正
宣
旨
ヲ
蒙
テ
、
講
堂
ニ
シ
テ
不
動
ヲ
安
置
シ
テ
、
鎮
護
国
家
ノ
法
ヲ
修
セ
ラ
レ
シ
ニ
、

将
門
弓
箭
ヲ
帯
シ
テ
炉
壇
ノ
炎
ノ
中
ニ
影
ハ
ル
ト
見
テ
、
無
レ
程
被
レ
打
キ
。
両
座
主
祈
念
答
テ
、
二
代
ヲ
護
奉
。
目
出
事
也
。
サ
レ

バ
ニ
ヤ
惣
持
院
ヲ
バ
鎮
護
国
家
ノ
道
場
ト
申
ス
モ
理
哉
。

（
中
巻
「
朝
敵
ノ
宿
所
焼
キ
払
フ
事
」
七
六
～
七
七
頁
）

④
で
は
、
な
ぜ
崇
徳
院
方
が
保
元
の
乱
に
お
い
て
敗
北
し
た
の
か
、
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
〈
理
〉
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、
惣
寺
院
が
鎮
護
国
家
の
道
場
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
白
河
院
に
先
祖
か
ら
伝
わ

る
神
仏
の
加
護
が
あ
っ
た
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
一
方
で
、
負
け
た
崇
徳
院
に
は
加
護
が
無
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
④

の
〈
理
〉
は
、
そ
も
そ
も
崇
徳
院
に
は
勝
ち
目
が
無
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
崇
徳
院
が
負
け
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
語
り
手
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
部
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
憔
悴
す
る
崇
徳
院

夜
ニ
入
テ
、
家
弘
親
子
、
新
院
ヲ
肩
ニ
引
懸
奉
テ
、
山
ヨ
リ
出
シ
奉
テ
、
法
勝
寺
ノ
北
浦
ヲ
過
、
北
白
川
ノ
東
光
寺
ノ
辺
ニ
テ
、
光

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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弘
ガ
知
タ
ル
人
ニ
輿
ヲ
借
テ
乗
セ
奉
リ
、「
何
方
ヘ
カ
仕
ベ
キ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、「
女
房
阿
波
局
ガ
許
ヘ
」
ト
被
レ
仰
ケ
レ
バ
、
二
条
ヲ

西
ヘ
大
宮
マ
デ
仕
。
阿
波
局
ガ
許
ヲ
叩
共
、
門
ヲ
閉
テ
音
モ
セ
ズ
。「
左
京
大
夫
ガ
許
ヘ
」
ト
被
レ
仰
ケ
レ
バ
、
其
ヘ
渡
シ
奉
タ
レ
共
、

教
長
卿
モ
、
ケ
サ
合
戦
ノ
庭
ヨ
リ
何
方
ヘ
カ
落
行
ケ
ン
、
残
留
跡
ト
テ
モ
ヲ
ダ
シ
カ
ル
マ
ジ
ケ
レ
バ
、
叩
共
、
門
ヲ
閉
テ
人
モ
無
シ
。

「
少
輔
内
侍
ノ
許
ヘ
」
ト
被
レ
仰
ケ
レ
共
、
ソ
コ
モ
人
モ
ナ
シ
。
五
畿
七
道
広
シ
ト
コ
ソ
思
食
然
共
、
今
ハ
東
西
南
北
塞
テ
、
御
幸
ナ

ル
ベ
キ
方
モ
ナ
シ
。「
コ
ハ
悲
事
哉
。
立
宿
ベ
キ
方
モ
、
今
ハ
無
身
ト
成
ヌ
ル
事
ヨ
」
ト
被
レ
仰
、
御
心
ヨ
ワ
ゲ
ニ
見
ヘ
サ
セ
給
ゾ
理

ナ
ル
。

（
中
巻
「
新
院
御
出
家
ノ
事
」
七
七
頁
）

⑥
体
力
の
限
界
が
訪
れ
る
崇
徳
院

知
足
院
ノ
方
ヘ
渡
シ
奉
テ
ン
ゲ
ル
ガ
、
知
ヌ
僧
坊
ヘ
舁
入
奉
ヌ
。
軈
テ
ソ
コ
デ
平
臥
サ
セ
給
。
山
中
ニ
テ
水
ヲ
キ
コ
シ
食
ツ
ル
外
ハ
、

夜
部
ヨ
リ
今
マ
デ
何
ニ
モ
進
ネ
バ
、
御
身
ノ
ヨ
ハ
ラ
セ
給
モ
理
也
。

（
中
巻
「
新
院
御
出
家
ノ
事
」
七
八
頁
）

⑤
⑥
は
敗
走
す
る
崇
徳
院
が
だ
ん
だ
ん
と
衰
弱
し
て
い
く
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
崇
徳
院
が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
描
写
し
、
衰
弱
し
た
様
子
を
み
せ
る
崇
徳
院
の
姿
を
〈
理
〉
と
語
り
手
が
更
に
表
現
す
る
こ
と

で
、
読
者
も
そ
の
認
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
の
〈
理
〉
は
登
場
人
物
に
対
し
て
同
情

や
共
感
を
表
明
し
て
寄
り
添
う
〈
哀
〉
と
似
た
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

⑦
勲
功
を
求
め
る
義
朝
の
直
訴

義
朝
申
ケ
ル
ハ
、「
今
度
、
勲
功
賞
ニ
ハ
、
卿
相
ノ
位
ニ
昇
共
、
難
ア
ル
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
此
官
ハ
、
先
祖
多
田
満
仲
法
師
ガ
始
テ
罷

成
テ
候
ケ
レ
バ
、
其
跡
芳
ク
候
ヘ
共
、
本
、
右
馬
助
、
今
、
権
頭
ニ
転
任
、
勲
功
ノ
賞
ト
モ
不
レ
覚
。
更
ニ
無
二
面
目
一
。
朝
敵
ヲ
討
ツ
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者
ハ
半
国
ヲ
給
ル
。
其
功
、
世
々
ニ
不
レ
絶
ト
コ
ソ
承
ル
。
父
ヲ
背
キ
、
親
類
ヲ
捨
、
兄
弟
ヲ
離
テ
、
御
方
ニ
参
リ
テ
、
命
ヲ
不
レ
惜

責
戦
。
勅
命
ニ
背
キ
難
ト
云
ヘ
共
、
父
ニ
向
テ
弓
ヲ
引
、
矢
ヲ
放
テ
バ
、
人
ニ
越
タ
ル
不
次
ノ
賞
ヲ
コ
ソ
蒙
候
ベ
キ
ニ
」
ト
、
頻
ニ
申

バ
、
道
理
也
ケ
レ
バ
、
隆
季
朝
臣
ノ
左
馬
頭
ナ
リ
シ
ヲ
、
則
左
京
大
夫
ニ
移
シ
テ
、
義
朝
ヲ
左
馬
頭
ニ
ゾ
被
レ
成
ケ
リ
。
サ
テ
コ
ソ
憤

ヲ
休
メ
ケ
ル
。

（
中
巻
「
関
白
殿
本
官
ニ
帰
復
シ
給
フ
事
付
武
士
ニ
勧
賞
ヲ
行
ハ
ル
ル
事
」
八
一
～
八
二
頁
）

⑦
で
は
、
忠
通
に
対
し
て
自
分
の
働
き
に
見
合
っ
た
勲
功
を
与
え
る
よ
う
に
直
訴
す
る
義
朝
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
義
朝
が
主

張
し
て
い
る
の
は
、
自
ら
が
親
に
刃
を
向
け
て
ま
で
戦
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
③
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
保
元
物
語
』
に

お
け
る
親
子
関
係
の
解
釈
に
関
わ
る
〈
理
〉
で
あ
る
。

⑧
為
義
と
別
れ
る
子
供
た
ち

サ
テ
サ
ヨ
フ
ケ
ガ
タ
ニ
、
山
ヲ
出
テ
、
大
竹
ノ
程
ヲ
過
テ
、
水
ノ
御
本
ト
云
所
ニ
テ
、
六
人
ノ
子
共
、「
最
後
ノ
共
シ
終
」
ト
テ
送
ケ

リ
。「
今
ハ
、
迎
ノ
者
ハ
近
付
タ
ル
ラ
ン
。
ワ
殿
原
ハ
返
レ
」
ト
宣
ケ
レ
バ
、「
承
ル
」
ト
テ
、
此
人
々
ソ
コ
ニ
立
止
テ
見
送
奉
ラ
レ
ケ

ル
ガ
、
恩
愛
ノ
道
ハ
不
二
力
及
一
、
思
切
レ
ヌ
事
ナ
レ
バ
、「
今
生
一
生
ノ
契
ゾ
カ
シ
。
今
者
争
見
参
セ
ン
」
ト
思
フ
限
ノ
別
ノ
悲
シ
ケ

レ
バ
、「
暫
シ
留
ラ
セ
給
ヘ
。
可
二
申
入
一
事
ノ
候
ゾ
」
ト
声
々
ニ
被
レ
申
ケ
レ
バ
、「
何
事
ゾ
ヤ
」
ト
テ
被
二
返
登
一
ケ
リ
。
可
レ
云
事
ハ

無
レ
共
、
別
ノ
悲
サ
ニ
、
父
ヲ
立
囲
テ
、
手
足
ニ
取
付
テ
、
泣
ヨ
リ
外
ノ
事
ゾ
ナ
キ
。
理
ヤ
、
サ
コ
ソ
ハ
悲
シ
カ
リ
ケ
メ
。
後
ニ
相
見

ル
ベ
キ
物
ナ
レ
共
、
指
当
ヌ
ル
別
ハ
悲
ゾ
カ
シ
。
是
ハ
只
今
ヲ
限
レ
リ
。
二
度
可
レ
合
別
ナ
ラ
ネ
バ
、
悲
共
云
モ
疎
也
。

（
下
巻
「
為
義
降
参
ノ
事
」
九
四
～
九
五
頁
）

⑧
で
は
、
為
義
と
そ
の
子
供
た
ち
（
後
白
河
院
方
に
つ
い
た
義
朝
を
除
く
）
の
別
れ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
親
子
の
今
生
の
別
れ
で

あ
り
、
お
互
い
が
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
た
め
、
別
れ
よ
う
に
も
別
れ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
も
問
題
に

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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な
る
の
は
親
子
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
は
「
悲
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
よ
う
に
、
悲
し
い
場
面
と
し
て
語
り
手
は
語
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
で
の
〈
理
〉
は
「
悲
し
さ
」
に
対
し
て
の
理
由
づ
け
の
効
果
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
理
〉
と
同
様
に
、〈
哀
〉
八
例
に
つ
い
て
も
、
そ
の
概
要
を
述
べ
て
い
く
。

　
　①

美
福
門
院
の
出
家

同
年
夏
六
月
十
二
日
、
美
福
門
院
、
成
菩
提
院
ノ
御
所
ニ
テ
御
カ
ザ
リ
ヲ
オ
ロ
シ
、
御
カ
タ
チ
ヲ
ヤ
ツ
サ
セ
マ
シ
マ
ス
。
是
ハ
先
帝
モ

隠
サ
セ
マ
シ
〳
〵
ヌ
、
又
、
法
皇
モ
御
悩
ヨ
ク
ワ
タ
ラ
セ
給
ハ
ヌ
ニ
ヨ
リ
テ
、
御
歎
ノ
余
ニ
思
食
立
ト
ゾ
キ
コ
ヱ
シ
。
哀
ナ
リ
シ
事
也
。

御
戒
師
ニ
ハ
三
滝
ノ
上
人
観
空
ゾ
マ
イ
リ
ケ
ル
。

（
上
巻
「
法
皇
崩
御
ノ
事
」
八
～
九
頁
）

こ
こ
で
〈
哀
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
美
福
門
院
が
出
家
し
た
こ
と
に
対
し
て
で
あ
る
。
美
福
門
院
の
出
家
は
「
是
ハ
先
帝
モ
隠
サ

セ
マ
シ
〳
〵
ヌ
、
又
、
法
皇
モ
御
悩
ヨ
ク
ワ
タ
ラ
セ
給
ハ
ヌ
ニ
ヨ
リ
テ
、
御
歎
ノ
余
ニ
思
食
立
ト
ゾ
キ
コ
ヱ
シ
」
と
い
う
理
由
だ
っ
た
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
語
り
の
直
後
に
〈
哀
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
息
子
の
近
衛
院
を
亡
く
し
、
夫
で
あ
る
鳥
羽
院
の
体
調
不
良

を
嘆
い
た
美
福
門
院
に
対
し
て
、
語
り
手
が
同
情
・
共
感
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
②
為
義
の
出
家

為
義
、
サ
ガ
ス
処
ニ
ハ
無
テ
、
坂
本
三
河
尻
ノ
五
郎
大
夫
景
俊
ガ
許
ニ
隠
テ
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
十
六
日
ニ
、
五
十
騎
計
ノ
勢
ニ
テ
、
三

井
寺
ヲ
通
テ
、
東
国
ノ
方
ヘ
趣
キ
ケ
ル
ガ
、
運
ノ
極
タ
ル
処
ハ
、
為
義
、
重
病
ヲ
受
テ
、
前
後
不
覚
ニ
成
ニ
ケ
リ
。
温
病
ト
ゾ
聞
ヘ

シ
。
馬
ニ
舁
乗
テ
行
ニ
、
兵
共
出
来
テ
打
留
ト
ス
ル
上
ヘ
、
大
将
軍
ノ
重
病
ナ
ル
ヲ
見
テ
、
郎
等
等
、
皆
ス
テ
テ
逃
失
ヌ
。
子
共
六
人

ノ
外
、
郎
等
四
人
ト
雑
色
華
沢
一
人
残
ケ
ル
。
近
江
ノ
蓑
浦
ニ
テ
、
船
ニ
乗
ラ
ン
ト
シ
ケ
ル
所
ニ
、
敵
廿
騎
計
懸
出
タ
リ
。
戦
ニ
不
レ

及
、
四
方
ヘ
皆
逃
散
ヌ
。
四
人
等
ガ
郎
等
モ
落
失
テ
無
リ
ケ
リ
。
イ
ト
ヾ
心
細
ク
ゾ
成
ニ
ケ
ル
。
其
ヨ
リ
東
近
江
ヘ
至
ラ
ン
ト
シ
ケ
レ

日
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共
、
身
ハ
病
ヲ
受
ツ
、
其
上
、
鈴
香
、
不
破
関
塞
リ
ヌ
ト
聞
ヘ
ケ
レ
バ
、
東
国
ヘ
遁
下
ラ
ン
事
モ
難
レ
有
。
道
ノ
辺
ニ
テ
打
落
サ
レ
ン

事
モ
、
命
モ
難
レ
捨
、
恥
モ
惜
ケ
レ
バ
、
思
返
シ
テ
、
蓑
浦
ヨ
リ
東
坂
本
ニ
帰
付
テ
、
黒
谷
ノ
辺
ニ
忍
テ
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
雑
色
花
沢

ガ
勧
ニ
テ
、
天
台
山
ニ
登
テ
、
月
輪
坊
ノ
竪
者
ノ
坊
ヘ
行
テ
、
ソ
コ
ニ
テ
為
義
出
家
シ
テ
ケ
リ
。
栄
花
ト
開
ケ
シ
タ
モ
ト
、
今
黒
染
ニ

成
姿
、
哀
也
ケ
リ
。

（
下
巻
「
為
義
降
参
ノ
事
」
九
一
～
九
二
頁
）

②
は
為
義
が
出
家
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
為
義
は
保
元
の
乱
で
敗
戦
し
た
結
果
、
連
れ
る
人
も
少
な
く
な
り
、
更

に
は
病
を
受
け
て
す
っ
か
り
弱
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
為
義
が
源
氏
の
頭
領
と
し
て
栄
華
を
極
め
た
姿
と
比
較
し
て
、
語
り
手
は
〈
哀
〉

と
述
べ
て
い
る
。「
哀
れ
」
な
為
義
の
境
遇
を
し
っ
か
り
と
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
哀
〉
と
い
う
言
葉
に
説
得
力
が
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
読
者
に
対
す
る
語
り
の
誘
導
が
み
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

③
為
義
と
子
供
た
ち
の
別
れ

又
、
思
切
テ
下
レ
バ
、
子
共
呼
返
ス
。
子
共
返
上
バ
、
又
、
父
呼
返
ス
。
サ
テ
シ
モ
可
レ
有
事
ナ
ラ
ネ
バ
、
上
下
ヘ
別
行
、
子
共
ハ
其

ヨ
リ
思
々
ニ
落
ゾ
行
ク
。
溟
々
ト
シ
テ
行
路
前
後
ヲ
不
レ
知
。
漫
々
ト
シ
テ
漂
心
波
引
ヲ
不
レ
弁
。
白
楊
ノ
路
モ
何
ヲ
指
テ
カ
可
レ
尋
。

蒼
梧
ノ
煙
モ
靡
方
ヲ
不
レ
知
。
鳥
ニ
ア
ラ
ネ
共
、
四
鳥
ノ
別
ヲ
致
シ
、
魚
ニ
ア
ラ
ザ
レ
共
、
剣
魚
恨
ヲ
懐
ク
。
欄
干
ト
シ
テ
魂
飛
揚
ス

ト
見
ヘ
タ
リ
。
哀
レ
也
シ
父
子
ノ
別
也
。
二
人
三
人
モ
ツ
レ
ザ
リ
ケ
リ
。
大
原
、
静
原
、
鞍
馬
ノ
奥
、
貴
布
禰
様
ヘ
ゾ
別
行
。

（
下
巻
「
為
義
降
参
ノ
事
」
九
五
～
九
六
頁
）

〈
理
〉
⑧
と
同
様
に
、
為
義
と
子
供
た
ち
の
別
れ
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
別
れ
よ
う
に
も
別
れ
ら
れ
な
い
親
子
だ
っ
た
が
、
遂
に
そ
れ

ぞ
れ
の
道
を
行
く
こ
と
に
な
る
。
一
連
の
場
面
を
総
括
し
て
、
語
り
手
は
「
哀
レ
也
シ
父
子
ノ
別
也
」
と
感
慨
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

語
り
手
は
こ
の
親
子
の
別
れ
を
「
哀
れ
」
な
も
の
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
〈
理
〉
⑧
の
描
写
で
も

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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う
か
が
え
る
こ
と
で
、〈
理
〉
⑧
で
の
〈
理
〉
が
「
哀
れ
」
と
い
う
感
情
を
前
提
に
し
た
も
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
箇
所
で
も
あ
る
。〈
理
〉

と
〈
哀
〉
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
は
重
要
な
場
面
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

④
鎌
田
と
波
多
野
の
問
答

七
条
朱
雀
ニ
テ
、
車
ヨ
リ
輿
ニ
乗
移
ラ
セ
奉
ラ
ン
所
ニ
テ
、「
不
レ
奉
レ
知
テ
、
ヤ
ハ
ラ
御
頸
ヲ
可
レ
奉
レ
切
」
ト
、
鎌
田
ガ
計
ケ
レ
バ
、

波
多
野
次
郎
ガ
云
ケ
ル
ハ
、「
イ
カ
ニ
、
鎌
田
殿
。
カ
ヽ
ル
無
レ
情
事
ヲ
バ
計
申
候
ゾ
。
八
幡
殿
ト
、
朝
家
ノ
御
護
ニ
テ
渡
セ
給
判
官

殿
ノ
御
座
セ
バ
コ
ソ
、
其
子
ニ
テ
、
殿
ハ
大
将
ヲ
モ
承
テ
、
朝
恩
ニ
モ
ホ
コ
ラ
セ
給
ヘ
。
父
ノ
御
座
セ
バ
コ
ソ
人
共
ソ
ダ
ヽ
セ
給
ヘ
。

何
事
ノ
恨
ノ
御
座
ト
テ
モ
、
正
シ
キ
親
ニ
ツ
ラ
ク
当
リ
給
ベ
キ
事
ハ
無
物
ヲ
。
然
モ
是
ハ
、
公
ノ
敵
ニ
成
セ
給
ヌ
レ
バ
、
互
ニ
御
遺
恨

ヲ
結
バ
セ
給
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
人
ノ
身
ニ
ハ
一
期
ノ
終
ヲ
以
一
大
事
ト
ス
ル
ニ
、
ヤ
ミ
〳
〵
ト
シ
テ
失
奉
バ
、
後
生
菩
提
モ
徒
ニ
成
セ

給
ベ
シ
。
此
事
ヲ
顕
シ
申
テ
、
仏
ノ
御
名
ヲ
モ
唱
ヘ
サ
セ
進
セ
タ
ラ
バ
コ
ソ
、
親
子
ノ
情
モ
主
従
ノ
哀
モ
ア
ラ
ン
ズ
レ
。
昔
ヲ
思
バ
、

伊
予
殿
、
相
模
殿
ト
申
シ
時
、
仕
レ
始
テ
、
其
御
子
ニ
八
幡
殿
ヲ
主
ト
頼
奉
テ
ヨ
リ
以
来
、
八
幡
殿
ノ
御
子
ナ
レ
バ
、
入
道
殿
モ
我
等

ガ
主
、
其
御
子
ナ
レ
バ
、
頭
殿
モ
我
等
ガ
主
、
相
伝
ノ
主
ニ
此
事
知
セ
奉
ラ
ザ
ラ
ン
コ
ソ
罪
深
ケ
レ
。
此
事
申
テ
、
最
後
ノ
十
念
ヲ
モ

進
奉
バ
ヤ
」
ト
申
バ
、（
後
略
）

（
下
巻
「
為
義
最
後
ノ
事
」
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
）

④
の
〈
哀
〉
は
、
語
り
手
で
は
な
く
波
多
野
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
〈
哀
〉
は
す
べ
て
語
り
手
に
よ
る
も
の
な
の
で
、

そ
の
点
に
お
い
て
④
は
他
の
例
と
は
違
う
特
質
が
あ
る
。
ま
た
、
文
脈
を
考
え
る
と
④
の
〈
哀
〉
は
所
謂
「
哀
れ
」
と
い
う
感
情
を
述
べ
た

も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
④
は
他
の
〈
哀
〉
と
は
違
い
、
個
別
的
な
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑤
自
ら
の
処
刑
を
知
ら
な
い
四
人
の
子
供

波
多
野
次
郎
承
テ
、
五
十
騎
計
ノ
勢
ニ
テ
、
六
条
堀
川
ノ
為
義
法
師
ガ
宿
所
ニ
行
向
。
母
上
ハ
物
詣
シ
テ
無
リ
キ
。
当
腹
ニ
、
十
三
ニ

日
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成
ル
乙
若
殿
、
十
一
ニ
成
ル
亀
若
殿
、
九
ニ
ナ
ル
鶴
若
殿
、
七
ニ
成
天
王
殿
ト
テ
四
人
有
ケ
ル
ヲ
、
波
多
野
次
郎
申
ケ
ル
ハ
、「
今
日

又
、
都
ニ
軍
ア
ル
ベ
シ
ト
テ
、
入
道
殿
ハ
船
岡
山
ニ
籠
ラ
セ
給
テ
候
ガ
、『
君
達
、
皆
具
シ
進
テ
参
』
ト
候
ツ
ル
也
。
疾
々
御
輿
ニ
奉

ツ
レ
」
ト
申
セ
バ
、
四
人
ノ
子
共
、
今
度
ノ
軍
ノ
後
ハ
イ
マ
ダ
父
ヲ
モ
見
ズ
、
出
家
ト
ハ
聞
ケ
共
、
替
レ
ル
姿
モ
見
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
呼

ト
聞
ウ
レ
シ
サ
ニ
、
我
前
ニ
乗
ラ
ン
ト
、
輿
ノ
中
ヘ
争
イ
入
コ
ソ
無
懺
ナ
レ
。
道
ス
ガ
ラ
モ
、
音
々
口
々
ニ
、
輿
舁
共
ヲ
、「
遅
シ
ヤ

〳
〵
」
ト
勧
メ
ケ
ル
コ
ソ
墓
ナ
ケ
レ
。
羊
ノ
歩
ノ
近
付
共
、
知
ラ
ザ
リ
ケ
ル
コ
ソ
哀
ナ
ル
。

（
下
巻
「
義
朝
ノ
幼
少
ノ
弟
悉
ク
失
ハ
ル
ル
事
」
一
〇
六
頁
）

⑤
は
、
為
義
の
子
供
た
ち
の
中
で
も
幼
い
乙
若
を
始
め
と
し
た
四
兄
弟
に
関
す
る
場
面
で
あ
る
。
四
人
の
子
供
た
ち
を
連
れ
出
す
際
、
波

多
野
は
「
今
日
又
、
都
ニ
軍
ア
ル
ベ
シ
ト
テ
、
入
道
殿
ハ
船
岡
山
ニ
籠
ラ
セ
給
テ
候
ガ
、『
君
達
、
皆
具
シ
進
テ
参
』
ト
候
ツ
ル
也
。
疾
々

御
輿
ニ
奉
ツ
レ
」
と
い
う
嘘
を
つ
く
。
こ
の
時
点
で
為
義
は
斬
首
さ
れ
て
い
る
の
で
、
為
義
が
子
供
た
ち
を
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
そ

れ
を
知
ら
な
い
四
人
は
喜
び
、
自
分
た
ち
の
処
刑
場
に
向
か
っ
て
い
る
輿
を
急
か
す
。
そ
の
様
子
に
語
り
手
は
〈
哀
〉
と
述
べ
て
い
る
。

⑥
乳
母
の
嘆
き

乙
若
申
ケ
ル
ハ
、「
ア
ノ
幼
物
共
ノ
髪
ノ
乱
テ
顔
ニ
懸
リ
テ
、
暖
ゲ
ナ
ル
ハ
、
押
上
テ
、
冷
シ
ゲ
ニ
結
ヘ
。
頸
ノ
ア
タ
リ
汗
巾
ヘ
。
顔

能
巾
ヘ
。
死
テ
後
ハ
、
面
能
ク
洗
テ
、
髪
能
摩
付
テ
、
本
結
能
シ
テ
、
左
馬
頭
ニ
ハ
見
セ
申
セ
、
義
通
。
サ
ス
ガ
ニ
我
等
ガ
キ
タ
ナ
ゲ

ナ
ラ
バ
、
片
腹
イ
タ
ク
思
ハ
ン
ズ
ル
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
四
人
子
共
ノ
乳
母
共
、
皆
一
人
ヅ
ヽ
付
タ
リ
ケ
リ
。
乙
若
殿
ニ
ハ
源
八
、
亀
若

殿
ニ
ハ
五
藤
次
付
ク
。
鶴
若
殿
ニ
ハ
吉
田
四
郎
付
ク
。
天
王
殿
ニ
ハ
内
記
平
太
ト
テ
付
テ
、
面
々
ニ
有
ケ
ル
ガ
、
前
々
ニ
舁
居
ヘ
テ
、

髪
摩
テ
、
高
ク
押
上
テ
結
、
頸
当
リ
ノ
汗
巾
ケ
リ
。
是
等
ガ
涙
ノ
勧
メ
共
、
幼
人
共
ニ
知
セ
進
セ
ジ
ト
テ
、
声
ヲ
頻
ニ
押
ヘ
ケ
リ
。
絶

ヌ
ケ
シ
キ
ゾ
哀
ナ
ル
。

（
同
、
一
〇
九
頁
）

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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⑥
は
四
人
の
子
供
た
ち
が
処
刑
さ
れ
る
直
前
の
場
面
で
あ
る
。
乙
若
は
、
自
分
た
ち
が
死
ん
だ
後
の
乱
れ
た
ま
ま
の
姿
を
義
朝
に
見
ら
れ

た
く
は
な
い
と
言
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
乳
母
に
整
え
さ
せ
る
。
普
段
は
日
常
の
世
話
を
し
て
い
た
乳
母
た
ち
が
、
今
は
子
供
た
ち
が
死
に
向

か
う
た
め
の
準
備
を
し
て
い
る
。
乳
母
た
ち
は
そ
の
現
実
に
涙
す
る
が
、
そ
れ
を
四
人
に
悟
ら
れ
ま
い
と
声
を
抑
え
る
。
そ
の
状
況
を
、
語

り
手
は
〈
哀
〉
と
し
て
い
る
。

⑤
⑥
に
共
通
す
る
の
は
、
既
に
「
哀
れ
」
な
状
況
に
対
し
て
語
り
手
が
〈
哀
〉
と
評
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
⑤
⑥
は
幼
い
子
供
た
ち
の

処
刑
を
描
い
た
場
面
で
あ
り
、
仮
に
語
り
手
の
誘
導
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
凄
惨
且
つ
悲
惨
な
状
況
で
あ
る
。
だ
が
、
語
り
手
は
⑤
⑥
そ
れ

ぞ
れ
の
評
語
に
お
い
て
、〈
哀
〉
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
保
元
物
語
』
の
語
り
手
は
、
幼
い
子
供
た
ち
の
処
刑
を
「
哀
れ
」
に
語
ろ

う
と
す
る
意
識
の
他
に
、「
評
語
」
の
言
葉
と
し
て
〈
哀
〉
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

⑦
忠
実
の
心
中

鳥
羽
殿
ニ
ハ
、
故
院
ノ
旧
臣
達
被
レ
申
ケ
ル
ハ
、「
ヨ
ニ
ヲ
ビ
タ
ヽ
シ
ク
聞
ヘ
シ
内
裏
モ
別
ノ
御
事
渡
セ
給
ズ
。
又
、
京
中
モ
亡
ズ
。

誠
ニ
神
明
ノ
御
助
ト
覚
ヘ
タ
リ
。
末
代
モ
猶
憑
シ
。
新
院
被
レ
流
サ
セ
給
ヌ
。
其
外
ニ
モ
十
四
人
ヲ
国
々
ヘ
分
チ
遣
ス
。
即
礼
義
ノ
郷

ヲ
出
テ
、
各
無
智
ノ
俗
ニ
移
リ
タ
リ
。
妻
ハ
夫
ニ
別
レ
、
子
ハ
父
ニ
別
レ
、
親
昵
モ
不
レ
随
、
主
従
ニ
モ
各
別
也
。
別
行
悲
、
残
留
ル

歎
、
何
モ
由
ヲ
ロ
カ
ナ
ラ
ジ
。
中
ニ
モ
宇
治
禅
閤
ノ
思
コ
ソ
哀
ナ
レ
。
憑
奉
ラ
セ
給
ツ
ル
左
府
ニ
ハ
ヲ
ク
レ
奉
給
ヌ
。
御
心
ヲ
憑
ミ
給

ツ
ル
左
府
ノ
君
達
ハ
配
所
ヘ
趣
給
ヌ
。
命
ノ
長
キ
モ
由
無
事
也
」
ト
ゾ
申
合
レ
ケ
ル
。

（
下
巻
「
左
府
ノ
君
達
幷

謀
反
人
各
遠
流
ノ
事
」
一
二
七
頁
）

⑦
は
、
保
元
の
乱
が
終
わ
っ
た
後
の
世
評
を
語
る
場
面
に
お
い
て
、
鳥
羽
院
の
旧
臣
た
ち
が
口
に
し
て
い
た
〈
哀
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
哀
〉

は
頼
長
、
忠
通
の
父
親
で
あ
る
忠
実
に
向
け
ら
れ
た
感
慨
で
あ
る
。
溺
愛
し
て
い
た
息
子
で
あ
る
頼
長
は
既
に
故
人
と
な
り
、
頼
長
の
子
供

た
ち
（
忠
実
に
と
っ
て
は
孫
に
あ
た
る
）
も
流
罪
と
な
っ
た
。
忠
実
は
都
に
一
人
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
鳥
羽
院
の
旧
臣

た
ち
は
〈
哀
〉
と
述
べ
て
い
る
。
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こ
の
世
評
を
語
る
「
故
院
ノ
旧
臣
」
は
、
そ
れ
が
具
体
的
に
誰
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

⑦
は
登
場
人
物
の
姿
を
借
り
て
語
り
手
が
〈
哀
〉
と
述
べ
て
い
る
箇
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
崇
徳
院
の
火
葬

其
時
、
御
蔵
ト
思
シ
キ
物
立
タ
リ
ケ
レ
バ
、
其
ニ
申
ケ
ル
ハ
、「
我
ハ
都
ニ
サ
ブ
ラ
ヒ
テ
、
常
ニ
召
被
レ
仕
シ
伶
人
是
成
ト
申
者
ガ
、

今
ハ
法
師
ニ
成
テ
、
蓮
如
ト
申
也
。
爰
ニ
候
物
ヲ
進
セ
バ
ヤ
」
ト
申
セ
バ
、
取
テ
進
セ
タ
リ
。
歌
ヲ
ゾ
読
テ
進
セ
タ
ル
。

ア
サ
ク
ラ
ヤ
木
ノ
マ
ロ
殿
ニ
入
ナ
ガ
ラ
君
ニ
知
レ
デ
帰
ル
カ
ナ
シ
サ

御
返
事
ヲ
給
テ
、
月
ノ
ア
カ
キ
ニ
拝
見
ス
レ
バ
、

ア
サ
ク
ラ
ヲ
只
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
帰
ニ
モ
ツ
リ
ス
ル
海
士
ノ
ネ
コ
ソ
泣
ル
レ

蓮
如
、
是
ヲ
顔
ニ
当
テ
テ
泣
々
京
ヘ
上
ニ
ケ
リ
。
八
年
ト
申
シ
長
寛
元
年
八
月
廿
六
日
、
御
歳
四
十
五
ト
申
シ
ニ
、
讃
岐
国
府
ニ
テ

御
隠
レ
ア
リ
ヌ
。
当
国
之
内
、
白
峰
ト
云
所
ニ
テ
、
薪
ニ
積
ミ
籠
奉
ル
。
煙
ハ
都
ノ
方
ヘ
ゾ
靡
キ
ヌ
ラ
ム
ト
ゾ
哀
レ
也
。

（
下
巻
「
新
院
血
ヲ
以
テ
御
経
ノ
奥
ニ
御
誓
状
ノ
事
付
崩
御
ノ
事
」
一
三
四
頁
）

⑧
は
崇
徳
院
に
向
け
ら
れ
た
〈
哀
〉
で
あ
る
。
保
元
の
乱
に
負
け
た
こ
と
で
讃
岐
へ
流
罪
と
な
っ
た
崇
徳
院
は
、
そ
の
地
で
生
涯
を
終
え

る
こ
と
に
な
る
。
崩
御
す
る
前
、
崇
徳
院
は
望
郷
の
念
が
強
か
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
を
後
白
河
院
に
蔑
ろ
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
た

ま
ま
怨
霊
化
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
た
た
め
か
、火
葬
さ
れ
た
煙
が
都
の
方
角
に
靡
い
た
と
い
う
。
そ
れ
に
語
り
手
は
〈
哀
〉

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
語
り
手
は
怨
霊
化
し
た
崇
徳
院
に
同
情
・
共
感
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
乱
の
発
端

部
に
お
い
て
、
崇
徳
院
が
恨
み
を
募
ら
せ
た
こ
と
を
〈
理
〉
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
語
り
手
は
崇
徳
院
の
思
い
を
〈
哀
〉
と
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面
の
〈
哀
〉
は
語
り
手
の
視
点
と
、〈
理
〉
と
〈
哀
〉
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
い
う
二
つ
の
重
大
な
問
題
を
孕

ん
だ
箇
所
だ
と
い
え
る
。
崇
徳
院
の
怨
霊
化
は
、
作
中
で
も
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
人
々
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
出
来
事
で

あ
る
。『
保
元
物
語
』
に
は
崇
徳
院
怨
霊
鎮
魂
の
目
的
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
⑧
に
お
け
る
〈
哀
〉
は
非
常
に
重
要

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
物
語
に
お
け
る
重
大
な
局
面
や
行
為
・
判
断
・
出
来

事
等
が
扱
わ
れ
た
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
語
り
手
に
よ
っ
て
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
同
情
や
共
感
を
向
け
ら
れ
て
い
る
人
物
が
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
直
接
的
・
間
接
的
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
時
の
人
物
は
、

す
べ
て
そ
の
場
面
に
お
け
る
「
敗
者
（
弱
者
）」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
〈
哀
〉
と

い
う
言
葉
の
意
味
を
考
え
た
際
に
は
予
想
が
つ
く
が
、〈
理
〉
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
や

は
り
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
に
は
相
関
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。〈
理
〉
と
〈
哀
〉
が
「
敗
者
（
弱
者
）」
に
向
け
ら
れ
る
傾
向

が
あ
り
、
作
品
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
言
葉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
保
元
物
語
』
が
「
敗
者
（
弱
者
）」
の
た
め
の
物
語
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
根
拠
に
も
な
ろ
う
。

さ
て
、
次
節
以
降
、
他
の
軍
記
物
語
の
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上

で
『
保
元
物
語
』
で
み
ら
れ
た
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
の
傾
向
は
、
他
の
軍
記
物
語
で
も
み
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察

を
行
っ
て
い
く
。

　
　
　
　
二
、『
平
治
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
大
き
な
目
的
で
あ

る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
で
は
、『
保
元
物
語
』
の
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
局
面
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
語
り
手
の
意
思
が
十

分
に
反
映
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
点
を
『
保
元
物
語
』
の
特
徴
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
た
め
に
は
、
他
作

品
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
が
ど
の
よ
う
な
扱
い
と
な
っ
て
い
る
の
か
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
よ
っ
て
、『
保
元
物
語
』

と
同
様
に
平
安
時
代
末
期
に
起
こ
っ
た
戦
乱
を
題
材
と
し
た
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
の
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
を
『
保
元
物
語
』
と
比
較

す
る
こ
と
と
す
る
。
本
節
で
は
ま
ず
『
平
治
物
語
』
を
扱
う
。

『
平
治
物
語
』
は
保
元
の
乱
か
ら
三
年
後
の
平
治
元
年
に
起
こ
っ
た
平
治
の
乱
を
描
い
た
軍
記
物
語
で
あ
る
。
平
治
の
乱
は
、
後
白
河
院
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派
と
二
条
天
皇
派
の
対
立
か
ら
始
ま
り
、
後
白
河
院
の
側
近
で
あ
る
信
西
と
藤
原
信
頼
の
権
力
争
い
、
保
元
の
乱
後
の
処
遇
に
不
満
を
持
っ

て
い
た
源
氏
と
平
家
の
武
力
衝
突
に
展
開
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
信
西
は
自
害
、
信
頼
は
死
罪
、
ま
た
源
氏
の
頭
領
で
あ
る
源
義
朝
は
暗
殺

さ
れ
、
子
息
の
頼
朝
は
伊
豆
に
流
罪
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
平
清
盛
は
権
力
を
強
め
、
平
家
は
隆
盛
を
極
め
る
こ
と
に
な
る
。
義
朝
の

妻
で
あ
る
常
葉
御
前
（『
平
治
物
語
』
本
文
に
お
い
て
は
一
箇
所
を
除
き
「
常
葉
」
表
記
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
う
）
が
牛
若

（
後
の
義
経
）
を
連
れ
て
清
盛
の
前
に
出
頭
す
る
話
は
有
名
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
平
治
物
語
』
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。

『
平
治
物
語
』
に
お
い
て
「
理
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
全
体
で
一
六
例
あ
り
、
そ
の
中
で
〈
理
〉
は
六
例
で
あ
る

（
注
８
）。
以
下
、『
平
治
物

語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
が
何
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
な
お
、『
平
治
物
語
』
本
文
の
引
用

は
、
栃
木
孝
惟
・
日
下
力 
他 
校
註
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43　

保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
七
月
）
で

あ
り
、
引
用
後
に
示
し
た
章
段
名
と
頁
数
は
本
書
に
拠
る

（
注
９
）。

　
　①

同
五
日
、
左
馬
頭
義
朝
が
童
金
王
丸
、
常
葉
が
許
に
忍
び
て
来
り
。
馬
よ
り
く
づ
れ
落
、
し
ば
し
は
息
た
え
て
物
も
い
わ
ず
、
ほ
ど
へ

て
お
き
あ
が
り
、「
頭
殿
は
、
過
ぬ
る
三
日
の
暁
、
尾
張
国
野
間
の
内
海
と
申
所
に
て
、
重
代
の
御
家
人
長
田
四
郎
忠
宗
が
手
に
か
ゝ

り
て
、
う
た
れ
さ
せ
給
ひ
候
ぬ
」
と
申
せ
ば
、
常（

マ
マ
）盤
を
は
じ
め
、
家
中
に
あ
る
ほ
ど
の
者
共
、
声
〴
〵
に
泣
か
な
し
み
け
る
。
ま
こ
と

に
な
げ
く
も
理
也
。
枕
を
な
ら
べ
、
袖
を
か
さ
ね
し
名
残
な
れ
ば
、
身
ひ
と
つ
な
り
共
、
か
な
し
か
る
べ
し
。

（
中
巻
「
金
王
丸
尾
張
よ
り
馳
せ
上
り
、
義
朝
の
最
後
を
語
る
事
」
二
二
四
～
二
二
五
頁
）

『
平
治
物
語
』
上
巻
に
お
い
て
は
〈
理
〉
が
み
ら
れ
ず
、
平
治
の
乱
の
戦
い
が
終
わ
り
、
義
朝
の
最
期
を
金
王
丸
が
常
葉
に
語
る
場
面
で

は
じ
め
て
出
現
す
る
。

①
で
〈
理
〉
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
義
朝
の
死
を
告
げ
ら
れ
た
常
葉
や
家
中
の
人
間
が
声
を
上
げ
て
泣
き
悲
し
む
こ
と
で
あ
る
。「
枕
を

な
ら
べ
、
袖
を
か
さ
ね
し
名
残
な
れ
ば
、
身
ひ
と
つ
な
り
共
、
か
な
し
か
る
べ
し
」
と
い
う
表
現
は
、
常
葉
と
義
朝
が
夫
婦
と
し
て
過
ご
し

た
時
間
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、「
夫
」
を
亡
く
し
た
常
葉
の
悲
し
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
〈
理
〉
は

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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「
哀
れ
」
と
い
う
感
情
も
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

②
（
金
王
丸
の
語
り
）
去
年
十
二
月
廿
九
日
、
尾
張
国
野
間
の
内
海
、
長
田
庄
司
忠
宗
が
宿
所
へ
つ
か
せ
給
ひ
候
ぬ
。
此
忠
宗
は
、
御
当

家
重
代
奉
公
人
な
る
う
へ
、
鎌
田
兵
衛
が
舅
な
れ
ば
、
御
頼
あ
る
も
こ
と
は
り
也
。

（
同
、
二
二
九
頁
）

②
は
、
①
の
場
面
に
引
き
続
い
た
箇
所
で
あ
る
。
金
王
丸
が
義
朝
の
最
期
を
語
り
聞
か
せ
る
と
こ
ろ
で
、〈
理
〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

な
ぜ
義
朝
が
長
田
忠
宗
を
頼
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
長
田
が
鎌
田
の
舅
だ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
何
の
疑
い
も
な
く
長
田
を
義
朝
が
頼
っ
た
の
も
〈
理
〉
だ
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
②
の
〈
理
〉
は

「
も
っ
と
も
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
み
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
③
（
常
葉
が
美
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
）
あ
る
人
、
申
け
る
は
、「
よ
き
こ
そ
、
こ
と
は
り
な
れ
。
大
宮
左
大
臣
伊
通
公
の
、
中
宮

御
所
へ
、
見
目
よ
か
ら
ん
女
を
ま
い
ら
せ
ん
と
て
、
よ
し
と
き
こ
ゆ
る
程
の
女
を
、
九
重
よ
り
仙
人
召
れ
て
百
人
え
ら
び
、
百
人
よ
り

十
人
え
ら
び
、
十
人
が
う
ち
の
一
に
て
、
此
常
葉
を
ま
い
ら
せ
ら
れ
た
り
し
か
ば
、
わ
ろ
か
る
べ
き
や
う
な
し
。
さ
れ
ば
に
や
、
見
れ

ど
も
〳
〵
、
め
づ
ら
か
な
る
か
ほ
ば
せ
な
り
。
唐
楊
貴
妃
・
漢
李
夫
人
が
、
一
度
咲
ば
百
の
媚
を
な
し
け
ん
も
、
こ
れ
に
は
過
じ
」
と
、

た
は
ぶ
れ
申
人
も
あ
り
。

（
下
巻
「
常
葉
六
波
羅
に
参
る
事
」
二
五
九
頁
）

③
は
常
葉
の
容
姿
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。「
あ
る
人
」
が
言
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
常
葉
の
容
姿
が
優
れ
て
い
る

の
は
「
理
」
で
、
そ
れ
は
「
大
宮
左
大
臣
伊
通
公
の
、
中
宮
御
所
へ
、
見
目
よ
か
ら
ん
女
を
ま
い
ら
せ
ん
と
て
、
よ
し
と
き
こ
ゆ
る
程
の
女

を
、
九
重
よ
り
仙
人
召
れ
て
百
人
え
ら
び
、
百
人
よ
り
十
人
え
ら
び
、
十
人
が
う
ち
の
一
に
て
、
此
常
葉
を
ま
い
ら
せ
ら
れ
た
り
し
か
ば
、

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

－37－



わ
ろ
か
る
べ
き
や
う
な
し
。
さ
れ
ば
に
や
、
見
れ
ど
も
〳
〵
、
め
づ
ら
か
な
る
か
ほ
ば
せ
な
り
」
と
い
っ
た
理
由
に
よ
る
。
よ
っ
て
、
③
に

お
け
る
〈
理
〉
も
「
も
っ
と
も
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
て
よ
い
。

④
皆
人
は
な
が
さ
る
ゝ
を
嘆
け
ど
も
、
兵
衛
佐
は
悦
け
り
。
理
か
な
、
き
ら
る
べ
き
身
が
な
が
さ
る
れ
ば
。
さ
れ
共
、
都
の
余
波
、
せ
ん

か
た
な
し
。
所
々
に
馬
を
ひ
か
へ
、
頻
に
跡
を
ぞ
か
へ
り
見
け
る
。

（
下
巻
「
頼
朝
遠
流
の
事
付
盛
康
夢
合
せ
の
事
」
二
六
八
～
二
六
九
頁
）

　
　④

は
流
刑
先
に
向
か
う
頼
朝
の
心
情
を
表
し
た
場
面
で
あ
る
。
頼
朝
以
外
の
人
間
は
現
在
の
状
況
に
嘆
い
て
い
た
が
、
頼
朝
は
喜
ん
で
い

た
。
語
り
手
は
そ
れ
に
「
理
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
来
、
頼
朝
は
処
刑
さ
れ
る
は
ず
が
助
け
ら
れ
た
立
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
頼

朝
に
と
っ
て
流
罪
と
な
っ
た
こ
と
は
嘆
く
も
の
で
は
な
く
、
喜
び
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
〈
理
〉
も
、「
も
っ
と
も

で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

⑤
兵
衛
佐
は
不
破
の
関
を
越
て
、
美
濃
国
青
墓
の
宿
を
過
る
時
、
父
義
朝
の
此
宿
に
て
、
兄
中
宮
大
夫
進
朝
長
を
手
に
か
け
て
、
う
し
な

は
れ
け
ん
心
の
う
ち
、
思
し
ら
れ
て
か
な
し
か
り
け
り
。
株
川
を
渡
り
し
時
は
、
源
光
が
舟
に
て
下
ら
れ
け
る
川
な
れ
ば
、
し
ら
ぬ
舟

人
の
漕
行
も
、
心
な
き
水
の
な
が
れ
も
、
な
つ
か
し
く
ぞ
思
は
れ
け
る
。
尾
張
国
熱
田
宮
に
着
て
も
、「
故
左
馬
頭
、
討
れ
給
ひ
し
野

間
の
内
海
は
い
づ
く
ぞ
」
と
、
所
の
者
に
と
ひ
給
へ
ば
、「
鳴
海
瀉
を
へ
だ
て
て
、
霞
わ
た
り
た
る
山
こ
そ
、
そ
な
た
に
て
候
へ
」
と

申
け
れ
ば
、
心
の
中
に
、「
南
無
八
幡
大
菩
薩
、
頼
朝
を
今
一
度
、
世
に
あ
ら
せ
ま
し
ま
せ
。
忠
宗
・
景
宗
を
手
に
か
け
て
、
亡
父
の

草
陰
に
見
せ
ま
い
ら
せ
候
は
ん
」
と
、
な
く
〳
〵
祈
誓
し
た
る
こ
そ
こ
と
は
り
な
れ
。

（
同
、
二
七
二
頁
）

⑤
は
流
刑
先
に
赴
く
道
中
で
の
場
面
で
あ
る
。
親
族
ゆ
か
り
の
場
所
に
立
ち
寄
っ
た
頼
朝
は
、
熱
田
宮
に
お
い
て
義
朝
が
討
た
れ
た
場
所

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
尋
ね
る
。
鳴
海
潟
を
隔
て
た
山
が
そ
の
場
所
だ
と
聞
く
と
、
頼
朝
は
父
の
敵
を
取
り
た
い
と
心
中
で
祈
誓
す
る
。

そ
の
様
子
に
語
り
手
は
「
理
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
語
り
手
が
「
も
っ
と
も
で
あ
る
」
と
認
め
て
い
る
の
は
、
頼
朝
の
「
祈

誓
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
と
、
敵
を
討
つ
こ
と
を
誓
っ
た
、
と
い
う
内
容
の
二
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
大
弐
清
盛
は
、
尋
常
な
る
一
局
を
し
つ
ら
ひ
て
、
常
葉
を
す
ま
せ
て
ぞ
か
よ
ひ
け
る
。
む
か
し
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
、
賢
帝
も
猛
き

武
士
も
、
情
の
み
ち
に
は
迷
て
、
政
を
し
ら
ず
、
い
さ
め
る
み
ち
を
忘
れ
け
る
と
か
や
。「
し
か
じ
、
傾
城
の
色
に
は
あ
は
ざ
ら
ん
に

は
」
と
、
香
山
居
士
が
書
置
け
る
は
理
か
な
。

（
下
巻
「
牛
若
奥
州
下
り
の
事
」
二
七
五
頁
）

⑥
は
清
盛
の
行
為
に
対
し
て
批
判
を
表
し
た
箇
所
で
あ
る
。
清
盛
は
常
葉
を
側
に
置
く
こ
と
に
し
た
が
、
語
り
手
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は

古
今
東
西
問
わ
ず
、「
賢
帝
も
猛
き
武
士
も
、
情
の
み
ち
に
は
迷
て
、
政
を
し
ら
ず
、
い
さ
め
る
み
ち
を
忘
れ
け
る
」
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま

り
、
清
盛
が
色
に
迷
い
、
政
治
の
道
を
見
失
う
の
が
世
の
常
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
香
山
居
士
（
白
居
易
）
が
書
き

置
い
た
「
し
か
じ
、
傾
城
の
色
に
は
あ
は
ざ
ら
ん
に
は
」
と
い
っ
た
こ
と
も
〈
理
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
清
盛
の
奢
っ
た
心
を
念
頭
に

置
い
た
措
辞
で
あ
り
、〈
理
〉
は
「
も
っ
と
も
だ
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

①
～
⑥
の
〈
理
〉
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
語
り
手
が
〈
理
〉
と
認
め
て
い
る
も
の
が
登
場
人
物
の
「
そ
の
時
々
の
行
動
」
を
指
し
て
い

る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
①
に
お
い
て
〈
理
〉
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
常
盤
を
は
じ
め
、
家
中
に
あ
る
ほ
ど
の
者
共
、
声
〴
〵
に

泣
か
な
し
み
け
る
」
と
い
う
、
義
朝
が
遂
に
討
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
家
中
の
人
々
が
泣
き
悲
し
む
、
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
②

は
義
朝
と
正
清
が
な
ぜ
長
田
忠
宗
を
頼
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
忠
宗
が
正
清
の
舅
だ
っ
た
の
で
彼
ら
が
頼
る
の
も
〈
理
〉
と

し
て
い
る
。
他
、
③
～
⑥
も
同
様
に
、『
平
治
物
語
』
の
〈
理
〉
は
そ
の
時
々
の
行
動
の
妥
当
性
を
認
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

『
保
元
物
語
』
で
も
〈
理
〉
と
語
ら
れ
た
内
容
が
指
し
示
す
も
の
は
、
そ
の
時
点
で
の
「
そ
の
時
々
の
行
動
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
し
か
し
、『
保
元
物
語
』
で
は
〈
理
〉
と
認
め
た
内
容
が
そ
の
後
の
展
開
に
大
き
く
関
与
し
て
い
く
点
が
異
な
る
。
つ
ま
り
、『
保
元
物
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語
』
の
場
合
は
語
り
手
が
物
語
全
体
を
俯
瞰
し
た
上
で
、「
も
っ
と
も
で
あ
る
」
と
認
め
る
べ
き
と
こ
ろ
に
〈
理
〉
を
用
い
て
い
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。『
平
治
物
語
』
に
欠
け
て
い
る
の
は
物
語
全
体
を
俯
瞰
す
る
視
座
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
こ
そ
が
、『
保
元
物
語
』
と
『
平

治
物
語
』
の
〈
理
〉
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
を
踏
ま
え
、『
平
治
物
語
』
に
お
け
る
「
そ
の
時
々
の
行
動
の
妥
当
性
を
認
め
る
〈
理
〉」

を
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「『
平
治
物
語
』
系
の
〈
理
〉」
と
表
す
。

次
に
「
哀
」
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。『
平
治
物
語
』
の
「
哀
」
は
全
体
で
九
例
あ
り
、
そ
の
中
で
〈
哀
〉
は
六
例
で
あ
る

）
（注

（
注

。

①
（
常
葉
の
子
供
が
金
王
丸
に
泣
き
縋
っ
て
）
金
王
丸
も
目
も
あ
て
ら
れ
ず
、
を
し
は
な
た
ん
も
か
は
ゆ
く
覚
え
て
、「
頭
殿
は
、
東
山
な
る

所
に
忍
び
て
渡
ら
せ
給
へ
ば
、
夜
に
入
て
こ
そ
御
迎
に
参
候
は
ん
ず
る
ぞ
。
此
小
袖
、
は
な
た
せ
給
へ
」
と
す
か
せ
ば
、「
さ
て
は
」

と
て
手
を
は
な
ち
、
泪
を
ば
こ
ぼ
し
な
が
ら
、
う
れ
し
げ
な
る
顔
に
見
え
け
る
こ
そ
、
む
ざ
ん
な
れ
。
金
王
丸
、
暇
を
乞
て
出
し
か
ば
、

「
頭
殿
の
行
衛
を
と
へ
ば
、
を
の
れ
が
名
残
さ
へ
お
し
き
ぞ
や
。
今
よ
り
後
は
、
い
つ
か
は
又
も
見
ん
」
と
、
な
き
悲
し
む
こ
そ
あ
は

れ
な
れ
。

（
中
巻
「
常
葉
註
進
幷

信
西
子
息
各
遠
流
に
処
せ
ら
る
る
事
」
二
二
二
頁
）

①
は
、
金
王
丸
と
常
葉
、
そ
の
子
供
達
の
場
面
で
あ
る
。
元
々
、
金
王
丸
は
義
朝
に
同
行
し
て
い
た
。
だ
が
、
妻
子
を
心
配
し
た
義
朝
に

戻
る
よ
う
言
わ
れ
、
常
葉
の
元
に
参
上
す
る
。
そ
の
金
王
丸
に
常
葉
の
子
供
た
ち
は
敵
を
討
ち
た
い
か
ら
義
朝
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
け
と

頼
む
。
見
か
ね
た
金
王
丸
は
夜
に
な
っ
た
ら
義
朝
を
迎
え
に
行
く
つ
も
り
だ
、
と
言
っ
て
子
供
た
ち
を
騙
す
。
子
供
た
ち
が
信
じ
込
ん
で
喜

ん
で
い
る
様
子
を
、
語
り
手
は
「
む
ざ
ん
な
れ
」
と
評
し
て
い
る
。
其
の
上
で
、
金
王
丸
に
常
葉
は
、
夫
で
あ
る
義
朝
が
い
な
い
今
と
な
っ

て
は
金
王
丸
で
さ
え
も
い
な
く
な
る
の
が
名
残
惜
し
い
、
と
話
す
。
そ
れ
を
語
り
手
は
〈
哀
〉
と
述
べ
て
い
る
。

②
去
保
元
の
合
戦
に
は
、
為
義
入
道
を
、
郎
等
波
多
野
次
郎
に
き
ら
せ
、
纔
に
一
両
年
の
う
ち
ぞ
か
し
。
今
度
の
合
戦
に
う
ち
ま
け
て
は
、

譜
代
の
郎
等
忠
宗
が
手
に
か
ゝ
り
て
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
。「
逆
罪
の
因
果
、
今
生
に
む
く
ふ
に
て
心
え
ぬ
、
来
世
無
間
の
苦
は
疑
な
し
」

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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と
、
群く
ん
じ
ゆ集
す
る
貴
賤
上
下
、
半
は
謗
、
半
は
哀
み
た
り
。

（
中
巻
「
長
田
、
義
朝
を
討
ち
六
波
羅
に
馳
せ
参
る
事
付
大
路
渡
し
て
獄
門
に
か
け
ら
る
る
事
」
二
三
三
頁
）

②
は
保
元
の
乱
と
平
治
の
乱
に
つ
い
て
人
々
が
語
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
保
元
の
乱
に
お
い
て
、
実
際
に
手
を
下
し
た
の
は
鎌
田
だ
っ

た
が
、
義
朝
は
父
で
あ
る
為
義
を
斬
っ
た
。
そ
れ
か
ら
あ
ま
り
年
数
も
経
っ
て
い
な
い
う
ち
に
平
治
の
乱
が
起
こ
り
、
義
朝
は
長
田
の
手
に

掛
か
っ
て
誅
死
す
る
。
こ
の
出
来
事
に
対
し
て
、「
群
集
す
る
貴
賤
上
下
」
の
人
々
は
、
親
を
殺
し
た
因
果
に
よ
る
も
の
だ
、
と
口
に
す
る
。

そ
の
中
で
、
半
数
の
人
々
は
義
朝
を
非
難
し
、
半
数
は
哀
れ
ん
だ
と
い
う
。「
半
は
謗
、
半
は
哀
み
た
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
特
定
の
誰
か

で
は
な
い
人
々
が
口
に
し
た
こ
と
を
、「
語
り
」
に
よ
っ
て
語
り
手
が
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
保
元
の
乱
に
お
い
て
義
朝
が
為
義
を
助

け
な
か
っ
た
こ
と
は
非
難
す
べ
き
だ
が
、
平
治
の
乱
に
お
い
て
長
田
に
騙
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
の
は
「
哀
れ
」
だ
、
と
い
う
語
り
手
の
複
雑
な

心
境
を
、
こ
の
〈
哀
〉
は
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
兵
衛
佐
頼
朝
は
、
去
年
十
二
月
廿
八
日
の
夜
、
雪
深
き
山
を
越
か
ね
て
、
父
に
は
お
ひ
遅
れ
ぬ
、
此
彼
に
さ
ま
よ
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
近

江
国
大
吉
寺
と
云
小
山
寺
の
僧
、
不
便
が
り
て
か
く
し
置
け
る
が
、
御
堂
の
修
造
も
ち
か
づ
く
、「
人
集
て
は
、
あ
し
か
り
な
ん
」
と

申
せ
ば
、
か
の
寺
を
出
て
、
浅
井
の
北
郡
に
迷
ひ
ゆ
く
処
に
、
老
翁
老
女
の
夫
婦
有
け
る
が
、
哀

あ
わ
れ
みを
か
け
て
か
く
し
を
く
。

（
中
巻
「
頼
朝
生
け
捕
ら
る
る
事
」
二
三
八
頁
）

③
は
頼
朝
に
関
係
す
る
場
面
で
あ
る
。
頼
朝
は
、
敗
走
中
に
義
朝
た
ち
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
浅
井
の
北
郡
で
出
会
っ
た
老
夫

婦
が
、
頼
朝
を
哀
れ
ん
で
匿
う
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
〈
哀
〉
は
語
り
手
で
は
な
く
老
夫
婦
が
抱
い
た
感
情
（
頼
朝
へ
の
同
情
）
で
あ
る
。

④
（
自
分
の
み
流
罪
先
に
残
さ
れ
た
）
別
当
入
道
は
、
猶
、
い
き
ど
を
り
ふ
か
く
て
、
召
返
さ
る
ま
じ
き
よ
し
聞
え
け
れ
ば
、
心
ぼ
そ
く
や

思
は
れ
け
ん
、
御
所
の
女
房
た
ち
の
か
た
へ
消
息
を
ま
い
ら
せ
け
る
お
く
に
、
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今
の
世
に
も
し
づ
む
と
聞
け
ば
な
み
だ
川
な
が
れ
し
よ
り
も
ぬ
る
ゝ
袖
か
な

女
房
達
、
此
歌
を
物
が
た
り
申
さ
れ
け
れ
ば
、
君
も
哀
と
思
召
て
、
急
召
か
へ
さ
れ
て
け
り
。

（
下
巻
「
経
宗
・
惟
方
遠
流
に
処
せ
ら
る
る
事
、
同
じ
く
召
し
返
さ
る
る
事
」
二
六
四
頁
）

④
は
流
罪
と
な
っ
た
惟
方
の
場
面
で
あ
る
。
惟
方
は
長
門
国
へ
流
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
が
、
他
の
流
人
は
赦
さ
れ
て
都
に
戻
っ
て
い
た
。

惟
方
が
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
赦
さ
れ
な
い
の
は
、
後
白
河
院
の
怒
り
が
大
き
い
か
ら
だ
ろ
う
、
と
い
う
噂
が
立
つ
。
そ
こ
で
惟
方
は
院
御
所

の
女
房
に
宛
て
た
手
紙
に
「
今
の
世
に
も
」
の
歌
を
書
き
つ
け
る
。
そ
れ
が
女
房
た
ち
の
口
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
後
白

河
院
が
哀
れ
ん
で
惟
方
を
遂
に
赦
し
た
。
こ
の
場
面
の
〈
哀
〉
も
、
後
白
河
院
が
抱
い
た
感
情
を
表
し
て
お
り
、
語
り
手
自
身
の
感
慨
で
は

な
い
。

⑤
胡
馬
、
北
風
に
嘶
、
越
鳥
、
南
枝
に
巣
を
か
く
る
。
畜
類
の
無
レ
心
だ
に
も
、
故
郷
は
忍
ぶ
心
あ
り
。
東
平
王
と
い
ひ
し
人
、
旅
に
て

は
か
な
く
成
し
か
ば
、
其
塚
上
な
る
草
も
木
も
、
故
郷
の
か
た
へ
ぞ
な
び
き
け
る
。
遊
子
は
神
と
な
り
て
、
巷
を
過
る
人
を
ま
も
り
、

杜
宇
は
鳥
と
な
り
て
、
旅
な
る
者
を
か
へ
れ
と
な
く
。
こ
れ
ら
は
長
途
に
命
を
お
と
し
、
他
郷
に
尸
を
と
め
し
が
、
望
郷
の
魂
う
か
れ

て
、
外
土
の
恨
を
あ
ら
は
し
し
た
ぐ
ひ
也
。
兵
衛
佐
が
心
も
、
さ
こ
そ
と
お
ぼ
え
て
哀
也
。

（
下
巻
「
頼
朝
遠
流
の
事
付
盛
康
夢
合
せ
の
事
」
二
六
九
頁
）

⑤
は
頼
朝
が
流
さ
れ
て
い
る
途
上
の
場
面
で
あ
る
。
語
り
手
は
中
国
の
故
事
を
語
り
、
頼
朝
の
境
遇
と
重
ね
る
。
そ
し
て
、
今
の
頼
朝
も

故
人
と
同
じ
気
持
ち
だ
ろ
う
、
と
推
察
し
て
〈
哀
〉
と
述
べ
て
い
る
。

⑥
常
葉
は
、
大
弐
に
思
は
れ
て
、
女
子
一
人
ま
う
け
て
け
り
。
大
弐
に
す
さ
め
ら
れ
て
後
、
一
条
大
蔵
卿
長
成
に
相
具
し
て
、
子
共
あ
ま

た
有
け
る
と
か
や
。
沙
那
王
を
ば
、
師
の
阿
闍
梨
も
、
坊
主
の
禅
林
も
、「
は
や
出
家
し
給
へ
」
と
い
へ
ば
、「
伊
豆
に
あ
る
兵
衛
佐
に

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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申
合
て
、
剃
れ
と
い
は
ば
剃
ら
ん
、
剃
る
な
と
い
わ
ば
剃
ら
じ
。
其
上
、
兄
二
人
が
法
師
に
成
た
る
を
だ
に
も
、
い
ふ
か
ひ
な
し
と
思

ふ
に
、
身
に
お
い
て
は
剃
る
ま
じ
き
を
、
し
い
て
剃
れ
と
云
も
の
あ
ら
ば
、
ね
ら
ひ
て
突
き
こ
ろ
さ
ん
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、「
げ
に
も

人
突
よ
げ
な
る
児
の
眼
ぎ
は
な
り
。
怖
々
」
と
ぞ
申
あ
へ
る
。
大
師
の
蓮
忍
も
、
小
師
の
禅
林
も
、
う
へ
に
は
恨
む
や
う
に
申
せ
共
、

そ
の
心
中
を
存
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
内
々
、
哀
に
い
と
を
し
く
ぞ
思
ひ
け
る
。

（
下
巻
「
牛
若
奥
州
下
り
の
事
」
二
七
七
頁
）

⑥
は
、
常
葉
と
沙
那
王
（
後
の
義
経
）
の
後
日
譚
で
あ
る
。
常
葉
は
清
盛
の
寵
愛
を
受
け
る
が
、
後
に
一
条
長
成
に
下
げ
渡
さ
れ
て
子
女

を
儲
け
る
。
一
方
、
沙
那
王
は
寺
に
預
け
ら
れ
て
い
た
。
阿
闍
梨
と
禅
林
は
早
く
出
家
す
る
よ
う
に
言
う
が
、
沙
那
王
は
血
気
盛
ん
な
こ
と

を
言
っ
て
暗
に
拒
否
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
阿
闍
梨
た
ち
は
「
げ
に
も
人
突
よ
げ
な
る
児
の
眼
ぎ
は
な
り
。
怖
々
」
と
憎
ま
れ
口
を
叩
く

が
、
実
際
に
は
沙
那
王
の
こ
と
を
大
事
に
思
っ
て
い
た
。
こ
の
時
に
〈
哀
〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
〈
哀
〉
も
語
り
手
の

感
情
で
は
な
く
阿
闍
梨
た
ち
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
、『
平
治
物
語
』
に
お
け
る
〈
哀
〉
の
特
徴
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の
心
情
を
描
写
し
て
い
る
際
に
そ
の
言
葉
を
用
い
る
場
合
が

あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
平
治
物
語
』
の
語
り
手
自
身
が
〈
哀
〉
と
い
う
評
価
を
下
す
場
面
ば
か
り
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
①
⑤
を
除
い
た
四
例
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
な
お
、
②
は
不
特
定
多
数
の
人
々
が
口
に
し
た

〈
哀
〉
で
あ
る
が
、
語
り
手
の
考
え
を
表
し
た
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
表
面
上
は
登
場
人
物
の
考
え
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

た
め
、
②
は
語
り
手
が
語
り
手
と
し
て
発
し
た
言
葉
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
は
「
な
き
悲
し
む
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
常
葉
と
金
王
丸
に
対
し
て
「
あ
は
れ
な
れ
」
と
語
り
手
自
身
の
評
価
で
結
ば

れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑤
も
頼
朝
（
兵
衛
佐
）
が
流
罪
に
な
る
道
中
の
心
情
を
故
事
に
な
ぞ
ら
え
た
上
で
「
さ
こ
そ
と
お
ぼ
え
て
哀
也
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
〈
哀
〉
も
語
り
手
の
感
慨
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

①
⑤
を
除
い
た
〈
哀
〉
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
（
対
象
）
の
心
情
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
り
手
自
身
の
感
情
か

ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
平
治
物
語
』
の
語
り
手
は
登
場
人
物
に
感
情
移
入
し
、
自
ら
が
〈
哀
〉
と
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い
う
判
断
を
下
す
こ
と
が
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
つ
ま
り
、『
平
治
物
語
』
の
〈
哀
〉
は
、
登
場
人
物
に
対
し
て
共
感
・

同
情
を
示
そ
う
と
す
る
意
識
が
基
本
的
に
希
薄
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
平
治
物
語
』
の
語
り
手
は
登
場
人
物
や
物
語
と
一
定
の
距
離

を
置
い
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、『
平
治
物
語
』
は
〈
哀
〉
を
用
い
て
登
場
人
物
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉

『
平
家
物
語
』
は
平
家
の
滅
亡
を
主
軸
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
以
外
の
多
岐
に
渡
る
様
々
な
出
来
事
を
群
像
劇
と
し
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
り
、『
保
元
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
と
比
べ
て
大
部
に
な
っ
て
お
り
、「
理
」
と
「
哀
れ
」、
及
び
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
の
数
も
多

い
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
よ
っ
て
『
平
家
物
語
』
で
は
、〈
理
〉
と
〈
哀
〉
の
特
徴
別
に
そ
れ
ぞ
れ

を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
以
下
、『
平
家
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
市
古
貞
次 

校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

平
家
物
語
①

②
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
六
月
）
と
し
、
本
文
の
引
用
後
に
示
し
た
数
字
は
そ
の
頁
数
で
あ
る
）
（（

（
注

。

ま
ず
は
〈
理
〉
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。『
平
家
物
語
』
の
〈
理
〉
は
、
巻
毎
に
示
す
と
以
下
の
二
四
例
と
な
る
。

巻
第
一
…
…
５

巻
第
二
…
…
１

巻
第
三
…
…
４

巻
第
四
…
…
１

巻
第
五
…
…
０

巻
第
六
…
…
２

巻
第
七
…
…
２

巻
第
八
…
…
１

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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巻
第
九
…
…
２

巻
第
一
〇
…
…
１

巻
第
一
一
…
…
２

巻
第
一
二
…
…
２

灌
頂
巻
…
…
１

そ
の
分
布
を
み
る
と
、
物
語
の
前
半
部
に
大
半
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
で
は
『
保
元
物
語
』
と
同
様
で
あ
る
。

一
方
で
、『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
大
半
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
一
連
の
場
面
を
結
ぶ
箇
所
に
お
け
る
評
語
と
し
て
の
〈
理
〉
は
、

『
平
家
物
語
』
で
は
五
例
の
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
徴
を
み
て
い
く
と
、
そ
の
五
例
の
中
で
も
二
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
目
が
『
平
治
物
語
』
と
同
じ
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
〈
理
〉、
二
つ
目
が
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
を
併
用
し
て
用
い
て
い
る
〈
理
〉

で
あ
る
。
種
類
毎
に
例
を
一
つ
ず
つ
挙
げ
て
、
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
。

一
つ
目
は
『
平
治
物
語
』
系
の
〈
理
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
が
〈
理
〉
と
認
め
た
も
の
が
至
極
当
然
の
こ
と
、
つ
ま
り
「
も
っ
と

も
で
あ
る
」
と
肯
定
し
、
そ
の
妥
当
性
を
認
め
る
意
味
の
み
で
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
理
〉
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
も
『
保
元
物

語
』
の
〈
理
〉
の
よ
う
に
、
全
体
を
俯
瞰
し
た
立
場
か
ら
〈
理
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
箇
所
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
評
語

と
し
て
の
〈
理
〉
の
一
種
類
目
は
『
平
治
物
語
』
と
同
じ
用
法
で
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
） 『
平
治
物
語
』
系
の
〈
理
〉

小
松
の
お
と
ど
は
、
例
の
善
悪
に
さ
わ
が
ぬ
人
に
て
お
は
し
け
れ
ば
、
其
後
遥
か
に
程
へ
て
、
嫡
子
権
亮
少
将
以
下
、
公
達
の
車
共
、

み
な
や
り
つ
づ
け
さ
せ
、
色
々
の
御
衣
四
十
領
、
銀
剣
七
つ
、
広
蓋
に
お
か
せ
、
御
馬
十
二
疋
ひ
か
せ
て
参
り
給
ふ
。
是
は
寛
弘
に
上

東
門
院
御
産
の
時
、
御
堂
殿
、
御
馬
を
参
ら
せ
ら
れ
し
、
其
例
と
ぞ
聞
え
し
。
こ
の
お
と
ど
は
、
中
宮
の
御
せ
う
と
に
て
お
は
し
け
る

う
へ
、
父
子
の
御
契
な
れ
ば
、
御
馬
参
ら
せ
給
ふ
も
理
な
り
。
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（
巻
第
三
「
御
産
」
一
九
六
頁
）

右
の
引
用
部
は
、
高
倉
院
の
中
宮
・
徳
子
の
出
産
を
控
え
て
、
平
重
盛
が
馬
を
贈
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
〈
理
〉
と
さ
れ
て
い
る
の

は
「
重
盛
が
馬
を
贈
る
行
為
」
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
「
中
宮
の
御
せ
う
と
に
て
お
は
し
け
る
う
へ
、
父
子
の
御
契
な
れ
ば
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
徳
子
の
兄
で
あ
り
父
代
わ
り
で
あ
る
重
盛
が
馬
を
贈
る
こ
と
は
も
っ
と
も
で
あ
る
、
と
語
り
手
は
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

〈
理
〉
は
至
極
当
然
の
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
語
り
手
の
感
情
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。
①
と
同
様
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
語
り
手
の
評
語
と
し
て
の
〈
理
〉
五
例
の
内
、
三
例
が
当
て
は
ま
り

）
（注

（
注

、
こ
れ
ら
は
作
品
の
前
半

部
に
分
布
し
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
二
つ
目
の
〈
理
〉
は
、〈
理
〉
と
〈
哀
〉
を
併
用
し
て
用
い
て
い
る
〈
理
〉
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
「
理
と

覚
え
て
哀
れ
な
る
」
と
い
う
も
の
で
、〈
哀
〉
の
根
拠
が
〈
理
〉
と
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
ナ
リ
」
が
下
接
し
て
い
る
の
は
「
哀

れ
」
だ
が
、
そ
れ
に
は
〈
理
〉
が
必
要
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
理
と
覚
え
て
哀
れ
な
る
」
は
〈
理
〉
の
意
識
が
前

提
と
な
っ
て
お
り
、〈
哀
〉
の
み
で
は
成
り
立
た
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
文
は
評
語
の
〈
哀
〉
で
あ
る
一
方
で
、
評
語
の
〈
理
〉
で
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
を
併
用
し
た
〈
理
〉
は
、
評
語
と
し
て
の
〈
理
〉
五
例
中
二
例
が
該
当
す
る

）
（注

（
注

。

（
二
） 〈
理
〉
と
〈
哀
〉
を
併
用
し
た
〈
理
〉

（
資
盛
の
問
い
に
対
し
て
、
舎
人
武
里
が
）「
申
せ
と
候
ひ
し
は
、『
西
国
に
て
左
の
中
将
殿
う
せ
さ
せ
給
ひ
候
ぬ
。
一
谷
で
備
中
守
殿
う
た

れ
さ
せ
給
ひ
候
ひ
ぬ
。
わ
れ
さ
へ
か
く
な
り
候
ひ
ぬ
れ
ば
、
い
か
に
た
よ
り
な
う
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
は
ん
ず
ら
ん
と
、
そ
れ
の
み
こ
そ

心
苦
し
う
思
ひ
参
ら
せ
候
へ
』」。
唐
皮
、
小
烏
の
事
ま
で
も
こ
ま
〴
〵
と
申
し
た
り
け
れ
ば
、「
今
は
わ
れ
と
て
も
な
が
ら
ふ
べ
し
と

も
覚
え
ず
」
と
て
、
袖
を
か
ほ
に
お
し
あ
て
て
さ
め
〴
〵
と
泣
き
給
ふ
ぞ
、
ま
こ
と
に
理
と
覚
え
て
哀
れ
な
る
。

（
巻
第
一
〇
「
三
日
平
氏
」
三
一
八
頁
）

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
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比
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右
の
引
用
部
は
、
入
水
し
た
維
盛
が
弟
で
あ
る
資
盛
に
言
い
残
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
と
資
盛
自
身
が
舎
人
武
里
に
尋
ね
る
場
面
で
あ

る
。
既
に
先
立
っ
た
弟
た
ち
、
清
経
、
師
盛
に
加
え
、
兄
維
盛
ま
で
も
失
う
こ
と
に
な
る
資
盛
を
思
い
や
っ
た
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
て
資
盛
は
「
今
は
わ
れ
と
て
も
な
が
ら
ふ
べ
し
と
も
覚
え
ず
」
と
言
っ
て
さ
め
ざ
め
と
泣
く
。
資
盛
が
述
べ
た
こ
と
、
行
動
に

対
し
て
語
り
手
は
「
理
」
が
あ
る
と
し
、
更
に
「
哀
れ
な
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
〈
哀
〉
が
〈
理
〉
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
の
感
慨
が
強
く
浮
き
出
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
『
平

家
物
語
』
以
外
に
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
『
平
家
物
語
』
な
ら
で
は
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
評
語
と
し
て
の
〈
理
〉
で
は
な
い
も
の
の
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
で
目
立
つ
用
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
理
を
ま
げ
る

（
非
を
も
っ
て
理
と
す
）」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た
使
い
方
は
『
平
家
物
語
』
中
に
六
例
み
ら
れ
る

）
（注

（
注

が
、
こ
れ
は
〈
理
〉
全
体
の
四

分
の
一
に
相
当
す
る
た
め
、
そ
れ
な
り
の
量
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
三
） 〈
理
〉
を
ま
げ
る

既
に
船
出
す
べ
し
と
て
、
ひ
し
め
き
あ
へ
ば
、
僧
都
乗
ッ
て
は
お
り
つ
、
お
り
て
は
乗
ッ
つ
、
あ
ら
ま
し
事
を
ぞ
し
給
ひ
け
る
。
少
将

の
形
見
に
は
、
よ
る
の
衾
、
康
頼
入
道
が
形
見
に
は
、
一
部
の
法
花
経
を
ぞ
と
ど
め
け
る
。
と
も
づ
な
と
い
て
お
し
出
せ
ば
、
僧
都
綱

に
取
り
つ
き
、
腰
に
な
り
脇
に
な
り
、
た
け
の
立
つ
ま
で
は
ひ
か
れ
て
出
づ
。
た
け
も
及
ば
ず
な
り
け
れ
ば
、
舟
に
取
り
つ
き
、「
さ

て
い
か
に
お
の
〳
〵
、
俊
寛
を
ば
遂
に
捨
て
は
て
給
ふ
か
。
是
程
と
こ
そ
思
は
ざ
り
つ
れ
。
日
比
の
情
も
今
は
何
な
ら
ず
。
た
だ
理
を

ま
げ
て
乗
せ
給
へ
。
せ
め
て
九
国
の
地
ま
で
」
と
く
ど
か
れ
け
れ
ど
も
、
都
の
御
使
、「
い
か
に
も
か
な
ひ
候
ま
じ
」
と
て
、
取
り
つ

き
給
へ
る
手
を
引
き
の
け
て
、
舟
を
ば
つ
ひ
に
漕
ぎ
出
す
。

（
巻
第
三
「
足
摺
」
一
九
三
～
一
九
四
頁
）

右
の
引
用
部
は
、
鹿
ケ
谷
事
件
の
罪
で
流
罪
と
な
っ
た
俊
寛
に
関
わ
る
場
面
で
あ
る
。
俊
寛
と
共
に
鬼
界
島
に
流
さ
れ
た
平
康
頼
と
藤
原

成
経
は
、
建
礼
門
院
の
出
産
に
よ
る
赦
免
で
都
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
俊
寛
だ
け
は
赦
さ
れ
ず
、
島
に
残
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
事
実
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
俊
寛
は
、
赦
免
使
に
「
た
だ
理
を
ま
げ
て
乗
せ
給
へ
」
と
頼
む
。
こ
こ
で
は
俊
寛
を
船
に
乗
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
（
罪
が
赦
さ
れ
な
い
こ
と
）
が
「
理
」
と
さ
れ
て
い
る
。
俊
寛
が
「
理
を
ま
げ
て
」
と
口
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
俊
寛
も

そ
れ
が
「
理
」
だ
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
俊
寛
は
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
あ
え
て
「
理
を
ま
げ
て
」
ほ
し
い
、
と
頼
ん

で
い
る
。

「
足
摺
」
の
例
の
よ
う
に
、（
三
）
の
〈
理
〉
は
す
べ
て
発
言
者
が
語
り
手
で
は
な
く
登
場
人
物
の
誰
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
発
言
者
が
発

す
る
〈
理
〉
は
そ
の
内
容
を
理
解
し
た
上
で
そ
れ
を
曲
げ
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
、（
三
）
の
〈
理
〉

の
場
合
、「
理
」
を
ど
う
す
る
か
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
発
言
者
（
俊
寛
）
で
は
な
く
、
相
手
（
赦
免
使
）
で
あ
る
。
発
言
者
は
相
手

に
「
理
」
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
曲
げ
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
立
場
と
い
え
る
。

以
上
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
を
ま
と
め
る
と
、
発
言
者
が
語
り
手
で
「
理
な
り
」
と
結
ば
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
場

合
に
よ
っ
て
は
語
り
手
の
感
情
が
含
ま
れ
た
評
語
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
、『
平
治
物
語
』
系
の

〈
理
〉
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
例
は
一
般
概
念
と
し
て
意
味
が
揺
る
ぎ
よ
う
の
な
い
「
～
の
理
」
の
性
質
に
近
く
な
っ
て
い
る
。

対
し
て
、「
理
と
覚
え
て
哀
れ
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
、〈
理
〉
と
〈
哀
〉
が
併
用
さ
れ
て
評
語
と
な
っ
て
い
る
箇
所
は
、〈
哀
〉
を
併
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
手
の
感
慨
が
積
極
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
『
保
元
物
語
』
の
〈
理
〉
の
よ

う
な
用
い
方
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
新
し
く
み
ら
れ
た
「
理
を
ま
げ
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
理
」
を
ど
う
す
る
か
、
と

い
う
決
定
権
が
発
言
者
に
は
無
く
、
会
話
の
相
手
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、「
理
」
を

「
ま
げ
る
」
こ
と
が
で
き
る
（
要
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
）、
と
い
う
点
で
、
規
範
意
識
や
道
徳
意
識
と
い
っ
た
、「
決
し
て
変
え
ら
れ
な

い
も
の
」
と
い
う
意
味
の
「
理
」
と
い
う
意
味
は
薄
く
な
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
一
口
に
〈
理
〉
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
法
則
や
規
範

意
識
と
い
う
、
概
念
と
し
て
固
定
さ
れ
た
も
の
に
寄
る
か
、
そ
の
時
々
の
状
況
や
発
言
者
の
感
情
に
あ
る
程
度
委
ね
ら
れ
る
の
か
は
『
平
家

物
語
』
の
場
合
は
一
様
で
は
な
い
。『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
は
、
場
面
状
況
と
登
場
人
物
の
状
態
に
よ
っ
て
二
つ
の
性
質
に
分
け

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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ら
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
四
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
哀
〉

次
に
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
哀
〉
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
平
家
物
語
』
の
〈
哀
〉
を
巻
毎
に
示
す
と
以
下
の
一
一
二
例
で
あ
る
。

巻
第
一
…
…
３　

巻
第
二
…
…
10

巻
第
三
…
…
７

巻
第
四
…
…
８

巻
第
五
…
…
５

巻
第
六
…
…
４

巻
第
七
…
…
14

巻
第
八
…
…
２

巻
第
九
…
…
４

巻
第
一
〇
…
…
25

巻
第
一
一
…
…
13

巻
第
一
二
…
…
９

灌
頂
巻
…
…
８　

こ
れ
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
哀
〉
の
数
は
非
常
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
巻
毎
に
偏
り
は
あ
る
も
の
の
、

平
家
が
壇
ノ
浦
で
滅
び
る
場
面
が
収
め
ら
れ
た
巻
第
一
〇
は
特
に
多
い
。『
平
家
物
語
』
は
長
大
な
作
品
で
あ
る
た
め
、『
保
元
物
語
』
や

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

－49－



『
平
治
物
語
』
と
の
数
量
的
な
比
較
は
単
純
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
『
平
家
物
語
』
の
〈
哀
〉
は
頻
出
語
句
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
市
古
貞
次
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
ほ
ろ
び
の
文
学
」
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
に
著
し
い
の
は
悲
哀
感
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
悲
哀
感
は
、
平
家
の
悲
運
を
描

い
た
と
い
う
内
容
か
ら
推
し
て
、
当
然
流
れ
て
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
敗
戦
・
没
落
を
題
材
に
し
た
作
品
で
も
、『
保
元

物
語
』『
平
治
物
語
』
と
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
試
み
に
「
あ
は
れ
」
と
い
う
語
を
取
り
上
げ
て
見

る
と
、『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
よ
り
も
は
る
か
に
頻
度
数
が
高
い
こ
と
に
気
づ
く
（『
太
平
記
』
で
は
い
っ
そ
う
そ
の
数
を
減
じ

て
い
る
）。
こ
う
い
う
語
彙
の
調
査
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
配
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
が
、
一
往
の
目
安
と
は
な
ろ
う
。『
平
家
物
語
』
で
は
、

そ
う
い
う
「
あ
は
れ
」
の
用
い
方
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
激
し
い
世
の
動
き
や
壮
絶
を
極
め
た
戦
い
の
間
々
に

「
あ
は
れ
」
が
投
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
は
平
家
の
挽
歌
だ
が
、
同
時
に
人
々
の
あ
わ
れ
を
も
よ
お
す
死
の
文
学
で

あ
っ
た

）
（注

（
注

。

市
古
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
用
例
数
の
み
を
判
断
材
料
に
し
て
、〈
哀
〉
が
『
平
家
物
語
』
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に

は
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
哀
〉
が
『
平
家
物
語
』
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
言
葉
な
の
か

を
考
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
、
語
り
手
の
感
慨
が
特
に
強
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
〈
哀
〉
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
お
し
は
か
ら
れ

て
哀
れ
な
る
」、「
思
い
や
ら
れ
て
哀
れ
な
る
」
と
い
う
、
発
言
者
が
「
哀
れ
」
む
相
手
の
心
情
を
推
量
し
て
い
る
言
い
回
し
で
あ
る
。
こ
れ

は
『
平
家
物
語
』
中
に
二
〇
例
あ
り
、
一
六
例
が
後
半
部
に
集
中
し
て
い
る

）
（注

（
注

。
以
下
、
例
を
挙
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

相
手
の
心
情
を
推
量
す
る
〈
哀
〉

①
落
ち
行
く
平
家
は
誰
々
ぞ
。（
中
略
）
都
合
其
勢
七
千
余
騎
、
是
は
東
国
北
国
度
々
の
い
く
さ
に
、
此
二
三
ケ
年
が
間
、
討
ち
も
ら
さ

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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れ
て
纔
か
に
残
る
と
こ
ろ
な
り
。
山
崎
関
戸
院
に
、
玉
の
御
輿
を
か
き
す
ゑ
て
、
男
山
ふ
し
拝
み
、
平
大
納
言
時
忠
卿
、「
南
無
帰
命

頂
礼
、
八
幡
大
菩
薩
、
君
を
は
じ
め
参
ら
せ
て
、
我
等
都
へ
帰
し
入
れ
さ
せ
給
へ
」
と
祈
ら
れ
け
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
お
の
〳
〵
う

し
ろ
を
か
へ
り
見
給
へ
ば
、
か
す
め
る
空
の
心
地
し
て
、
煙
の
み
心
ぼ
そ
く
立
ち
の
ぼ
る
。
平
中
納
言
教
盛
卿
、

は
か
な
し
な
ぬ
し
は
雲
井
に
わ
か
る
れ
ば
跡
は
け
ぶ
り
と
た
ち
の
ぼ
る
か
な

修
理
大
夫
経
盛
、

ふ
る
さ
と
を
や
け
野
の
原
に
か
へ
り
み
て
す
ゑ
も
け
ぶ
り
の
な
み
ぢ
を
ぞ
ゆ
く

ま
こ
と
故
郷
を
ば
一
片
の
煙
塵
に
隔
て
つ
つ
、
前
途
万
里
の
雲
路
に
お
も
む
か
れ
け
ん
、
人
々
の
心
の
う
ち
、
お
し
は
か
ら
れ
て
哀
れ

な
り
。

（
巻
第
七
「
一
門
都
落
」
八
六
～
八
七
頁
）

①
は
、
平
家
の
人
々
が
都
落
ち
す
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
部
に
お
い
て
中
略
し
た
箇
所
は
、
都
落
ち
し
た
平
家
の
人
々
の

名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の
平
家
の
頭
領
で
あ
る
宗
盛
を
筆
頭
に
、
多
く
の
人
物
が
同
行
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

都
落
ち
に
際
し
て
、
忠
盛
の
三
男
と
四
男
、
つ
ま
り
清
盛
の
弟
に
あ
た
る
教
盛
と
経
盛
が
歌
を
詠
む

）
（注

（
注

。
平
家
一
門
の
中
で
も
年
長
者
で
あ

る
二
人
が
、
都
を
離
れ
る
寂
し
さ
を
詠
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
語
り
手
は
故
郷
で
あ
る
都
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
の
心
中
を
推
察
し
、

「
お
し
は
か
ら
れ
て
哀
れ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

②
既
に
う
た
れ
ん
と
す
る
事
度
々
に
及
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
か
け
や
ぶ
り
か
け
や
ぶ
り
と
ほ
り
け
り
。
木
曾
涙
を
な
が
い
て
、「
か
か
る
べ

し
と
だ
に
知
り
た
り
せ
ば
、
今
井
を
勢
田
へ
は
や
ら
ざ
ら
ま
し
。
幼
少
竹
馬
の
昔
よ
り
、
死
な
ば
一
所
で
死
な
ん
と
こ
そ
契
り
し
に
、

所
々
で
う
た
れ
ん
事
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
今
井
が
ゆ
く
ゑ
を
聞
か
ば
や
」
と
て
、
河
原
の
ぼ
り
に
か
く
る
ほ
ど
に
、
六
条
河
原
と
三
条

河
原
の
あ
ひ
だ
に
、
敵
お
そ
っ
て
か
か
れ
ば
と
ッ
て
か
へ
し
と
ッ
て
か
へ
し
、
わ
づ
か
な
る
小
勢
に
て
、
雲
霞
の
如
く
な
る
敵
の
大
勢

を
、
五
六
度
ま
で
ぞ
お
ッ
か
へ
す
。
鴨
河
ざ
ッ
と
う
ち
わ
た
し
、
粟
田
口
、
松
坂
に
も
か
か
り
け
り
。
去
年
信
濃
を
出
で
し
に
は
五
万
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余
騎
と
き
こ
え
し
に
、
今
日
四
の
宮
河
原
を
過
ぐ
る
に
は
、
主
従
七
騎
に
な
り
に
け
り
。
ま
し
て
中
有
の
空
、
思
ひ
や
ら
れ
て
哀
れ
な

り
。

（
巻
第
九
「
河
原
合
戦
」
一
七
四
～
一
七
五
頁
）

②
は
木
曾
義
仲
に
対
す
る
〈
哀
〉
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
至
る
前
に
、
義
仲
は
乳
兄
弟
で
あ
る
今
井
兼
平
を
勢
田
に
遣
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
義
経
に
追
わ
れ
た
義
仲
は
心
細
く
な
り
、
な
ぜ
今
井
を
そ
ち
ら
に
行
か
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
後
悔
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
義
仲
は
敵

が
い
れ
ば
追
い
返
し
、
何
と
か
持
ち
こ
た
え
る
。
そ
れ
で
も
、
前
年
に
信
濃
を
出
立
し
た
時
に
は
約
五
万
騎
い
た
軍
勢
が
、
現
在
は
主
従
七

騎
の
み
で
あ
る
。
兼
平
が
側
に
お
ら
ず
、
一
人
で
旅
路
を
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
義
仲
の
孤
独
を
思
い
や
っ
て
、
語
り
手
は
「
思
ひ
や
ら
れ
て

哀
れ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

①
②
の
よ
う
に
、
相
手
の
心
情
を
推
量
す
る
〈
哀
〉
は
、
す
べ
て
語
り
手
が
登
場
人
物
の
心
情
を
推
察
し
て
〈
哀
〉
と
述
べ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
こ
の
点
で
は
『
平
治
物
語
』
の
〈
哀
〉
と
似
た
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、『
平
家
物
語
』
で
は
〈
哀
〉

に
「
お
し
は
か
ら
れ
て
（
思
ひ
や
ら
れ
て
）」
と
い
う
言
葉
が
付
随
し
て
い
る
た
め
、
語
り
手
が
「
推
量
す
る
」
と
い
う
、
あ
る
程
度
の
主

体
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。『
平
治
物
語
』
の
〈
哀
〉
は
語
り
手
が
登
場
人
物
の
心
情
を
代
弁
す
る
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
語
り
手

の
意
思
と
し
て
「
哀
れ
」
と
い
う
感
情
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
瞭
だ
っ
た
。
対
し
て
、『
平
家
物
語
』
は
「
お
し
は
か
ら
れ
て
（
思
ひ
や

ら
れ
て
）」
と
い
う
思
考
の
後
に
〈
哀
〉
と
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
哀
」
と
い
う
感
慨
は
語
り
手
の
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
お
し
は
か
ら
れ
て
（
思
ひ
や
ら
れ
て
）
哀
れ
な
り
」
と
い
う
言
い
回
し
は
『
保
元
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
に
は
み

ら
れ
な
い
。
以
上
の
点
が
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
相
手
の
心
情
を
推
量
す
る
〈
哀
〉
の
特
徴
で
あ
る
。

な
お
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
哀
〉
一
一
二
例
を
、
品
詞
別
に
分
類
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る

）
（注

（
注

。

「
哀
れ
な
り
」「
哀
れ
に
」「
哀
れ
げ
」（
形
容
動
詞
）
…
…
八
〇
例

「
哀
れ
」（
名
詞
）
…
…
二
二
例

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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「
哀
れ
む
（
み
）」（
動
詞
）
…
…
一
〇
例

こ
れ
を
み
る
と
、
形
容
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
哀
〉
が
全
体
の
約
七
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
保
元
物
語
』
の

〈
哀
〉
は
形
容
動
詞
と
感
動
詞
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。『
平
治
物
語
』
で
は
名
詞
の
〈
哀
〉
が
数
例
み
ら
れ
た
も
の
の
、
大
部
分
が
形
容

動
詞
と
感
動
詞
と
な
っ
て
お
り
、
用
例
と
し
て
の
パ
タ
ー
ン
も
『
平
家
物
語
』
と
比
較
す
る
と
少
な
い
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、『
平
家
物

語
』
の
〈
哀
〉
は
他
の
軍
記
物
語
と
比
べ
て
も
用
例
が
豊
富
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、
市
古
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
悲
哀
感
」
が
『
平
家
物

語
』
を
包
み
込
ん
で
い
る
、
と
い
え
る
一
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

文
法
上
で
も
〈
哀
〉
の
種
類
が
多
岐
に
渡
る
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
状
況
や
場
面
に
よ
っ
て
ど
う
い
っ
た
種
類
の
〈
哀
〉
を

用
い
る
の
か
が
し
っ
か
り
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

）
（注

（
注

。
そ
の
品
詞
に
よ
る
法
則
性
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
平
家
物
語
』
に
お

け
る
〈
哀
〉
が
ど
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
り
は
っ
き
り
と
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

第
二
節
か
ら
第
四
節
に
か
け
て
、『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

最
後
に
『
保
元
物
語
』
と
他
二
作
品
の
比
較
を
通
し
、『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
の
特
徴
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。

第
一
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、『
保
元
物
語
』
が
〈
理
〉
と
し
た
も
の
は
物
語
の
展
開
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

『
平
治
物
語
』
の
〈
理
〉
は
、〈
理
〉
が
作
品
に
と
っ
て
重
要
な
思
想
、
行
動
、
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
物
語
の
展
開
に
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、『
平
治
物
語
』
の
〈
理
〉
は
物
語
の
次
の
展
開
に
繋
が
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
が
、『
保
元
物
語
』
と
『
平
治
物
語
』
の
〈
理
〉
の
差
異
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
平
治
物
語
』
の
〈
哀
〉
に
お
い
て
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、『
平
治
物
語
』
の
語
り
手
と
登
場
人
物
の
間
に
は
距
離
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
反
対
に
『
保
元
物
語
』
の
〈
哀
〉
は
、
語
り
手
が
物
語
に
入
り
込
ん
だ
状
態
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
と
解
釈
で
き
る
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た
め
、
登
場
人
物
や
物
語
に
対
す
る
語
り
手
の
距
離
感
は
近
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
語
り
手
自
身
の
思
い
や
考
え
が
〈
哀
〉
と
い
う
言
葉

に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
ろ
う
。
そ
の
点
、『
保
元
物
語
』
の
〈
哀
〉
は
、「
哀
れ
」
と
い

う
感
情
を
直
接
的
に
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
用
例

）
注注

（
注

を
除
き
、
す
べ
て
語
り
手
自
身
の
判
断
に
よ
っ
て
〈
哀
〉
と
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め

『
保
元
物
語
』
の
〈
哀
〉
は
、
語
り
手
の
主
体
性
が
高
い
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
い
で
『
平
家
物
語
』
を
取
り
上
げ
た
が
、『
平
家
物
語
』
の
〈
理
〉
に
は
様
々
な
種
類
が
確
認
で
き
た
。
ま
ず
、
評
語
と
し
て
の
〈
理
〉

で
あ
る
。
こ
れ
は
「『
平
治
物
語
』
系
の
〈
理
〉」「〈
理
〉
と
〈
哀
〉
が
併
用
さ
れ
た
〈
理
〉」
の
二
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま

た
、
評
語
と
し
て
の
用
例
で
は
な
い
も
の
の
、『
平
家
物
語
』
特
有
の
表
現
と
し
て
「〈
理
〉
を
ま
げ
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
。『
平
家

物
語
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、〈
理
〉
と
い
う
一
つ
の
言
葉
に
お
い
て
も
様
々
な
用
例
が
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
表
現
の
多
彩
さ
が
、『
平
家

物
語
』
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

〈
理
〉
に
関
し
て
い
う
と
、『
保
元
物
語
』
は
「
も
っ
と
も
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
み
を
示
す
〈
理
〉、
同
情
や
共
感
を
示
す
意
味
が
強

い
〈
理
〉
の
二
種
類
し
か
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、『
平
家
物
語
』
と
比
較
す
れ
ば
『
保
元
物
語
』
は
表
現
に
乏
し
い
、
と
い
う
見
方
も
で
き

る
。
一
方
で
、『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
重
要
な
の
は
〈
理
〉
が
物
語
の
筋
に
関
わ
る
局
面
を
描
く
場
合
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
重
大
な
場
面
を
締
め
く
く
る
際
に
〈
理
〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
は
、
必
然
的
に

語
り
手
が
「
評
語
」
と
し
て
〈
理
〉
を
用
い
る
機
会
が
多
い
こ
と
に
も
繋
が
る
。
よ
っ
て
、『
保
元
物
語
』
に
と
っ
て
〈
理
〉
は
「
語
り
」

を
行
う
上
で
重
要
な
言
葉
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
哀
〉
は
、
用
例
数
が
他
の
作
品
と
比
べ
て
も
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
れ
に
付
随
し
て
用
例
の
種
類
も
多
い
こ
と

が
一
番
の
特
徴
と
い
え
る
。
そ
の
用
例
の
中
で
も
、
語
り
手
の
主
体
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
が
「
お
し
は
か
ら
れ
て
（
思
ひ
や
ら
れ
て
）

哀
れ
な
る
」
と
い
う
、
語
り
手
が
相
手
の
心
情
を
推
量
し
て
い
る
〈
哀
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
保
元
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
に
は
み
ら
れ

な
い
表
現
で
あ
り
、『
平
家
物
語
』
特
有
の
も
の
だ
と
い
え
る
。

『
保
元
物
語
』
の
〈
哀
〉
は
、〈
理
〉
と
同
じ
よ
う
に
表
現
の
種
類
が
少
な
い
。
一
方
で
、
形
容
動
詞
の
〈
哀
〉
は
す
べ
て
語
り
手
の
評
語

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
一
番
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
哀
〉
は
語
り
手
の
主

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─
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体
性
が
高
い
言
葉
と
な
る
。『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
哀
〉
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
に
接
近
し
た
上
で
、「
哀
れ
」
と
い
う
感
情
を
表
明

す
る
た
め
の
言
葉
だ
と
解
釈
で
き
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
は
他
の
作
品
と
比
較
し
て
も
、
語
り
手
の
主
体
性
が
高
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、〈
理
〉
と
〈
哀
〉
と
い
う
言
葉
が
語
り
手
の
意
思
や
考
え
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
繋

が
っ
て
く
る
。
筆
者
の
目
論
見
は
『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
語
り
」
の
目
指
し
た
意
図

や
目
的
を
が
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
う
し
た
「
語
り
」
の
意
図
・
目
的
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と

に
し
た
い
。

注１　

本
稿
第
一
節
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
〈
理
〉
八
例
に
加
え
、「
～
の
理
」
四
例
。
四
例
は
上
巻
「
後
白
河
院
御
即
位
ノ
事
」「
法
皇
崩
御
ノ
事
」（
二
例
）

「
新
院
御
謀
叛
思
シ
召
シ
立
ツ
事
」
に
み
ら
れ
る
。

２　

上
地
俊
彦
「『
源
氏
物
語
』
の
「
こ
と
わ
り
」 　

―
そ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
近
接
す
る
文
芸
的
内
実
に
つ
い
て
の
考
察

―
」（『
岡
大
国
文
論
考
』

三
〇
号
（
工
藤
進
思
郎
先
生
退
官
記
念
号
）、
岡
山
大
学
文
学
部
日
本
文
学
研
究
室
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）（
八
頁
・
上
段
）

３　

注
２
に
同
じ
。（
八
頁
・
下
段
）

４　

注
２
に
同
じ
。（
八
頁
・
下
段
）

５　

注
２
に
同
じ
。（
九
頁
・
下
段
）

６　

本
稿
第
一
節
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
〈
哀
〉
八
例
に
加
え
、
感
動
詞
の
「
哀
れ
」
六
例
。
六
例
は
中
巻
「
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
」「「
左
府
ノ
御
最
後
付

大
相
国
歎
キ
ノ
事
」
下
巻
「
為
義
最
後
ノ
事
」「
義
朝
ノ
幼
少
ノ
弟
悉
ク
失
ハ
ル
ル
事
」「
左
府
ノ
君
達
幷

謀
反
人
各
遠
流
ノ
事
」「
為
朝
鬼
島
ニ
渡
ル
事

幷

最
後
ノ
事
」
に
み
ら
れ
る
。

７　

注
１
に
同
じ
。

８　

本
稿
第
二
節
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
〈
理
〉
四
例
を
除
い
た
一
〇
例
の
内
訳
は
、
上
巻
に
二
例
、
中
巻
に
七
例
、
下
巻
に
一
例
と
な
っ
て
い
る
。
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９　

扱
う
諸
本
は
、
上
巻
が
陽
明
文
庫
蔵
一
本
、
中
巻
・
下
巻
が
学
習
院
大
学
図
書
館
蔵
本
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
一
類
本
（
古
態
）
で
あ
る
。

10　

本
稿
第
二
節
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
〈
哀
〉
四
例
を
除
い
た
三
例
の
内
訳
は
、
中
巻
に
一
例
、
下
巻
に
二
例
と
な
っ
て
い
る
。

11　

扱
う
諸
本
は
覚
一
本
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
巻
第
一
～
巻
第
六
が
①
、
巻
第
七
～
巻
第
一
二
、
灌
頂
巻
が
②
と
な
っ
て
い
る
。

12　

巻
第
三
「
御
産
」（
本
稿
引
用
部
）、
巻
第
四
「
法
皇
被
流
」、
巻
第
六
「
新
院
崩
御
」。

13　

巻
第
一
〇
「
三
日
平
氏
」（
本
稿
引
用
部
）、
巻
第
一
一
「
逆
櫓
」。

14　

巻
第
一
「
願
立
」、
巻
第
三
「
足
摺
」（
本
稿
引
用
部
）、
巻
第
四
「
若
宮
出
家
」、
巻
第
六
「
嗄
声
」、
巻
第
七
「
維
盛
都
落
」、
巻
第
九
「
越
中
前
司
最

期
」。

15　

市
古
貞
次 

校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
45　

平
家
物
語
①
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
六
月
）
解
説
「
あ
わ
れ
の
文
学
」。（
四
九
六
頁
）

16　

巻
第
二
「
座
主
流
」「
小
教
訓
」「
大
納
言
流
罪
」（
二
例
）、
巻
第
七
「
一
門
都
落
」（
本
稿
引
用
部
）、
巻
第
九
「
河
原
合
戦
」（
本
稿
引
用
部
）、
巻
第

一
〇
「
内
裏
女
房
」「
請
文
」（
二
例
）「
海
道
下
」（
二
例
）、「
千
手
前
」「
藤
戸
」、
巻
第
一
一
「
副
将
被
斬
」「
重
衡
被
斬
」、
巻
第
一
二
「
平
大
納
言

被
流
」「
六
代
」（
二
例
）、
灌
頂
巻
「
女
院
出
家
」「
大
原
御
幸
」。

17　

引
用
文
中
に
お
い
て
は
教
盛
、
経
盛
の
順
で
登
場
す
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
こ
の
順
番
で
述
べ
た
が
、
出
生
の
順
番
で
い
え
ば
経
盛
が
上
（
忠
盛

の
三
男
）
で
あ
る
。

18　

な
お
、
感
動
詞
の
「
哀
」
は
『
平
家
物
語
』
中
に
二
八
例
み
ら
れ
る
。

19　

た
と
え
ば
、
動
詞
の
「
哀
れ
む
（
み
）」
は
そ
の
対
象
者
よ
り
も
発
言
者
の
方
が
地
位
や
身
分
が
高
い
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。

20　
『
保
元
物
語
』〈
哀
〉
④
鎌
田
と
波
多
野
の
問
答
。

（
付
記
）
本
稿
は
二
〇
一
九
年
度
修
士
学
位
論
文
「『
保
元
物
語
』
の
研
究　

―
半
井
本
の
「
語
り
」
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉
を
中
心

と
し
て

―
」
の
一
部
を
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
〈
理
〉
と
〈
哀
〉

─
『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
比
較
し
て

─

－56－



　
　
　

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙

寺　
　

嶋　
　

朝　
　

香

　
　
　
　
は
じ
め
に

三
十
歳
と
い
う
若
さ
で
夭
逝
し
た
詩
人
・
中
原
中
也
。
最
初
の
詩
作
と
な
っ
た
の
は
、
自
身
が
八
歳
の
年
に
亡
く
な
っ
た
弟
の
亜
郎
を
う

た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
以
後
、
中
也
は
病
に
陥
り
そ
の
短
い
生
涯
を
終
え
る
ま
で
、
数
々
の
喪
失
に
苦
悩
し
な
が
ら
、
詩
を
書
き
続
け
た
。

処
女
詩
集
『
山
羊
の
歌
』（
文
圃
堂　

昭
和
九
・
十
二
）
を
通
し
て
喪
失
か
ら
新
た
に
詩
人
と
し
て
の
方
針
を
立
て
た
中
也
は
、
そ
の
詩
集

が
刊
行
さ
れ
た
同
月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま
で
「
芸
術
論
覚
え
書
」（
初
出
不
詳
）
と
い
う
草
稿
を
記
し
た
。
そ
こ
に
は
、「「
こ
れ
が
手
だ
」

と
、「
手
」
と
い
ふ
名
辞
を
口
に
す
る
前
に
感
じ
て
ゐ
る
手
、
そ
の
手
が
深
く
感
じ
ら
れ
て
ゐ
れ
ば
よ
い
。」注

一

と
い
う
よ
う
な
身
体
的
感
覚
を

用
い
た
独
自
の
芸
術
論
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
草
稿
で
は
、
中
也
が
生
涯
希
求
し
続
け
た
「
名
辞
以
前
の
世
界
」
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
名
辞
以
前
の
世
界
」
は
中
也
詩
を
紐
解
く
た
め
の
鍵
と
な
り
、
今
日
ま
で
の
中
原
中
也
研
究
に
お
い
て

重
要
な
視
座
を
得
て
い
る
。

中
也
は
、
詩
作
を
始
め
た
ば
か
り
の
詩
心
が
固
ま
っ
て
い
な
い
揺
籃
期
か
ら
す
で
に
、
幼
少
期
の
環
境
に
よ
っ
て
生
得
と
し
て
備

え
て
い
た
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
感
性
に
よ
る
う
た
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
。
喪
失
に
際
し
て
こ
れ
ま
で
の
詩
論
が
崩
れ
落
ち
た
後

に
、
か
え
っ
て
論
理
や
概
念
で
な
い
生
の
実
感
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
本
質
的
に
う
た
う
独
自
の
詩
の
新
し
い
貌
へ
の
道
が
開
け
た
の
で

あ
る
。
ま
た
喪
失
を
契
機
と
し
て
、
魂
と
向
き
合
う
た
め
自
己
の
内
的
世
界
で
過
去
を
思
い
、
悼
ん
で
い
っ
た
の
だ
が
、
中
也
は
こ

れ
を
「
過
ぎ
し
日
の
「
自
己
統
一
」
を
追
惜
す
る
」注

二

と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
表
現
に
拠
っ
て
、
中
也
が

最
期
ま
で
希
求
し
続
け
た
「
名
辞
以
前
の
世
界
」
と
い
う
過
去
の
自
己
統
一
を
追
惜
す
る
内
的
世
界
と
、
そ
こ
で
う
た
わ
れ
る
詩
の

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

－57－



フ
ォ
ル
ム
か
ら
本
質
的
に
見
え
て
く
る
内
な
る
宇
宙
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

　
　
　
　
一
、「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」

「
生
命
の
豊
か
さ
熾
烈
さ
だ
け
が
芸
術
に
と
つ
て
重
要
な
の
で
感
情
の
豊
か
さ
熾
烈
さ
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
感
情
の
熾
烈
は
作

品
を
小
主
観
的
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
詩
に
就
い
て
云
へ
ば
幻イ

メ
ツ
ジ影
も
語
義
も
感
情
を
生マ

マ発
せ
し
め
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
も
つ

て
き
て
感
情
は
そ
れ
ら
を
無
益
に
引
き
摺
り
廻
し
、
イ
メ
ッ
ジ
を
も
語
義
を
も
結
局
不
分
明
に
し
て
し
ま
ふ
。
生
命
の
豊
か
さ
そ
の
も
の
と

は
、
必
竟
小
児
が
手
と
知
ら
ず
し
て
己
が
手
を
見
て
興
ず
る
が
如
き
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
物
が
物
そ
れ
だ
け
で
面
白
い
か
ら
面
白
い
状
態

に
見
ら
れ
る
所
の
も
の
で
、
芸
術
と
は
、
面
白
い
か
ら
面
白
い
境
の
こ
と
で
、
か
く
て
一
般
生
活
の
上
で
人
々
が
触
れ
ぬ
世
界
の
こ
と
で
、

謂
は
ば
実
質
内
部
の
興
趣
の
発
展
に
よ
つ
て
生
ず
る
も
の
」注

三

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
中
也
は
先
に
触
れ
た
「
芸
術
論
覚
え
書
」
に
て
、
形

而
上
的
な
表
現
で
も
芸
術
論
を
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
自
我
で
は
把
握
で
き
な
い
潜
在
的
な
心
的
領
域
で
あ
る
無
意
識
に
つ
い
て
研
究
を

行
っ
た
、
精
神
科
医
の
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
「
詩
人
と
空
想
す
る
こ
と
」
と
い
う
芸
術
論
を
参
考
材
料
と
し
て
挙
げ
た
い
。
超
現

実
主
義
の
思
想
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
フ
ロ
イ
ト
は
、「
子
供
は
遊
び
に
ど
ん
な
に
夢
中
に
な
っ
て
い
て
も
、
遊
び
の
世
界
を
現
実
か
ら

は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
し
、
ま
た
好
ん
で
そ
の
想
像
上
の
対
象
や
状
況
を
、
現
実
世
界
の
、
手
に
触
れ
目
に
見
え
る
事
物
に
仮
託
す
る
。

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
仮
託
と
い
う
こ
と
こ
そ
子
供
の
「
遊
ぶ
」
こ
と
を
大
人
の
「
空
想
す
る
」
こ
と
か
ら
ま
だ
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
詩
人
は
こ
の
遊
ぶ
子
供
と
全
然
同
じ
こ
と
を
す
る
。
詩
人
も
、
一
つ
の
空
想
世
界
を
創
り
出
し
、
こ
れ
を
非
常
に
真
剣
に
扱
い
、

つ
ま
り
多
大
の
情
動
量
を
こ
れ
に
そ
そ
ぎ
入
れ
、
し
か
も
そ
の
一
方
で
は
こ
の
空
想
世
界
を
現
実
か
ら
截
然
と
区
別
す
る
。（
中
略
）
あ
る

強
い
積
極
的
な
体
験
が
詩
人
の
心
の
中
に
、
多
く
は
幼
年
時
代
に
属
す
る
古
い
体
験
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
。
こ
の
体
験
か
ら
、
作
品
の
中

で
そ
れ
が
み
た
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
願
望
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
作
品
そ
の
も
の
は
、
古
い
思
い
出
の
諸
要
素
と
新
鮮
な
現
在
的
動
因

の
諸
要
素
と
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」注

四

と
、
子
ど
も
と
大
人
を
比
較
し
論
を
展
開
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
子
ど
も
が

大
人
に
成
長
し
て
遊
ぶ
こ
と
を
や
め
る
か
わ
り
に
、
そ
の
代
用
と
し
て
空
想
を
す
る
と
分
析
し
、
多
く
の
人
は
そ
の
空
想
を
恥
じ
て
心
の
内

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙
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に
隠
す
が
、
詩
人
は
そ
の
空
想
す
る
こ
と
か
ら
詩
を
つ
く
る
と
し
た
。
ま
た
、
詩
人
は
何
か
し
ら
の
体
験
か
ら
強
く
過
去
を
想
起
し
て
、
そ

れ
を
希
う
と
も
し
た
。
こ
こ
に
、
中
也
の
芸
術
論
と
の
重
な
り
を
感
じ
る
。
事
実
と
し
て
中
也
は
、
数
々
の
喪
失
を
契
機
と
し
て
自
己
統
一

と
い
う
過
去
を
追
惜
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
回
帰
の
リ
ズ
ム
が
生
じ
て
い
た
。
ま
た
、
フ
ロ
イ
ト
は
あ
ら
ゆ
る
文
学
に
お
け
る
満
ち

溢
れ
た
英
雄
感
情
に
よ
る
絶
対
的
な
白
日
夢
の
主
人
公
に
、
苦
楽
無
用
の
善
悪
を
超
越
し
た
、
あ
る
種
貴
族
主
義
的
な
「「
自
我
」
皇
帝
閣

下
」注

四

の
よ
う
な
像
を
認
め
、「
個
々
の
独
立
し
た
自
我
と
自
我
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
柵
と
た
し
か
に
関
係
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
の
嫌
悪

感
を
除
去
す
る
技
術
の
中
に
こ
そ
本
来
の
作
詩
術ars poetica

が
あ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
詩
人
は
利
己
的
な
白
日
夢
の
性
格
と
修
正
と

隠
蔽
と
に
よ
っ
て
和
ら
げ
る
。」注

四

と
も
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
我
の
修
正
・
隠
蔽
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
中
也
は
自
我
を
隠

す
の
で
は
な
く
自
恃
を
も
っ
て
あ
り
の
ま
ま
の
自
我
を
開
放
し
、
そ
こ
か
ら
自
己
と
い
う
内
部
世
界
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
フ
ロ
イ
ト
の
芸
術
論
「
詩
人
と
空
想
す
る
こ
と
」
の
原
タ
イ
ト
ル
は
「D

er D
ichter und das Phantasieren.

」
で
あ
る
が
、

「Phantasieren

」
は
空
想
の
ほ
か
に
幻
想
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
中
也
は
「
芸
術
論
覚
え
書
」
に
て
、
感
情
と
い
う
主
観
的
な
側
面

に
振
り
回
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
の
実
感
を
捉
え
よ
う
と
し
、
そ
の
実
質
内
部
で
あ
る
「
幻イ

メ
ツ
ジ影
」
と
い
う
形
而
上
的
な
と
こ
ろ
を
う
た
う

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
幾
度
も
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
幻
視
の
イ
メ
ー
ジ
は
『
在
り
し
日
の
歌
』
の
代
表
作
で
あ
る
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」

と
い
う
詩
に
て
見
事
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

秋
の
夜
は
、
は
る
か
の
彼（

か
な
た
）方に
、

小
石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ
つ
て
、

そ
れ
に
陽
は
、
さ
ら
さ
ら
と

さ
ら
さ
ら
と
射
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

陽
と
い
つ
て
も
、
ま
る
で
硅

（
け
い
せ
き
）
石
か
何
か
の
や
う
で
、

非
常
な
個
体
の
粉
末
の
や
う
で
、
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さ
れ
ば
こ
そ
、
さ
ら
さ
ら
と

か
す
か
な
音
を
立
て
て
も
ゐ
る
の
で
し
た
。

さ
て
小
石
の
上
に
、
今
し
も
一
つ
の
蝶
が
と
ま
り
、

淡
い
、
そ
れ
で
ゐ
て
く
つ
き
り
と
し
た

影
を
落
と
し
て
ゐ
る
の
で
し
た
。

や
が
て
そ
の
蝶
が
み
え
な
く
な
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
、

今
迄
流
れ
て
も
ゐ
な
か
つ
た
川
床
に
、
水
は

さ
ら
さ
ら
と
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
…
…

（「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」）注

五

こ
の
詩
で
う
た
わ
れ
て
い
る
、
い
つ
の
間
に
か
水
が
流
れ
て
い
た
河
原
と
い
う
情
景
は
、
自
身
の
郷
里
で
あ
る
山
口
の
「
水み
ず

無な
し
が
わ川
」
と
呼

ば
れ
る
吉
敷
川
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
景
色
は
、
吉
田
熈
生
が
「
詩
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
変デ

フ
ォ
ル
メ形さ
れ
て
い

る
。
こ
の
河
原
で
は
、
秋
の
「
夜
」
な
の
に
陽
が
さ
し
て
い
る
。
そ
の
陽
光
は
、
蝶
の
「
淡
い
」
影
を
「
く
つ
き
り
」
と
落
す
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
は
時
間
の
流
れ
が
逆
転
し
、
せ
き
と
め
ら
れ
、「
夜
」
が
「
昼
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
河
原
は
、
空
間
的
に
は
現

実
の
「
は
る
か
の
彼
方
」
に
あ
る
。」注

六

と
鑑
賞
し
て
い
る
と
お
り
、
中
也
の
幻
視
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
、
か
つ
て
の
故
郷
は
正
に
異
質
な

メ
ル
ヘ
ン
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
北
川
透
は
「
中
原
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
か
ら
学
ん
だ
け

れ
ど
も
、
し
か
し
、
多
く
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
と
違
い
、
自
分
の
風
土
に
つ
な
が
れ
た
内
発
的
契
機
を
見
失
い
は
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、［
四

季
］
派
の
亜
流
が
手
も
な
く
〈
日
本
〉
へ
回
帰
し
て
い
き
、
そ
の
事
情
は
モ
ダ
ニ
ス
ト
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
も
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
う
い

う
回
帰

0

0

と
は
違
う
と
こ
ろ
で
、
い
っ
て
み
れ
ば
回
帰
を
拒
ん
で
風
土
に
つ
な
が
っ
て
い
た
よ
う
な
節
が
あ
る
。」注
七

と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
、

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙
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フ
ロ
イ
ト
の
指
摘
に
あ
っ
た
、
幼
年
時
代
と
い
う
か
つ
て
の
故
郷
を
請
う
よ
う
な
抒
情
的
な
表
現
は
中
也
の
詩
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
過

ぎ
し
日
の
故
郷
は
、
空
想
に
よ
っ
て
は
る
か
彼
方
と
い
う
遠
い
位
置
に
拒
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
中
也
独
自
の
回
帰

の
リ
ズ
ム
は
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
下
利
昭
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
起
承
転
結
の
構
造
が
で
き
て
い
る
と
し
て
、「「
さ
て
」「
今
し

も
」
に
よ
っ
て
、
陽
光
に
示
さ
れ
る
間
断
な
き
時
間
の
流
れ
を
切
断
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
乾
き
切
っ
た
無
人
・
無
機
的
な
河
原
に
、
継

起
的
な
瞬
間
が
生
ま
れ
、
蝶
が
舞
い
降
り
る
。（
中
略
）「
や
が
て
」
蝶
が
飛
び
去
っ
た
後
の
〈
結
〉
の
聯
で
の
風
景
は
、「
い
つ
の
ま
に
か
」

「
今
迄
流
れ
て
も
ゐ
な
か
つ
た
川
床
に
、
水
は
／
さ
ら
さ
ら
と
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。」
水
は
生
命
を
生
む
。
こ
の

ポ
ワ
ン
テ
か
ら
振
り
返
っ
た
と
き
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
と
ペ
ア
に
な
る
開
始
聯
の
「
そ
れ
に
陽
は
、
さ
ら
さ
ら
と
／
さ
ら
さ
ら
と
射
し
て
ゐ

る
」
詩
風
景
は
、
死
後
の
彼
岸
の
そ
れ
で
は
な
く
、
人
類
以
前
・
生
命
誕
生
以
前
の
風
景
だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
逆
転
で
あ
る
。」注

八

と
観

賞
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
さ
ら
さ
ら
」
と
い
う
単
純
で
優
し
い
印
象
の
リ
フ
レ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
起
承
の
さ
ら
さ
ら
と
陽
光
が
射
し
て
い

た
無
機
的
な
河
原
に
、
転
で
有
機
体
の
蝶
が
登
場
し
た
こ
と
か
ら
、
結
で
さ
ら
さ
ら
と
淀
み
の
な
い
命
の
水
で
あ
る
川
が
流
れ
る
と
い
う
変

容
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
一
連
の
流
れ
に
お
い
て
時
間
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
山
下
の
用
い
た

ポ
ワ
ン
テ
と
い
う
仏
語
の
説
明
を
加
え
る
が
、
こ
れ
は
古
典
派
音
楽
の
時
代
の
イ
ネ
ガ
ル
奏
法
に
あ
た
る
、
三
連
符
を
二
対
一
の
割
合
の
長

さ
や
ア
ク
セ
ン
ト
で
演
奏
す
る
リ
ズ
ムpointé

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
奏
法
は
記
譜
上
の
均
等
に
連
な
っ
て
い
る
音
を
あ
え
て
一
方

を
長
く
、
一
方
を
短
く
演
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ズ
ム
形
に
趣
や
力
強
さ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
ジ
ャ
ズ
な
ど
の
音
楽
で

用
い
ら
れ
る
ス
ウ
ィ
ン
グ
と
い
う
リ
ズ
ム
に
も
通
ず
る
。
ス
ウ
ィ
ン
グ
の
音
は
比
率
で
楽
譜
に
記
さ
れ
る
が
体
で
感
じ
る
部
分
が
多
く
、
ス

ウ
ィ
ン
グ
す
る
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
一
種
の
グ
ル
ー
ヴ
感
を
引
き
起
こ
す
。
最
終
連
の
三
行
の
部
分
を
そ
れ
に
見
立
て
た
と
す
れ
ば
、
ポ

ワ
ン
テ
の
よ
う
に
揺
れ
動
き
、
最
初
の
連
へ
と
回
帰
す
る
リ
ズ
ム
を
意
図
し
て
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

中
也
は
自
身
の
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
に
わ
ず
か
に
触
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
通
り
過
ぎ
て
生
の
始
原
と
い
う
故
郷
へ
と
回
帰
し
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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二
、
喪
失
に
よ
る
自
己
の
死
と
フ
ォ
ル
ム
の
実
体
化

こ
の
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
で
表
現
さ
れ
た
持
続
し
続
け
る
時
間
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
中
也
は
「
精
神
哲
学
の
巻
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
を
つ
け
た
昭
和
二
年
の
日
記
で
、
既
に
哲
学
者
の
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
論
理
を
用
い
記
し
て
い
た
。「
よ
く
は
分
ら
な
い
が
、
私
が

私
一
人
、
空
前
絶
後
に
分
つ
た
と
思
つ
て
る
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
時
間
」
と
い
ふ
も
の
に
当
つ
て
る
ら
し
い
。」注

九「
私
は
孤
独
の
中
で
は

全
過
程
で
あ
る
。（
全
純
粋
持
続
と
い
つ
て
も
い
ゝ
の
か
し
ら
？
）　

私
は
歌
ふ
時
、
純
粋
持
続
の
齎
す
終
結
の
数
々
を
掠
め
て
過
ぎ
る
。」注

十

中
也
が
生
得
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
時
間
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
時
間
と
自
由
』
で
論
じ
た
も
の
と
合
致
し
て
い
た
と
い
う
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
「
眼
を
閉
じ
て
、
あ
る
表
面
に
沿
っ
て
手
を
動
か
す
と
き
、
こ
の
表
面
に
対
す
る
指
の
摩
擦
感
や
と
り
わ
け
そ
の
関
節
の
は
た
ら
き
が

変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
連
の
感
覚
は
た
だ
そ
の
質
の
み
区
別
が
つ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
時
間
の
中
で
あ
る
順
序
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
一
方
経
験
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
連
の
感
覚
は
可
逆
的
な
も
の
で
、
性
質
を
異
に
す
る
（
中
略
）
努
力
に
よ
っ
て
、
同
じ
諸
感
覚
を
逆
の

順
序
で
も
つ
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
、
と
言
う
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
る
。
空
間
の
中
の
位
置
の
関
係
は
、
そ
の
場
合
、
も
し
も
こ
ん
な
風

に
言
っ
て
も
よ
い
も
の
な
ら
、
持
続
に
お
け
る
継
起
の
可
逆
的
関
係
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、

悪
循
環
か
、
少
な
く
と
も
、
持
続
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
皮
相
な
観
念
を
ひ
そ
め
て
い
る
。（
中
略
）
持
続
に
つ
い
て
可
能
な
二
つ
の
考
え

方
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
混
合
か
ら
は
い
っ
さ
い
純
粋
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
は
空
間
の
観
念
が
こ
っ
そ
り
と
介
入
し
て
き
て
い
る
。
ま
っ

た
く
純
粋
な
持
続
と
は
自
我
が
生
き
る
こ
と
に
身
を
ま
か
せ
、
現
在
の
状
態
と
そ
れ
に
先
行
す
る
諸
状
態
と
の
あ
い
だ
に
境
界
を
設
け
る
こ

と
を
差
し
ひ
か
え
る
場
合
に
、
意
識
の
諸
状
態
が
と
る
状
態
で
あ
る
。」

注
十
一

と
、
純
粋
に
持
続
す
る
時
間
と
そ
の
中
で
の
意
識
と
い
う
こ
と
を

定
義
し
た
。
さ
ら
に
、『
創
造
的
進
化
』
と
い
う
生
命
論
に
て
「
わ
れ
わ
れ
の
惑
星
の
表
面
で
進
化
す
る
生
命
は
、
物
質
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
。
も
し
生
命
が
純
粋
な
意
識
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
し
て
超
意
識
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
生
命
は
純
粋
な
創
造
活
動
で
あ
り
う
る
だ
ろ

う
。
実
際
に
は
生
命
は
一
つ
の
有
機
体
に
釘
づ
け
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
有
機
体
は
生
命
を
惰
性
的
な
物
質
の
一
般
的
法
則
に
服
従
さ
せ
る
。

け
れ
ど
も
、
生
命
は
あ
た
か
も
か
か
る
法
則
か
ら
自
己
を
開
放
す
る
た
め
に
全
力
を
つ
く
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。（
中
略
）
生
命

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
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は
、
自
由
に
放
任
さ
れ
た
な
ら
ば
逆
の
方
向
に
働
く
で
あ
ろ
う
よ
う
な
一
つ
の
力
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
絶
対
的
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
。」
注
十
二

と

も
論
じ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
純
粋
持
続
が
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
区
分
に
と
ら
わ
れ
な
い
意
識
の
あ
り
様
で
あ
る
と
述
べ
、
純

粋
持
続
の
時
間
と
経
験
と
い
う
過
去
へ
と
遡
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
空
間
的
位
置
に
お
い
て
可
逆
性
を
も
っ
た
時
間
と
を
区
別
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
生
命
は
自
然
の
秩
序
の
も
と
に
結
合
し
た
有
機
体
と
し
て
存
す
る
が
、
自
己
の
開
放
と
い
う
自
由
な
状
態
に
な
る
と
す
れ
ば
、

魂
と
い
う
超
意
識
の
赴
く
ま
ま
に
、
ま
と
ま
り
の
な
い
創
造
活
動
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
有
機
体
論
的
な
理
論
を
展
開
し
た
。
こ
れ
ら
の

哲
学
的
な
理
論
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
中
也
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
鑑
賞
し
て
き
た
詩
を
振
り
返
る
と
、
純
粋
持
続
の
時
間
が
流
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
名
辞
以
前
の
世
界
で
は
過
去
を
追
惜
す
る
と
い
う
空
間
の
性
質
と
し
て
の
可
逆
性
が
は
た
ら
い
て
い
る
が
、
詩
で
は

過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
生
起
の
順
序
に
拘
束
さ
れ
ず
、
ポ
ワ
ン
テ
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
源
へ
の
回
帰
を
試
み
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
間
に
お
い
て
の
自
己
の
在
り
方
が
わ
か
る
詩
と
し
て
、「
言
葉
な
き
歌
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

あ
れ
は
と
ほ
い
い
処
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど

お
れ
は
此（

こ
こ
）処
で
待
つ
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な
い

此
処
は
空
気
も
か
す
か
で
蒼
く

葱（
ね
ぎ
）の
根
の
や
う
に
仄
（
ほ
の
）か
に
淡あ
は

い

決
し
て
急
い
で
は
な
ら
な
い

此
処
で
十
分
待
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

処む
す
め女
の
眼め

の
や
う
に
遥
か
を
見（
み
や
）遣
つ
て
は
な
ら
な
い

た
し
か
に
此
処
で
待
つ
て
ゐ
れ
ば
よ
い

日
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そ
れ
に
し
て
も
あ
れ
は
と
ほ
い
い
彼
方
で
夕
陽
に
け
ぶ
つ
て
ゐ
た

号フ
ィ
ト
ル笛
の
音ね

の
や
う
に
太
く
て
繊
弱
だ
つ
た

け
れ
ど
も
そ
の
方
へ
駆
け
出
し
て
は
な
ら
な
い

た
し
か
に
此
処
で
待
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

さ
う
す
れ
ば
そ
の
う
ち
喘

（
あ
え
）ぎ
も
平
静
に
復
し

た
し
か
に
あ
す
こ
ま
で
ゆ
け
る
に
違
ひ
な
い

し
か
し
あ
れ
は
煙
突
の
煙
の
や
う
に

と
ほ
く
と
ほ
く　

い
つ
ま
で
も
茜

（
あ
か
ね
）の
空
に
た
な
び
い
て
ゐ
た

（「
言
葉
な
き
歌
」）

注
十
三

こ
こ
で
、
中
也
は
名
状
し
難
い
概
念
以
前
の
「
あ
れ
」
を
希
求
し
、
名
辞
以
前
の
世
界
と
い
う
空
間
的
位
置
に
お
い
て
過
ぎ
し
日
の
自
己

統
一
を
追
惜
し
な
が
ら
も
、
純
粋
持
続
の
時
間
が
流
れ
る
孤
独
の
中
に
お
い
て
は
そ
の
時
間
の
流
れ
の
連
続
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
、
待
ち
の

構
え
を
し
て
い
る
。「
言
葉
な
き
歌
」
は
ベ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
集
『
言
葉
な
き
恋
歌
』
に
由
来
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る注

十
四が
、
こ
の
う
た
で
の

受
動
的
に
も
み
え
る
待
ち
の
姿
勢
は
、
無
意
識
の
生
活
者
で
あ
っ
た
ベ
ル
レ
ー
ヌ
の
よ
う
に
、
無
意
識
な
心
的
領
域
の
「
あ
れ
」
を
、
生
活

に
お
い
て
実
感
が
生
じ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
田
は
そ
の
姿
勢
に
つ
い
て
、「
自
分
に
「
待
つ
」
こ
と
、

す
な
わ
ち
忍
耐
を
課
し
て
い
る
。
こ
の
、
た
だ
「
待
つ
」
と
い
う
忍
耐
が
こ
の
詩
の
主
題
の
倫
理
的
な
面
で
あ
る
。「
た
し
か
に
此
処
で
待

つ
て
ゐ
れ
ば
よ
い
」「
た
し
か
に
此
処
で
待
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
詩
人
は
自
己
に
向
か
っ
て
繰
り
返
し
言
い
聞
か
せ
る
。
し
か

し
「
あ
れ
」
は
「
い
つ
ま
で
も
茜
の
空
に
た
な
び
い
て
」
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
到
達
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
詩
は
円
環
を

描
い
て
、
も
う
一
度
冒
頭
に
戻も

ど

る
。「
あ
れ
は
と
ほ
い
い
処
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど

0

0

0

」」
注
十
五

と
、
観
賞
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
過
ぎ
し
日
の
自
己

統
一
が
現
実
的
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
定
義
し
た
純
粋
持
続
の
時
間
の
論
理
に
可
逆
性
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙
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中
也
が
理
解
し
、
名
辞
以
前
の
世
界
と
い
う
自
己
の
内
部
に
あ
る
無
意
識
的
な
潜
在
的
領
域
と
も
と
れ
る
空
間
に
て
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス

ム
の
よ
う
な
幻
視
の
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
ろ
げ
て
詩
を
う
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
饗
庭
孝
男
は
形
而
上
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

つ
い
て
「
詩
的
言
語
が
、
そ
れ
自
体
、
一
つ
の
宇
宙
を
も
つ
の
は
、
詩
人
の
位
置
が
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
宇
宙
の
裡
で
ど
う
い
う
場
に
お
か

れ
て
い
る
か
を
つ
ね
に
感
覚
的
に
把
え
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。
詩
言
語
の
小

ミ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス

宇
宙
は
詩
人
の
生
き
る
詩
的
宇
宙
の
ひ
ろ
が
り
に
対

応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
原
が
い
つ
も
、
分
析
と
論
理
を
拒
否
し
、「
相
対
的
可
能
の
限
界
」
を
知
り
「
偶
然
」
よ
り
も
「
必
然
」
を
求

め
「
対
抗
的
」
で
な
い
二
元
論
の
克
服
を
考
え
て
い
た
の
は
、
根
源
的
に
、
絶
対
者
へ
お
も
む
く
志
向
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
こ

と
は
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
と
い
う
、
彼
が
深
い
関
心
を
よ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
に
還
元
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
彼
の
内
部
の
詩
的
宇

宙
に
お
け
る
「
絶
対
者
」
が
支
配
す
る
宇
宙
を
予
見
し
、
そ
れ
を
中
心
に
、
詩
を
円
環
的
に
成
立
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ

い
。」

注
十
六

と
論
じ
て
い
る
。
自
己
の
位
置
を
理
解
し
て
い
た
中
也
は
、
生
活
に
追
わ
れ
る
よ
う
な
理
知
的
な
姿
勢
で
は
な
く
自
由
な
内
的
必
然

性
を
求
め
て
、
内
的
宇
宙
と
も
呼
べ
る
名
辞
以
前
の
世
界
で
、
絶
対
者
へ
と
根
源
的
に
向
か
っ
て
い
こ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
の
絶
対
者
と
は
、

何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
で
自
発
的
な
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
な
宇
宙
の
本
体
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
絶
対
者
は
必
然
性
と

と
も
に
自
我
の
統
一
を
も
っ
て
い
る
同
一
性
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
也
に
お
け
る
絶
対
者
と
は
、
過
ぎ
し
日
の
自
己
統

一
と
い
う
喪
失
が
核
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
核
に
向
か
っ
て
い
き
詩
を
う
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
吉
田
も
饗
庭
も
円
環
と
い
う
言

葉
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
也
の
詩
に
お
け
る
回
帰
の
リ
ズ
ム
に
置
き
換
え
る
と
、
詩
の
連
が
並
び
純
粋
持
続
の
時
間
が
流
れ
る
中
で
、

ポ
ワ
ン
テ
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
ど
の
表
現
が
弧
を
描
い
て
最
初
の
連
と
い
う
出
発
点
へ
と
戻
る
円
環
的
な
詩
の
フ
ォ
ル
ム
が
説
明
で
き
る
。
ま

た
、
物
質
的
宇
宙
の
よ
う
に
上
か
ら
順
に
下
を
内
包
す
る
か
た
ち
で
、
周
囲
→
身
体
→
自
己
の
内
的
世
界
と
い
う
層
に
な
っ
た
詩
的
宇
宙
の

円
構
造
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
内
と
外
と
の
間
で
相
互
に
作
用
す
る
と
と
も
に
、
外
→
内
へ
と
円
に
沿
っ
て
渦
巻
き
状
の
よ
う
に
弧
を

描
い
て
内
的
世
界
と
い
う
詩
的
宇
宙
の
核
へ
と
向
か
っ
て
お
り
、
中
也
の
内
な
る
宇
宙
の
円
環
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ

う
。こ

の
自
己
の
在
り
方
を
う
た
っ
た
「
言
葉
な
き
歌
」
が
制
作
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
一
年
十
月
ご
ろ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
約
一
か
月
後
、

中
也
は
再
び
大
き
な
喪
失
を
経
験
す
る
。
こ
こ
ま
で
触
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
中
也
は
『
山
羊
の
歌
』
刊
行
の
交
渉
を
し
て
い
た
昭
和
八
年
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十
二
月
に
、
母
の
紹
介
に
よ
り
遠
縁
の
上
野
孝
子
と
い
う
女
性
と
結
婚
し
て
い
た
。
中
也
の
弟
の
中
原
思
郎
は
、「
中
也
は
、
上
野
孝
子
と

の
結
婚
に
お
い
て
、
最
も
素
直
な
子
で
あ
っ
た
。
母
の
な
す
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
孝
子
が
気
に
い
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
母

か
ら
金
を
せ
し
め
た
と
き
以
外
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
必
ず
一
言
あ
っ
た
中
也
が
、
結
婚
に
つ
い
て
は
全
く
従
順
な
息
子
で
あ
っ
た
。」

注
十
七

と
、

曰
く
中
也
の
七
不
思
議
の
ひ
と
つ
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
中
也
は
結
婚
に
つ
い
て
、『
白
痴
群
』
な
ど
の
同
人
で
自
身
の
詩
集
出
版
の
手
助

け
を
し
て
く
れ
て
い
た
詩
人
の
安
原
喜
弘
に
書
簡
に
て
「
僕
女
房
貰
ふ
こ
と
に
し
ま
し
た
の
で　

何
か
と
雑
用
が
あ
り　

来
て
い
た
だ
く
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
」

注
十
八

と
知
ら
せ
た
の
み
で
、
そ
れ
以
上
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
昭
和
九
年
十
月
に
長
男
文
也
が

誕
生
す
る
。
中
也
は
息
子
を
溺
愛
し
た
と
い
う
が
、
父
謙
助
の
中
也
へ
の
溺
愛
と
は
違
っ
て
、
見
守
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
。

日
記
に
も
子
守
を
し
た
こ
と
や
、
文
也
の
体
調
を
案
ず
る
よ
う
な
記
録
が
所
々
に
見
受
け
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
謙
助
の
や
や
過
保
護
な
子

育
て
と
比
較
す
る
と
、
息
子
を
見
つ
め
る
よ
う
な
静
か
な
愛
情
を
印
象
と
し
て
感
じ
る
。
が
、
そ
の
中
で
謙
助
の
抑
圧
的
な
愛
情
に
似
た
思

い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
昭
和
十
一
年
七
月
二
十
四
日
に
、『
遺
言
的
記
事
』
と
い
う
始
ま
り
で
「
文
也
も
詩
が
好
き
に
な
れ

ば
い
い
が
。
二
代
が
ゝ
り
な
ら
可
な
り
な
こ
と
が
出
来
よ
う
。
俺
の
蔵
書
は
、
売
ら
ぬ
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
に
は
、
色
々
書
込
み
が
あ
る
し
、
何
か

と
便
利
だ
。
今
か
ら
五
十
年
あ
と
だ
つ
て
、
俺
の
蔵
書
だ
け
を
十
分
読
め
ば
詩
道
修
業
に
は
十
分
間
に
合
ふ
。
迷
は
ぬ
こ
と
。
仏
国
十
九
世

紀
後
半
を
よ
く
読
む
こ
と
。
迷
ひ
は
、
俺
が
サ
ン
ザ
や
つ
た
ん
だ
。
俺
の
蔵
書
は
少
い
け
ど
、
俺
は
今
日
迄
に
五
六
千
冊
は
読
ん
で
ゐ
る
。

色
ん
な
も
の
を
読
ん
だ
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
役
立
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
読
む
だ
け
の
時
間
を
も
つ
と
ノ
ン
ビ
リ
呼
吸
し
て
ゐ
た
ら
、

も
つ
と
得
を
し
た
か
も
知
れ
ぬ
の
だ
。
中
学
を
中
位
の
成
績
で
出
て
、
あ
と
は
極
く
よ
い
本
だ
け
を
読
む
こ
と
。
但
し
詩
集
だ
け
は
、
ど
ん

な
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
も
読
む
方
に
素
質
が
あ
れ
ば
あ
ま
り
害
は
な
く
、
利
得
は
十
分
に
あ
る
こ
と
。
尤
も
そ
れ
は
程
々
に
す
べ
し
。」

注
十
九

と

い
う
、
自
分
の
死
後
を
見
据
え
た
か
の
よ
う
な
文
也
へ
の
言
葉
を
日
記
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
昭
和
十
年
三
月
の
竹
田

鎌
二
郎
宛
て
の
書
簡
で
、
長
門
峡
に
行
っ
た
際
に
飲
酒
を
し
た
た
め
そ
の
帰
途
の
汽
車
で
上
げ
た
と
こ
ろ
、
か
な
り
の
吐
血
が
あ
っ
た
と
報

告
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
死
期
を
悟
っ
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
遠
か
ら
ず
と
も
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
死
を
自
覚
し
、
自
身
の
信
じ
た
詩
業
に
、

文
也
が
後
釜
に
立
つ
前
提
で
の
指
南
を
残
そ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
皮
肉
に
も
そ
の
数
か
月
後
の

十
一
月
十
日
、
息
子
の
文
也
は
自
身
よ
り
も
先
に
小
児
結
核
に
よ
っ
て
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙

－66－



中
也
は
こ
の
大
き
な
喪
失
に
際
し
、
葬
儀
で
息
子
の
こ
と
を
抱
い
て
ず
っ
と
離
さ
な
い
ほ
ど
の
悲
し
み
を
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
。
妻
の
孝

子
は
こ
の
と
き
既
に
第
二
子
を
身
ご
も
っ
て
お
り
、
十
二
月
に
は
次
男
の
愛
雅
が
誕
生
す
る
が
悲
し
み
は
依
然
と
し
て
消
え
ず
、
中
也
は
神

経
衰
弱
が
昂
じ
て
幼
児
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
千
葉
寺
の
療
養
所
に
一
時
入
院
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
療
養
所

の
開
業
医
で
あ
る
中
村
古
峡
の
著
書
『
神
経
衰
弱
は
ど
う
す
れ
ば
全
治
す
る
か
』（
主
婦
之
友
社　

昭
和
五
・
二
）
や
『
神
経
衰
弱
と
強
迫

観
念
の
全
治
者
体
験
録
』（
主
婦
之
友
社　

昭
和
八
・
六
）
な
ど
の
内
科
学
書
を
読
み
、
そ
の
原
理
を
理
解
し
、
他
力
で
は
な
く
自
力
で
意

志
を
も
っ
て
詩
歌
に
打
ち
込
も
う
と
し
た
こ
と
が
「
療
養
日
誌
」
や
「
千
葉
寺
雑
記
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
幼
児
退
行
す
る
ま

で
に
陥
っ
た
中
也
は
、
そ
の
喪
失
に
よ
る
途
方
も
な
い
悲
し
み
の
激
情
を
詩
で
う
た
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
直
接
・
間
接
的
に
文
也
の
死
を

う
た
っ
た
詩
は
何
篇
も
『
在
り
し
日
の
歌
』
の
「
永
訣
の
秋
」
の
項
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詩
は
穏
か
な
幻
視
の
イ
メ
ー
ジ
の

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。「
月
の
光　

そ
の
一
」「
月
の
光　

そ
の
二
」
で
は
、

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

お
庭
の
隅
の
草

（
く
さ
む
ら
）
叢
に

隠
れ
て
ゐ
る
の
は
死
ん
だ
児
だ

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

お
や
、
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が

芝
生
の
上
に
出
て
来
て
る
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ギ
タ
ア
を
持
つ
て
は
来
て
ゐ
る
が

お
つ
ぽ
り
出
し
て
あ
る
ば
か
り

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

月
の
光
が
照
つ
て
ゐ
た

（「
月
の
光　

そ
の
一
」）

注
二
十

お
ゝ
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が

庭
に
出
て
来
て
遊
ん
で
る　

ほ
ん
に
今
夜
は
春
の
宵

な
ま
あ
つ
た
か
い
靄

（
も
や
）も
あ
る

月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て

庭
の
ベ
ン
チ
の
上
に
ゐ
る

ギ
タ
ア
が
そ
ば
に
は
あ
る
け
れ
ど

い
つ
か
う
弾
き
出
し
さ
う
も
な
い

芝
生
の
む
か
ふ
は
森
で
し
て

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙

－68－



と
て
も
黒
々
し
て
ゐ
ま
す

お
ゝ
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
が

こ
そ
こ
そ
話
し
て
ゐ
る
間

森
の
中
で
は
死
ん
だ
子
が

蛍
の
や
う
に
蹲

（
し
ゃ
が
）ん
で
る

（「
月
の
光　

そ
の
二
」）

注
二
十
一

と
う
た
っ
て
い
る
。
チ
ル
シ
ス
と
ア
マ
ン
ト
と
は
ベ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
「
マ
ン
ド
リ
ン
」
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
詩
で
も
月
の
光
と

い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
そ
れ
は
「
マ
ン
ド
リ
ン
」
と
同
じ
く
詩
集
『
艶
な
る
宴
』
所
収
の
、
か
の
ク
ロ
ー
ド
・
ド

ビ
ュ
ッ
シ
ー
が
着
想
を
得
た
「
月
の
光
」
の
よ
う
な
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
連
想
さ
せ
る
。
北
川
は
、
七
五
調
の
「
月
の
光　

そ
の
一
」

が
客
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
印
象
さ
せ
る
理
由
を
「
あ
り
え
な
い
（
説
明
し
え
な
い
）
世
界
を
幻
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
と
し
て
の
作
品
の
上
に

実
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
こ
れ
に
続
く
「
月
の
光　

そ
の
二
」
と
切
り
離
し
え
ず
、
む
し
ろ
、「
そ
の
二
」
に
お
い

て
、〈
舞
台
〉
は
全
開
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
、〈
幻
視
〉
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
主
調
と
し
た
こ
の
作
品
の
特
質
は
す
べ
て
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。」

注
二
十
二と
挙
げ
て
い
る
。
続
け
て
北
川
は
「
こ
の
作
品
全
体
の
語
り
（
う
た
い
）
口
が
、〈
お
道
化
ぶ
り
〉
を
特
徴
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。〈
お
道
化
〉
は
、
中
也
詩
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
性
格
を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ふ
ざ
け
と
か
ユ
ー
モ
ア
と
も
違
う

も
う
少
し
孤
独
な
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。《
私
の
観
念
の
中
に
は
、
常
に
人
称
が
な
い
》
と
い
う
、
そ
の
非
人
称
の
愛
や
裸
形
の
生
の

意
識
が
、
世
界
に
触
れ
る
様
式
と
し
て
、〈
お
道
化
〉
た
身
振
り
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
」

注
二
十
二と
も
、
中
也

の
日
記
中
の
「
私
の
観
念
の
中
に
は
、
常
に
人
称
が
な
い
、
絶
対
に
な
い
！
愛
が
純
粋
で
あ
る
の
だ
。（
世
間
の
中
に
生
き
る
ふ
つ
り
あ
ひ
）

但
世
間
を
廻
避
す
る
に
非
ず
」

注
二
十
三と
い
う
言
葉
に
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
る
。
観
念
に
お
い
て
、
人
称
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
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北
川
は
、「
表
現
の
主
格
で
は
な
く
、
表
現
主
体
の
〈
私
〉
が
作
品
内
部
に
お
い
て
完
全
に
消
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
な
お
、
わ
た
し

た
ち
の
外
観
的
な
印
象
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
外
観
的
印
象
を
手
が
か
り
に
す
る
以
外
に
、〈
死
ん
だ
児
〉
は
誰

な
の
か
と
い
う
問
い
の
内
部
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。（
中
略
）
表
現
の
主
格
の
内
部
に
お
い
て
、
表
現
主
体
（
つ
ま
り
中
也
）

の
〈
私
〉
と
〈
死
ん
だ
児
〉
と
の
一
体
化
・
同
化
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

注
二
十
二と
い
う
論
を
立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
そ
こ
ま
で
作
品
世
界

を
押
し
上
げ
て
い
る
も
の
こ
そ
は
、〈
文
也
〉
の
死
に
よ
っ
て
、
死
ん
だ
〈
私
〉
と
い
う
逆
説
で
は
な
い
か
、（
中
略
）〈
死
ん
だ
《
文
也
》〉

に
対
し
て
、〈
死
ん
だ
《
私
》〉
が
一
体
化
さ
れ
た
た
め
に
、
表
現
の
主
格
は
、
強
い
非
人
称
の
仮
構
の
意
識
を
獲
得
し
た
の
だ
、
と
言
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
お
そ
ら
く
、
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
表
現
の
主
格
が
辛
い
と
か
悲
し
い
と
か
い
う
〈
私
〉
性
か
ら
離
脱
し
た
の

と
同
水
位
で
、〈
死
児
〉
が
い
わ
ゆ
る
〈
文
也
〉
の
属
性
を
失
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
自
立
化
し
、
普
遍
化
し
た
こ
と
で
あ

る
。」

注
二
十
二と
い
う
こ
と
か
ら
、『
山
羊
の
歌
』
で
も
み
ら
れ
た
、
喪
失
に
よ
り
中
也
が
統
一
さ
れ
た
自
己
を
失
っ
た
こ
と
と
同
様
に
、
文
也
の
喪

失
に
よ
り
再
び
自
己
を
失
っ
た
→
自
己
と
い
う
私
が
死
ん
だ
と
い
え
る
。
幻
視
は
、
対
象
が
存
在
し
な
い
の
に
感
覚
が
存
在
す
る
こ
と
を
い

う
が
、
そ
う
い
っ
た
観
念
の
中
で
は
名
詞
や
代
名
詞
の
主
格
で
は
な
く
、
意
識
的
な
主
体
自
体
が
存
在
せ
ず
、
感
覚
と
し
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
の
よ
う
な
客
体
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
自
立
し
た
構
造
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
幻
視
の
広
が
り
を
中
也
は
う
た
っ
た
と
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
哲
学
に
お
い
て
客
体
は
物
質
や
実
体
、
い
わ
ゆ
る
物
と
し
て
定
義
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
饗
庭
が
指
摘
し
た
よ
う
な

必
然
性
が
当
て
は
ま
る
。
必
然
性
は
同
一
性
を
兼
ね
備
え
て
い
る
が
、
そ
の
同
一
性
は
先
も
述
べ
た
よ
う
な
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自

我
の
統
一
の
こ
と
を
指
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
哲
学
で
の
実
体
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
中
也
に
お
い
て
喪
失
が
契
機
と
な
っ

て
実
体
化
し
た
名
辞
以
前
の
世
界
が
、
詩
の
フ
ォ
ル
ム
と
い
う
自
己
の
内
部
の
詩
的
宇
宙
と
し
て
、
そ
の
貌
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

詩
人
・
中
原
中
也
は
、
三
十
年
と
い
う
短
い
生
涯
に
お
い
て
「
名
辞
以
前
の
世
界
」
と
い
う
自
己
の
内
的
世
界
を
希
求
し
続
け
た
。
中
也

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙

－70－



は
数
々
の
大
き
な
喪
失
に
遭
い
苦
悩
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
の
自
己
統
一
を
追
惜
す
る
と
い
う
新
た
な
詩
の
貌
を
見
出
し
た
。
ま
た
、

喪
失
が
詩
人
と
し
て
の
極
め
て
重
要
な
契
機
と
な
り
、
資
質
と
し
て
備
え
て
い
た
本
質
的
な
精
神
に
よ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
詩
の
原
型
が
押

し
出
さ
れ
、
自
立
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
実
体
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
立
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
提
唱
し
た
、
純
粋
持
続
の
時
間
や
可
逆
性
を
も
つ
空
間
的
位
置
の
中
で
う
た
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
総
括
し
た
と
き
、「
中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙
」
と
い
う
本
稿
の
主
題
に
お
い
て
、
名
辞

以
前
の
世
界
で
あ
る
中
也
の
内
な
る
宇
宙
で
広
が
り
を
見
せ
る
幻
視
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
そ
の
一
方
で
一
貫
し
て
希
求
さ
れ
続
け
た
生
の

始
原
と
い
う
根
源
へ
と
回
帰
の
弧
を
描
く
詩
と
そ
の
フ
ォ
ル
ム
、
こ
の
二
つ
の
構
造
は
強
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

注
一
覧

注
一　
『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
４
巻
』（
角
川
書
店　

平
成
十
五
・
十
一
）　

未
発
表
評
論　
「
芸
術
論
覚
え
書
」
よ
り
引
用
。

初
出
は
不
詳
。

注
二　

注
一
に
同
じ
。「
未
発
表
評
論
」
内
の
「
我
が
生
活
」
よ
り
引
用
。

初
出
は
不
詳
。

注
三　

注
一
に
同
じ
。

注
四　
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
３
巻
』（
人
文
書
院　

昭
和
四
十
四
・
十
二
）　
「
文
化
・
芸
術
論
」
内
の
「
詩
人
と
空
想
す
る
こ
と
」
よ
り
引
用
。
訳
者
は

高
橋
義
孝
。

原
タ
イ
ト
ル
は
『D

er D
ichter und das Phantasieren.

』（1908

）。
初
出
は
不
明
。

注
五　
『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
１
巻
』（
角
川
書
店　

平
成
十
二
・
三
）　
『
在
り
し
日
の
歌
』（
創
元
社　

昭
和
十
三
・
四
）「
永
訣
の
秋
」
内
の
「
一
つ

の
メ
ル
ヘ
ン
」
よ
り
引
用
。

初
出
は
『
文
芸
汎
論
』
昭
和
十
一
年
十
一
月
号
（
汎
論
社　

昭
和
十
一
・
十
一
）。
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注
六　

吉
田
熈
生
編
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学　

第
20
巻　

中
原
中
也
』（
角
川
書
店　

昭
和
五
十
一
・
四
）　
「
本
文
お
よ
び
作
品
鑑
賞
」
よ
り
引
用
。

注
七　

北
川
透
『
中
原
中
也
の
世
界
』（
紀
伊
國
屋
書
店　

昭
和
四
十
三
・
四
）　
「
Ⅳ
中
原
中
也
の
世
界

―
そ
の
抒
情
の
構
造
」
内
の
「
７
エ
ピ
ロ
ー
グ

―
抒
情
の
固
有
性
」
よ
り
引
用
。

注
八　

山
下
利
昭
『
た
て
に
か
か
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
』（
松
本
歯
科
大
学
出
版
会　

平
成
十
二
・
二
）　
「
第
三
章　

中
原
中
也

―
詩
空
間
と
時
間

―
」
内
の

「
四　

時
間
的
詩
篇
・
あ
る
い
は
生
成
す
る
ソ
ネ
ッ
ト
」
よ
り
引
用
。

注
九　
『
新
編
中
原
中
也
全
集　

第
５
巻
』（
角
川
書
店　

平
成
十
五
・
四
）　
「
日
記
」
内
の
「
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）　

新
文
芸
日
記
（
精
神
哲
学
の
巻
）」

二
月
二
十
七
日
（
日
曜
）　

よ
り
引
用
。

注
十　
　

注
九
に
同
じ
。
三
月
一
日
（
火
曜
）　

よ
り
引
用
。

注
十
一　
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集　

第
１
巻
』（
白
水
社　

昭
和
四
十
・
五
）　
「
時
間
と
自
由

―
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論

―
」

内
の
「
第
二
章
意
識
の
諸
状
態
の
多
数
性
に
つ
い
て

―
持
続
の
観
念　

等
質
的
時
間
と
具
体
的
持
続
」
よ
り
引
用
。
訳
者
は
平
井
啓
之
・
村
治

能
就
・
広
川
洋
一
。

原
本
は
『Essai Sur Les D

onnées Im
m

édiates D
e La Conscience

』（Paris:Félix A
lcan,1889

）。

注
十
二　
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集　

第
４
巻
』（
白
水
社　

昭
和
四
十
一
・
四
）　
「
第
三
章　

生
命
の
意
義
に
つ
い
て
」
内
の
「
自
然
と
知
性
の
形
成　

生
命
の

起
原
と
そ
の
運
命
に
つ
い
て
」
よ
り
引
用
。
訳
者
は
松
浪
信
三
郎
・
高
橋
允
昭
。

原
本
は
『L'Évolution créatrice

』（Paris:Félix A
lcan, 1907

）。

注
十
三　

注
五
に
同
じ
。『
在
り
し
日
の
歌
』「
永
訣
の
秋
」
内
の　
「
言
葉
な
き
歌
」
よ
り
引
用
。

初
出
は
『
文
学
界
』
昭
和
十
一
年
十
二
月
号
（
文
藝
春
秋
社　

昭
和
十
一
・
十
二
）。　

注
十
四　

注
十
三
に
同
じ
。
解
題
に
「
題
名
は
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
集
『
言
葉
な
き
恋
歌
』Rom

ences sans paroles 

に
由
来
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ

る
。」
と
の
説
明
あ
り
。

注
十
五　

注
六
に
同
じ
。

注
十
六　

大
岡
昇
平
［
ほ
か
］
編
『
中
原
中
也
研
究
』（
青
土
社　

昭
和
五
十
・
六
）　

饗
庭
孝
男
「
実
存
と
夢
の
痛
き
織
物
」
よ
り
引
用
。　

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙

－72－



初
出
は
『
ユ
リ
イ
カ
』
４
月
号
（
青
土
社　

昭
和
四
十
七
・
四
）。

注
十
七　

中
原
思
郎
『
兄
中
原
中
也
と
祖
先
た
ち
』（
審
美
社　

昭
和
四
十
五
・
七
）
よ
り
引
用
。

注
十
八　

注
九
に
同
じ
。「
書
簡
」
内
の
「
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）」　

一
一
月
一
〇
日　

安
原
喜
弘
宛　

封
書　

よ
り
引
用
。

注
十
九　

注
九
に
同
じ
。「
日
記
」
内
の
「
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）　

日
記
（
雑
記
帖
）」　

七
月
二
十
四
日　

よ
り
引
用
。

注
二
十　

注
五
に
同
じ
。『
在
り
し
日
の
歌
』「
永
訣
の
秋
」
内
の　
「
月
の
光　

そ
の
一
」
よ
り
引
用
。　

初
出
は
『
文
学
界
』
昭
和
十
二
年
二
月
号
（
文
藝
春
秋
社　

昭
和
十
二
・
二
）。

注
二
十
一　

注
五
に
同
じ
。『
在
り
し
日
の
歌
』「
永
訣
の
秋
」
内
の　
「
月
の
光　

そ
の
二
」
よ
り
引
用
。　

初
出
は
『
文
学
界
』
昭
和
十
二
年
二
月
号
（
文
藝
春
秋
社　

昭
和
十
二
・
二
）。

注
二
十
二　

北
川
透
『
中
原
中
也
わ
が
展
開

―
天
使
と
子
供
』（
国
文
社　

昭
和
五
十
二
・
五
）　
「
Ⅰ　

中
原
中
也
の
世
界
へ
」
内
の
「
天
使
と
子
供

―

中
原
中
也
の
千
葉
寺
受
難
」
よ
り
引
用
。　

初
出
は
『
復
刊
・
今
日
之
詩
』
２
号
―
５
号
（
蜘
蛛
出
版
社　

昭
和
四
十
八
・
一
―
十
）。

注
二
十
三　

注
九
に
同
じ　
「
日
記　

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
―
新
文
芸
日
記
（
精
神
哲
学
の
巻
）」　

三
月
十
五
日
（
火
曜
）　

よ
り
引
用
。

※
テ
キ
ス
ト
は
『
新
編
中
原
中
也
全
集
』
全
５
巻
・
別
巻
上
下
（
大
岡
昇
平
［
ほ
か
］
編　

角
川
書
店　

平
成
十
二
年
六
月
～
平
成
十
六
年
十
一
月
）
を
用

い
た
。
引
用
の
表
記
は
テ
キ
ス
ト
の
ま
ま
で
あ
る
。

※
テ
キ
ス
ト
以
外
の
著
作
か
ら
の
引
用
も
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
旧
字
体
も
お
お
む
ね
原
文
表
記
を
尊
重
し
た
が
、
止
む
を
得
ず
新
字
体
に
改
め

た
箇
所
も
あ
る
。
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北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩
─
「
図
形
説
」
と
白
の
イ
メ
ー
ジ

─
梅　
　

津　
　

知　
　

佳

　
　
　
　
は
じ
め
に

北
園
克
衛
は
、
前
衛
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
エ
ッ
セ
イ
・
評
論
・
装
訂
・
広
告
・
写
真
等
、
生
涯
に
わ
た
り
様
々
な
分
野
で
活
動
し
た

芸
術
家
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
多
様
な
芸
術
活
動
を
行
う
時
、
ご
く
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
克
衛
の
肩
書
は
い
つ
も
「
詩
人
」
で

あ
っ
た
。「
詩
を
見
つ
め
る
眼
で
世
界
を
み
て
い
る
」注

一

と
表
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
克
衛
は
文
字
や
記
号
を
用
い
て
視
覚
的
な
詩
や
図
形
の

よ
う
な
詩
を
作
り
、
ま
た
後
年
に
は
静
物
写
真
を
詩
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
「
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ポ
エ
ム
」
へ
と
進
ん
で
い
く
。
生
涯

の
芸
術
活
動
に
お
け
る
肩
書
を
「
詩
人
」
で
貫
き
、
詩
と
い
う
も
の
を
広
く
捉
え
て
い
た
克
衛
に
お
い
て
、
詩
、
言
葉
と
は
何
か
、
ま
た
何

を
も
っ
て
詩
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
観
点
で
あ
る
。

克
衛
の
処
女
詩
集
で
あ
る
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』（
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
・
六
）
は
、『
現
代
の
芸
術
と
批
評
叢
書
』
全
二
三
冊
の
う
ち

第
六
編
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
春
山
行
夫
の
働
き
に
よ
り
、
厚
生
閣
書
店
か
ら
は
こ
の
前
年
に
詩
誌
『
詩
と
詩
論
』（
厚
生
閣
書
店
、
一
九

二
八
・
九
―
一
九
三
三
・
六
）注

二

が
創
刊
さ
れ
て
い
る
。『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
序
文
に
お
い
て
、
春
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

書
か
れ
た
部
分
は
単
に
文
学
に
過
ぎ
な
い
。
書
か
れ
な
い
部
分
の
み
初
め
て
ポ
エ
ジ
イ
と
呼
ば
れ
る
。（
中
略
）
意
味
の
な
い
詩
を
書

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ
エ
ジ
イ
の
純
粋
は
実
験
さ
れ
る
。
詩
に
意
味
を
見
る
こ
と
、
そ
れ
は
詩
に
文
学
の
み
を
見
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い注

三

。

春
山
は
、「
言
葉
を
重
厚
に
扱
う
流
派
か
ら
離
れ
、
意
味
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
な
い
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
や
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
の
実
験
に

向
か
お
う
と
し
て
い
た
」注

四

の
で
あ
り
、
こ
の
序
文
は
「
詩
の
な
か
に
お
け
る
「
意
味
」
の
無
価
値
性
」注
五

に
つ
い
て
の
宣
言
で
も
あ
っ
た
。
こ

の
序
文
に
つ
い
て
村
野
四
郎
は
、「
こ
こ
に
い
う
「
意
味
」
と
は
思
想
な
い
し
理
論
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
忌
避
し
て
感
覚
世
界
に
の
み
詩
の

純
粋
を
み
よ
う
と
し
た
わ
が
国
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
は
、「
意
味
の
断
絶
」
が
詩
の
主
題
で
あ
り
、
詩
の
合
言
葉
で
も
あ
っ
た
。」注

六

と
し
て
い
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衛
に
お
け
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視
覚
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る
。
詩
に
そ
れ
ま
で
の
文
学
の
当
た
り
前
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
思
想
、
理
論
に
よ
る
意
味
を
持
た
せ
ず
、
感
覚
に
拠
る
詩
を
目
指
し
た
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
詩
に
文
学
以
外
の
芸
術
的
可
能
性
を
み
よ
う
と
す
る
こ
と
、
ま
た
詩
を
通
し
て
文
学
に
新
し
い
意
味
を
見
出
す
こ
と
で
、
文
学

の
境
界
を
広
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
詩
の
精
神
、「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
」
の
息
吹
が
、
春
山

を
中
心
と
し
た
『
詩
と
詩
論
』
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

春
山
が
序
文
の
中
で
用
い
て
い
る
「
ポ
エ
ジ
イ
」
と
い
う
語
は
、「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
」
を
追
求
す
る
詩
人
た
ち
の
間
に
お
い
て
ひ

と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
詩
の
純
粋
と
い
う
こ
と
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
ま
た
克
衛
の
詩
観
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
概
念
で

あ
る
。
克
衛
は
、
ポ
エ
ジ
イ
と
は
「
詩
的
活
動
」注

七

で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
別
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
ぼ
く
た
ち
が
ポ
エ
ジ
ィ
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
ぼ
く
た
ち
の
頭
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
瞬
間
的
な
あ
る
未
知
の

状
態
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
の
ス
リ
ル
を
言
葉
の
オ
ブ
ジ
ェ
に
よ
っ
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
。

注
八

ポ
エ
ジ
イ
は
読
み
手
の
脳
内
に
発
生
す
る
ス
リ
ル
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
克
衛
は
前
衛
詩
に
つ
い
て
、「
直
感
的

に
、
一
つ
の
言
語
に
よ
る
刺
戟
装
置
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
り
他
は
な
い
」注

九、「
そ
の
刺
戟
に
対
応
し
て
、
読
む
人
の
な
か
に
よ
び
起
さ
れ
る

ビ
ジ
ョ
ン
の
詩
的
感
興
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
を
指
し
て
、
詩
が
わ
か
る
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
」注

一
〇
と
述
べ
て
い
る
。

克
衛
自
身
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
場
面
が
ま
ず
先
に
存
在
し
て
お
り
、
克
衛
は
言
葉
を
配
置
す
る
こ
と
で
詩
に
す
る
。
す
る
と
そ
れ
は
「
言
語
に

よ
る
刺
戟
装
置
」
と
な
る
。
読
み
手
が
そ
の
詩
を
読
ん
だ
と
き
、
克
衛
が
配
置
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
が
読
み
手
の
脳
内
に
発
生

す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
ポ
エ
ジ
イ
と
は
、
読
み
手
の
中
に
沸
き
起
こ
る
そ
の
イ
メ
ー
ジ
、「
詩
的
感
興
」
で
あ
る
と
克
衛
は
言
う
の
で

あ
る
。

克
衛
は
、
そ
の
刺
戟
装
置
で
あ
る
と
い
う
前
衛
詩
に
お
い
て
、
一
語
の
反
復
を
用
い
る
こ
と
で
視
覚
的
な
詩
を
確
立
し
て
い
る
。「
薔
薇

の
三
時
」（
図
一
）
と
い
う
詩
の
中
の
「
海
の
海
の
海
の
…
」
と
い
う
合
計
七
十
回
の
反
復
と
、
そ
れ
に
続
く
「
水
の
光
り
…
」
の
反
復
は
、

羅
列
に
よ
っ
て
で
き
た
文
字
列
が
一
つ
の
正
方
形
を
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
視
覚
的
に
「
ま
る
で
波
が
海
面
で
う
ね
っ
て
い
る
」

注
一
一

様
子
、
さ
ら
に
そ
れ
が
日
の
光
で
き
ら
め
い
て
い
る
様
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
一
九
一
五
年
に
山
村
暮
鳥
が
、『
聖
三
稜
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玻
璃
』（
人
魚
詩
社
、
一
九
一
五
・
一
二
）「
風
景
」
の
中
で
「
い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
（
一
面
の
菜
の
花
）」
と
い
う
語
の
反
復
で
こ
の
よ

う
な
技
法
を
用
い
た
。
し
か
し
、
暮
鳥
の
詩
で
は
反
復
と
い
う
技
法
を
除
い
て
も
そ
の
語
彙
か
ら
聴
覚
的
に
も
柔
ら
か
さ
を
感
じ
さ
せ
、
菜

の
花
畑
の
情
景
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
一
方
で
、
克
衛
の
「
海
の
海
の
海
の
…
」
の
七
十
回
の
反
復
は
、
そ
の
反
復
の
多
さ
か

ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
声
に
出
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
文
字
列
に
よ
っ
て
で
き
た
正
方
形
が
波
の
う
ね
る
海
面
を
想
起
さ
せ
る

こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
聴
覚
的
と
い
う
よ
り
も
視
覚
的
、
読
ま
れ
る
こ
と
よ
り
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
は
、
劇
作
家
、
小
説
家
、
映
画
脚
本
作
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー

の
分
類
に
倣
い
、
克
衛
に
よ
り
そ
の
目
次
に
お
い
て
「PO

ESIE

」（
詩
）、「PO

ESIE EN
 PRO

SE

」（
散
文
）、「PO

ESIE D
E 

T
H

EA
T

RE

」（
劇
）、「PO

ESIE D
E RO

M
A

N

」（
小
説
）、「PESIE GRA

PH
IQ

U
E

」（
絵
画
）
の
五
つ
の
項
目
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

「PO
ESIE

」（
詩
）
を
除
く
項
目
は
、
散
文
・
劇
・
小
説
・
絵
画
・
評
論
で
あ
り
な
が
ら
も
「PO

ESIE

」
で
あ
る
と
さ
れ
、
い
ず
れ
も
詩

で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
に
は
劇
の
シ
ナ
リ
オ
の
よ
う
な
も
の
や
小
説
の
よ
う
な
も
の
、

さ
ら
に
は
イ
ラ
ス
ト
や
図
形
の
よ
う
な
も
の
な
ど
幅
広
い
系
統
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
克
衛
に
と
っ
て
そ
れ
ら
全
て
が
詩
な
の
で

あ
り
、
克
衛
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
を
「
詩
」
の
も
と
に
一
括
り
に
し
た
。
そ
の
中
で
「
薔
薇
の
三
時
」
は
「PO

ESIE EN
 PRO

SE

」（
散
文
）

の
中
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
「
視
覚
的
散
文
詩
」
が
確
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ポ
エ
ム
、「
具
体
詩
」
に
つ
い
て
ジ
ョ
ン
・
ソ
ル
ト
は
、「
そ
の
視
覚
的
内
容
を
超
え
た
、
無
数
の
解
釈
の

可
能
性
を
取
り
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ま
り
意
味
は
無
い
。
無
数
の
説
明
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
よ
り

も
は
る
か
に
意
味
が
あ
る
」注

一
二と
述
べ
て
い
る
。
作
者
の
意
図
や
詩
の
解
釈
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
よ
り
も
、
詩
が
作
者
の
手
を
離
れ
て
読
み
手

そ
れ
ぞ
れ
に
沸
き
起
こ
る
イ
メ
ー
ジ
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

克
衛
は
、『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
に
お
け
る
詩
の
実
験
的
試
み
に
つ
い
て
一
九
五
二
年
の
エ
ッ
セ
イ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
九
二

七
年
、
誰
の
影
響
も
な
い
一
つ
の
場
を
発
見
し
た
。（
中
略
）
言
葉
が
も
っ
て
い
る
一
般
的
な
内
容
や
必
然
性
を
無
視
し
て
、
い
わ
ば
言
葉

北
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克
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を
色
や
線
や
点
の
シ
ム
ボ
ル
と
し
て
使
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
の
詩
の
実
験
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
で
あ
っ
た
。」注
一
三本
来
、
言
葉
を
用

い
る
と
き
に
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
持
ち
、
文
法
に
則
り
文
章
と
な
る
。
し
か
し
克
衛
は
言
葉
の
内
容
、
そ
し
て
必
然
性
を
無
視
す
る

こ
と
で
言
葉
を
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
使
用
し
、
そ
れ
こ
そ
が
克
衛
に
お
け
る
「
詩
の
実
験
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
言
葉
を
シ
ン
ボ
ル
的
に

用
い
る
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
克
衛
は
後
年
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
自
身
の
処
女
詩
集
で
あ
る
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
の
中
の
詩
は
「
詩
と
詩
論
」「
薔
薇
・
魔
術
・
学
説
」「
文
芸
都
市
」「
ド
ノ
ゴ
ン
カ
」
そ
の
他
小
さ
な
同
人
誌
に
発

表
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
私
は
二
〇
冊
ほ
ど
の
詩
集
を
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
私
の
詩
の
パ
タ
ァ
ン
は
、
す
べ
て

『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
の
中
に
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
、『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
は
い
ろ
い
ろ
の
パ
タ
ァ
ン
が
雑
然
と
集
め
ら
れ
た
未
完
成

な
詩
集
で
は
あ
る
が
、
私
が
一
生
を
通
じ
て
書
く
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
詩
の
す
べ
て
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

注
一
四

『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
は
克
衛
が
一
九
二
七
年
か
ら
一
九
二
九
年
ま
で
に
発
表
し
た
詩
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
詩
の
パ
タ
ー
ン
の
模

索
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
「
未
完
成
」
で
あ
る
と
す
る
処
女
詩
集
は
、
克
衛
の
生
涯
に
お
け
る
詩
の
全
て
の
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。　
　

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
処
女
詩
集
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
の
中
で
、
特
に
克
衛
の
視
覚
詩
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
克
衛
の
詩
観
に
つ

い
て
捉
え
た
い
。
視
覚
詩
は
、「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
」、
詩
の
純
粋
に
つ
い
て
捉
え
る
上
で
重
要
な
存
在
と
し
て
位
置
す
る
と
と
も
に
、

言
葉
を
端
的
に
用
い
る
こ
と
で
音
や
語
感
、
抒
情
に
拠
ら
な
い
詩
と
し
て
克
衛
の
特
徴
的
な
詩
風
で
も
あ
る
。
生
涯
の
様
々
な
芸
術
活
動
に

お
け
る
肩
書
を
「
詩
人
」
で
貫
き
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
を
詩
の
下
に
一
括
り
と
し
、
詩
と
い
う
も
の
を
広
く
捉
え
て
い
た
克
衛
に
と
っ
て
、
詩
、

言
葉
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
ま
た
何
を
も
っ
て
詩
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
克
衛
の
視
覚
詩
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
く
。
文
学
の
境
界
を

広
げ
、
新
し
い
詩
の
精
神
を
追
い
求
め
る
「
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
」
の
風
潮
の
中
に
お
け
る
ポ
エ
ジ
イ
と
い
う
概
念
を
ふ
ま
え
、
克
衛
の

視
覚
詩
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
克
衛
に
よ
る
言
葉
の
用
い
方
や
詩
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
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　「
図
形
説
」
に
み
る
図
形
詩
と
白
の
イ
メ
ー
ジ

（
一
）「
図
形
説
」
に
み
る
図
形
詩
―
『
死
刑
宣
告
』
と
の
比
較
・
詩
の
科
学
性

反
復
を
用
い
る
こ
と
で
視
覚
的
効
果
を
生
み
出
し
た
作
品
で
あ
る
「
薔
薇
の
三
時
」
に
つ
い
て
先
に
触
れ
た
が
、
克
衛
は
図
形
を
詩
に
取

り
入
れ
た
「
図
形
詩
」
と
し
て
の
作
品
も
残
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
図
形
説
」
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

文
字
以
外
の
活
字
で
あ
る
約
物
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で
、「
図
形
説
」
は
克
衛
の
視
覚
詩
の
中
で
も
存
在
を
異
に
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
図
形
説
」
に
つ
い
て
克
衛
は
、「
ギ
ヨ
オ
ム
・
ア
ポ
リ
ネ
エ
ル
の
カ
リ
グ
ラ
ム
と
同
様
に
、
確
か
に
一
つ
の
試
み
と
し
て
興

味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
自
分
と
し
て
は
少
し
脱
線
し
た
も
の
と
し
て
、
あ
ま
り
感
心
で
き
な
い
し
、
上
田
敏
雄
も
書
い
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
、
私
の
独
創
的
な
作
品
と
も
い
え
な
い
」注

一
五と
述
べ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
で
あ
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
一
九
一
八
年
に
刊
行
し
た
詩
集
に
お
い
て
生
み
出
し
た
詩
法
で
あ
る
「
カ
リ
グ
ラ
ム
」
は
、

詩
の
主
題
を
表
現
す
る
図
案
を
か
た
ど
る
よ
う
に
文
字
を
配
列
し
、
図
形
を
形
作
る
こ
と
で
言
葉
に
よ
っ
て
絵
画
的
な
効
果
を
生
み
出
し
た

も
の
で
あ
る
。注

一
六「
図
形
説
」
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
新
し
い
詩
の
試
み
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
感
心
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
自

身
で
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
金
澤
一
志
も
克
衛
が
約
物
を
詩
に
使
用
し
た
時
期
は
か
な
り
遅
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
、「
克
衛
が

約
物
を
使
用
し
た
時
、
武
器
と
し
て
の
強
烈
さ
は
す
で
に
賞
味
期
限
が
切
れ
て
い
た
だ
ろ
う
」注

一
七と
し
て
い
る
。

活
字
表
現
を
用
い
た
詩
に
、
萩
原
恭
次
郎
の
第
一
詩
集
で
あ
る
『
死
刑
宣
告
』（
長
隆
舎
、
一
九
二
五
・
一
〇
）
が
あ
る
。
恭
次
郎
が

「『
死
刑
宣
告
』
序
」
に
お
い
て
、「
各
行
各
自
に
独
立
せ
し
め
よ
！
独
特
な
る
強
烈
な
る
哄
笑
で
あ
ら
し
め
よ
！
ま
た
絶
叫
で
あ
ら
し
め

よ
！
強
き
、
強
き
感
覚
を
齎
ら
し
め
よ
！
」注

一
八
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
集
は
都
会
の
喧
騒
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
、
さ
ら
に
強
烈
さ

を
意
図
的
に
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
強
烈
な
印
象
を
受
け
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
「
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
」（
図
二
）
に
つ
い
て

小
野
十
三
郎
は
、「
も
は
や
い
か
ん
と
も
す
べ
く
も
な
い
混
沌
、
混
乱
、
無
秩
序
そ
の
も
の
の
ご
と
き
印
象
」注

一
九で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
使
い
分
け
や
記
号
の
使
用
、
各
行
の
起
伏
屈
折
、
文
字
が
逆
さ
ま
に
配
置
さ
れ
る
な
ど
、
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
リ
ミ
ッ
ト
を

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
「
図
形
説
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と
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無
視
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
品
と
な
っ
て
お
り
、
無
秩
序
で
あ
る
と
さ
え
し
て
い
る
。

金
澤
が
『
死
刑
宣
告
』
に
つ
い
て
「
文
中
に
ク
ロ
マ
ル
（
●
）
を
多
数
使
用
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
「
死
刑
宣
告
」
は
最
初
か
ら
視

覚
的
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
局
に
よ
っ
て
伏
字
（
×
）
と
さ
れ
た
部
分
を
塗
り
つ
ぶ
す
、
つ
ま
り
そ
ち
ら
が
否
定
す
る
な
ら
そ

の
否
定
を
拒
否
し
て
や
ろ
う
と
い
う
政
治
的
反
体
制
表
現
に
活
字
の
力
を
借
り
た
も
の
だ
っ
た
。」注

二
〇と
述
べ
る
よ
う
に
、
恭
次
郎
の
視
覚
詩

の
成
立
に
は
政
治
的
背
景
が
あ
る
。
克
衛
の
視
覚
詩
と
比
較
し
て
み
る
と
、
約
物
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
は
い
る
も
の

の
、
混
沌
、
混
乱
、
無
秩
序
で
あ
り
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
背
景
を
持
つ
『
死
刑
宣
告
』
の
詩
と
、
計
算
式
か
化
学
式
を
文
字
で
あ
ら
わ
し
た

か
の
よ
う
な
、
均
衡
の
取
れ
た
、
さ
ら
に
政
治
的
影
響
の
な
い
「
図
形
説
」
の
詩
群
と
で
は
制
作
の
意
図
に
も
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
克
衛
は
、「
芸
術
は
発
狂
の
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」注

二
一と
述
べ
て
お
り
、
騒
が
し
い
詩
や
詩
論
を
嫌
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
克
衛
の
視
覚
詩
、
図
形
詩
の
成
立
の
背
景
は
、
恭
次
郎
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
強
烈
さ
を
意
図
的
に
打
ち
出
そ
う
と
し
た
と
い
う
の

は
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
野
嘉
一
は
、『
赤
と
黒
』（
赤
と
黒
社
、
一
九
二
三
・
一
―
一
九
二
四
・
六
）
を
代
表
す
る
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
あ
る
恭
次
郎
と
『
詩
と
詩

論
』
の
詩
人
で
あ
る
克
衛
、
春
山
行
夫
、
安
西
冬
衛
ら
の
図
形
詩
を
比
較
し
て
「
あ
く
ど
い
奇
妙
な
表
記
法
（
大
小
活
字
や
符
号
の
組
合
わ

せ
に
よ
る
立
体
感
の
表
現
等
々
）
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
的
思
考
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
」注

二
二
と
し
、「
幾
何
学
的

構
成
を
詩
形
式
の
一
分
野
と
す
る
た
め
に
図
形
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
」注

二
三と
し
て
い
る
。
ま
た
、
金
澤
は
克
衛
が
約
物
を
使
用
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、「「
図
形
説
」
が
約
物
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
大
き
な
意
味
は
無
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
た
ち
を
取
ろ
う
と
し
た
詩
の

可
能
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

注
二
四
と
し
、
さ
ら
に
「
図
形
説
」
が
ペ
ー
ジ
の
見
開
き
に
よ
っ
て
ペ
ア
で
み
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た

つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
図
形
説
」
の
開
始
が
奇
数
ペ
ー
ジ
の
た
め
、
最
初
の
グ
ル
ー
プ
は
三
篇
で
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
で
は
見
開
き
で
ペ
ア
に
な
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
金
澤
の
解
説
に
基
づ
い
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

・《
空
中
運
動
》、《
水
中
運
動
》、《
宇
宙
論
》
…
垂
直
方
向
の
イ
メ
ー
ジ
を
パ
ー
レ
ン
（｛　

｝）
で
受
け
と
め
た
も
の
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・《
整
形
手
術
》、《
非
常
な
文
明
》
…
流
行
風
俗
の
テ
ー
マ
を
水
平
に
パ
ー
レ
ン
で
つ
な
い
だ
も
の
（
図
三
）

・《
貴
婦
人
》、《
美
麗
な
魔
術
化
》
…
都
会
の
情
景
の
デ
ッ
サ
ン

・《
空
中
映
画
》、《
水
中
映
画
》
…
観
念
的
に
映
像
を
図
式
化
し
た
も
の
（
図
四
）

・《
飛
行
船
の
伝
説
》、《
空
中
魚
》
…
「
飛
行
機
械
」
に
象
徴
さ
れ
る
科
学
文
明
を
描
写
し
た
も
の

以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
似
た
構
成
の
も
の
同
士
で
ペ
ア
と
な
っ
て
い
る
。

注
二
五

先
に
触
れ
た
「
カ
リ
グ
ラ
ム
」
は
、
形
自
体
が
詩
の
主
題
そ
の
も
の
で
あ
り
、
詩
の
形
と
意
味
内
容
と
し
て
の
主
題
が
直
結
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
「
図
形
説
」
で
は
、
一
見
す
る
と
数
式
の
数
字
の
部
分
に
文
字
を
入
れ
た
か
の
よ
う
な
形
で
あ
り
、「
こ
れ
を
詩
と
呼
べ
る
の

か
」
と
い
っ
た
意
味
的
理
解
を
拒
む
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
詩
の
中
の
言
葉
に
注
目
す
る
と
、
必
ず
し
も
主
題
の
意

味
に
対
し
て
抵
抗
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、《
整
形
手
術
》
に
お
け
る
「
造
花
」
と
い
う
語
は
、
人
工
物
で
あ
る
と
い
う
点
で

主
題
と
意
味
的
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
。

ま
た
、《
水
中
映
画
》
に
お
け
る
「
星
形
」
と
い
う
語
は
、
水
中
に
あ
る
星
で
ヒ
ト
デ
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
主

に
ド
イ
ツ
で
活
躍
し
た
画
家
で
あ
る
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
「
文
字
絵
」
と
の
共
通
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ク
レ
ー
は
、
意
味
の

あ
る
単
語
や
文
章
、
詩
を
絵
画
に
取
り
込
み
、
意
味
論
的
な
基
準
に
よ
っ
て
色
彩
や
文
字
を
配
置
す
る
こ
と
で
「
文
字
絵
」
を
確
立
し
た
。

例
え
ば
、
中
国
・
南
朝
時
代
の
詩
人
王
僧
儒
の
五
言
古
詩
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
絵
画
に
取
り
入
れ
、《
月
高
く
輝
き
出
で
》
の
部
分
で
あ
る

「H
O

CH

」（
高
く
）、「M

O
N

D

」（
月
）
と
い
う
語
か
ら
、「O
」
を
象
徴
的
に
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
で
、
文
字
に
よ
っ
て
月
を
表
し
た
。注
二
六「O

」

と
い
う
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
そ
の
も
の
に
「
月
」
と
い
う
意
味
は
無
い
が
、
そ
の
場
に
お
い
て
の
「O

」
は
「
月
」
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ク
レ
ー
の
「
文
字
絵
」
の
よ
う
に
、「
星
形
」
と
い
う
語
は
《
水
中
映
画
》
の
詩
の
中
に
置
か
れ
る
か
ら
こ
そ
「
ヒ
ト
デ
」
と
し
て
の

意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
置
か
れ
る
場
所
に
よ
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
た
せ
る
と
い
う
点
で
類
似
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、「
科
学
文
明
を
描
写
し
た
も
の
」
と
あ
る
が
、
金
澤
は
文
学
と
科
学
が
対
極
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
「
図
形
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科
学
は
反
文
学
で
あ
り
羅
列
は
反
抒
情
な
の
で
あ
る
。
科
学
と
は
文
学
の
対
抗
領
域
と
し
て
選
ば
れ
た
非
抒
情
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、

用
言
の
排
除
は
感
情
が
と
ど
ま
る
場
所
を
そ
ぎ
お
と
す
た
め
に
有
効
だ
っ
た
の
だ
。（
中
略
）
北
園
克
衛
が
反
抗
し
た
文
学
と
抒
情
と

は
、
多
く
の
人
が
あ
た
り
ま
え
に
理
解
し
て
い
た
詩
の
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

注
二
七

こ
れ
は
、
克
衛
が
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
の
中
で
行
っ
た
抒
情
性
の
排
除
に
よ
る
詩
の
純
化
に
深
く
関
係
す
る
。
意
味
に
よ
っ
て
書
か
れ
な

い
詩
は
、
そ
れ
ま
で
の
詩
の
在
り
方
の
み
な
ら
ず
、「
読
む
」
と
い
う
概
念
す
ら
も
拒
む
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
作
者
が
言
葉
で
表
現
す

る
こ
と
で
情
景
や
抒
情
な
ど
を
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
い
う
抒
情
詩
と
は
異
な
り
、
克
衛
の
前
衛
詩
は
作
者
の
手
を
離
れ
、
解
釈
や
沸
き
起

こ
る
イ
メ
ー
ジ
は
読
み
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
味
に
よ
っ
て
書
か
れ
な
い
感
覚
的
な
詩
は
、
感
情
的
で
無
く
、
抒
情
性
が
排

除
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。
文
学
の
対
極
の
、
抒
情
的
で
無
い
も
の
と
し
て
科
学
は
位
置
し
、「
図
形
説
」
は
反
抒
情
と
科
学
的
要
素
を
含
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
光
線
」「
電
気
・
電
線
」「
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
」
等
の
、
抒
情
表
現
に
は
用
い
な
い
よ
う
な
科
学
的
語
彙
が
『
白
の

ア
ル
バ
ム
』
全
体
を
通
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
が
い
か
に
抒
情
に
拠
ら
な
い
感
覚
的
な
詩
を
意
図
し
た
か
と
い

う
こ
と
も
み
て
と
れ
る
。　
　
　

科
学
は
反
抒
情
の
要
素
で
あ
り
、「
文
学
と
科
学
」
は
相
対
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
克
衛
は
「
詩
と
科
学
」
の
共
通
点
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。

秒
瞬
の
う
ち
に
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
何
物
か
（Rien
）
嘗
い
て
は
こ
れ
を
霊
感
（inspiration

）
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
指
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
。
こ
の
脳
橋
と
灰
白
質
の
あ
た
り
に
起
こ
る
特
殊
な
瞬
間
の
波
動
の
ご
と
き
も
の
を
感
覚
し
た
と
し

よ
う
。
私
は
そ
れ
に
意
味
を
与
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
一
つ
の
物
質
や
行
為
の
形
式
に
定
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
私
は
こ

の
間
の
消
息
を
表
す
の
に
想
像
力
（im

agination

）
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
種
の
類
推
さ
れ
た

る
形
で
あ
っ
て
、
科
学
に
お
け
る
仮
説
と
同
様
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
詩
に
お
け
る
科
学
性
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も

の
は
、
要
す
る
に
こ
の
仮
説
の
可
能
を
認
め
た
場
合
に
お
い
て
初
め
て
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
に
到
っ
て
、
初
め
て
、
詩
と
科
学
の
世
界
が
、
或
る
共
通
の
状
態
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注
二
八

詩
は
想
像
力
（inspiration

）
を
用
い
て
、
瞬
間
的
に
消
え
て
い
く
場
面
や
イ
メ
ー
ジ
、
動
き
を
、
主
体
が
感
覚
と
し
て
受
容
す
る
と
き
、
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文
字
、
あ
る
い
は
文
字
と
約
物
で
形
を
と
る
こ
と
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
、
科
学
に
お
い
て
「
仮

説
」
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
共
通
し
た
状
態
で
あ
る
と
克
衛
は
述
べ
て
い
る
。「
図
形
説
」
は
『
死
刑
宣
告
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
思

想
的
背
景
が
無
い
こ
と
に
加
え
、
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
反
抗
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
求
め
た
も
の
や
、
詩
の
主
題
と
な
る
も
の
の
姿
形
を
文

字
で
模
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
い
わ
ば
物
事
の
瞬
間
を
言
語
と
約
物
で
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
す
と
き
に
必
要
と
な
る
想
像
力
は
、

科
学
に
お
け
る
仮
説
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
克
衛
は
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
に
お
い
て
克
衛
は
「
詩
の
実
験
」
と
い
う

言
葉
を
度
々
用
い
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
詩
と
科
学
を
結
び
つ
け
た
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、「
図
形
説
」
の
よ
う
な
図
形
詩
は
、
果
た
し
て
こ
れ
を
詩
と
呼
べ
る
の
か
、
と
い
っ
た
テ
ー
ゼ
を
は
ら
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
克

衛
の
場
合
こ
れ
を
「
詩
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
詩
へ
の
強
い
信
念
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
金
澤
は
「
図
形
説
」
と
プ
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
ポ
エ
ム
と
の
関
連
性
か
ら
、
克
衛
の
詩
観
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
絵
や
図
の
よ
う
な
も
の
を
あ
く
ま
で
「
詩
」
で
あ

る
と
言
い
切
る
詩
へ
の
執
着
は
、
三
〇
年
以
上
た
っ
た
あ
と
で
再
び
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
が
写
真
を
〈
詩
そ
の
も
の
〉
と
す
る
態
度
で
あ

る
。」注

二
九生
物
写
真
を
詩
で
あ
る
と
す
る
写
真
詩
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ポ
エ
ム
の
被
写
体
は
主
に
、
海
外
の
新
聞
や
雑
誌
の
切
り
抜
き
、
粘

土
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
印
刷
す
る
こ
と
で
写
真
と
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
文
字
通
り
「《
ポ
エ
ジ
ー
を
演
出
す
る
》

立
体
作
品
（
＝Plastik

）」注
三
〇で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
克
衛
は
こ
れ
ら
の
立
体
作
品
自
体
を
、
そ
の
ま
ま
造
形
詩
で
あ
る
と

は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
詩
は
紙
の
上
に
印
刷
さ
れ
る
も
の
、
と
い
う
旧
来
の
条
文
を
か
た
く
な
に
守
っ
た
」注

三
一か
ら
で
あ
る
と
金
澤
は
述

べ
る
。
そ
れ
が
克
衛
の
こ
だ
わ
り
で
あ
り
、
信
念
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
は
「
白
」
と
い
う

色
が
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
白
」
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
次
節
で
触
れ
て
い
き

た
い
。

克
衛
は
「
図
形
説
」
に
み
る
よ
う
な
新
し
さ
を
持
っ
た
詩
を
書
き
、
前
衛
的
と
い
う
言
葉
に
括
ら
れ
る
。
だ
が
克
衛
は
騒
が
し
い
詩
を

嫌
っ
た
よ
う
に
、
新
し
さ
や
強
烈
さ
を
だ
け
を
追
い
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
一
貫
し
た
ポ
エ
ジ
イ
と
い
う
認
識
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
詩
に
文
学
の
み
を
よ
う
と
す
れ
ば
、
克
衛
の
詩
は
一
見
「
こ
れ
は
詩
で
あ
る
の
か
」
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

克
衛
は
ひ
た
す
ら
に
ポ
エ
ジ
イ
に
向
き
合
い
、
詩
人
と
い
う
自
負
と
信
念
を
強
固
に
貫
い
て
い
た
。
そ
の
上
で
新
た
な
詩
の
可
能
性
を
模
索

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
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し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
見
出
し
た
詩
の
科
学
性
と
い
う
考
え
方
は
、「
詩
の
実
験
」
と
い
う
言
葉
や
、「
光
線
」「
電
気
・
電
線
」

「
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
」
等
の
語
彙
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
抒
情
性
の
排
除
と
も
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）「
白
」
の
視
覚
的
効
果
と
イ
メ
ー
ジ

次
に
、
視
覚
的
効
果
の
白
と
、
白
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
注
目
す
る
。
次
の
引
用
は
、
図
形
詩
で
は
な
い
が
克
衛
の
代
表
的
作
品
の
一
つ

で
あ
る
「
記
号
説
」
の
一
部
で
あ
る
。

白
い
食
器

花ス
プ
ウ
ン

春
の
午
後
３
時

白
い

白
い

赤
い

★

プ
リ
ズ
ム
建
築

白
い
動
物

空
間注

三
二
　
　

「
記
号
説
」
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
「
白
い
」
と
い
う
語
や
、
こ
の
「
記
号
説
」
の
元
と
な
っ
た
詩
の
「
白
色
詩
集
」
と
い
う
詩
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題
、
さ
ら
に
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
と
い
う
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
な
ど
か
ら
、
克
衛
の
白
と
い
う
色
へ
の
執
着
が
み
て
取
れ
る
。
克
衛
に
よ
る

「
白
」
と
視
覚
詩
の
関
係
に
つ
い
て
エ
ッ
セ
イ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
の
よ
う
な
詩
の
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
ト
を
重
視
す
る
詩
人
は
、
い
つ
も
言
語
の
拡
張
と
い
う
点
に
重
点
を
置
い
て
詩
を
作
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
社
会
、
経
済
、
思
想
、
哲
学
と
い
っ
た
よ
う
な
観
念
的
な
角
度
か
ら
現
実
を
眺
め
た
喜
怒
哀
楽
を
直
接
の
対
象
に
詩
を
作

る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
私
た
ち
の
こ
う
い
う
態
度
で
作
る
詩
を
私
た
ち
は
視
覚
詩
と
い
う
ス
ク
ー
ル
に
分
類
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
私
の
作
る
詩
も
ま
た
こ
の
視
覚
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
白
」
は
そ
う
い
う
私
の
詩
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

「
鍵
」
の
役
目
を
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
何
か
を
否
定
す
る
場
合
と
か
「
無
」
の
意
味
に
使
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

注
三
三

白
は
視
覚
詩
に
お
い
て
重
要
な
色
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
で
克
衛
は
「
否
定
」
と
「
無
」
の
効
果
に
つ
い
て
あ
げ
て
い
る
。

「
記
号
説
」
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
「
白
い
」
と
い
う
語
は
、
人
物
、
生
命
的
な
も
の
の
否
定
と
し
て
の
効
果
が
あ
る
。
藤
富
は
、
克

衛
の
詩
を
単
な
る
言
語
の
羅
列
、
展
示
と
し
て
で
は
無
く
感
覚
的
に
捉
え
よ
う
と
見
る
人
で
あ
れ
ば
「
白
い
」
と
い
う
語
に
ま
ず
注
目
し
、

そ
こ
か
ら
「
紙
の
白
さ
で
も
な
く
、
顔
色
の
白
さ
で
も
な
い
白
色
に
塗
ら
れ
た
よ
う
な
白
い
色
を
心
に
描
く
。
人
物
が
介
入
し
な
い
風
景
と

し
て
の
詩
を
こ
こ
か
ら
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
」注

三
四
と
し
、
無
機
質
的
で
ど
こ
か
生
命
的
で
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
よ
う
に
、「
白
い
」
と
い
う

語
を
効
果
的
に
克
衛
が
計
算
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
無
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
文
字
の
無
い
余
白
部
分
に
つ
い
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
金
澤
は
「
図
形
説
」
に
つ
い
て
述
べ
る

な
か
で
、
克
衛
の
詩
へ
の
関
心
が
言
葉
、
そ
し
て
言
葉
を
形
成
す
る
形
に
ま
で
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
文
字
が
な
い
部
分
に
よ

り
関
心
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
一
篇
の
詩
に
は
字
と
字
の
あ
い
だ
、
行
と
行
の
あ
い
だ
、
開
始
の
前
、
終
了
の
あ
と
、

つ
ま
り
文
字
の
周
囲
に
多
様
な
空
間
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
空
間
は
無
な
の
で
は
な
く
、
イ
メ
ー
ジ
を
連
続
さ
せ
た
り
非
連
続
に
し
た

り
と
い
う
機
能
を
持
っ
た
有
機
的
な
物
質
と
し
て
の
空
間
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
間
」
の
演
出
こ
そ
が
北
園
の
真
骨
頂
で
あ
り
、
感
動
が
発

動
さ
れ
る
現
場
で
あ
っ
た
。」注

三
五と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
図
形
説
」
の
《
空
中
映
画
》
で
は
大
幅
に
下
の
空
白
が
広
く
な
っ
て
お
り
、
詩
の

主
題
に
沿
っ
た
は
る
か
な
上
空
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
余
白
の
部
分
は
無
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
こ
の
空

白
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。「
書
か
れ
た
部
分
は
単
に
文
学
に
過
ぎ
な
い
。
書
か
れ
な
い
部
分
の

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
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み
初
め
て
ポ
エ
ジ
イ
と
呼
ば
れ
る
。」注
三
六と
春
山
は
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
序
文
で
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
作
者
の
意
図
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
の
す
べ

て
を
言
葉
で
う
た
わ
な
く
と
も
、
発
生
す
る
ポ
エ
ジ
イ
を
感
じ
る
こ
と
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
で
文
字
の
な
い

「
余
白
」
に
何
を
見
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

克
衛
は
春
山
と
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
に
つ
い
て
、

そ
の
表
紙
は
春
山
行
夫
の
デ
ザ
イ
ン
で
白
い
ア
ー
ト
用
紙
に
、
表
紙
の
三
分
の
一
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
左
右
い
っ
ぱ
い
にA

LBA
M

と

い
う
バ
ン
ハ
ー
ド
ラ
イ
ト
風
の
字
体
を
細
い
ピ
ン
ク
の
線
で
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
れ
に
言
わ
せ
る
と
、
そ
の
頃
の
私
の
詩
の
感

覚
に
ぴ
っ
た
り
し
た
も
の
だ
っ
た
そ
う
だ
。

注
三
七

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
別
の
エ
ッ
セ
イ
で
白
に
つ
い
て
、

白
は
、
今
日
の
私
た
ち
の
生
活
の
な
か
に
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
と
効
用
を
持
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
一
口
に
「
白
」
と

よ
ば
れ
る
こ
の
色
が
殆
ど
無
限
に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、

威
厳
の
あ
る
白
と
な
り
ま
た
優
雅
な
白
と
も
な
る
。

注
三
八

と
し
て
い
る
。
克
衛
が
「『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
は
い
ろ
い
ろ
の
パ
タ
ァ
ン
が
雑
然
と
集
め
ら
れ
た
未
完
成
な
詩
集
で
は
あ
る
が
、
私
が
一
生

を
通
じ
て
書
く
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
詩
の
す
べ
て
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」注

三
九と
述
べ
て
い
る
所
を
み
る
と
、

処
女
詩
集
で
あ
り
な
が
ら
も
生
涯
の
詩
の
要
素
を
含
む
と
い
う
点
で
、
白
の
無
限
性
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、

詩
集
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
ア
ル
バ
ム
」
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
を
詩
と
ひ
と
ま
と
め
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
図

形
、
後
に
は
写
真
を
も
詩
で
あ
る
と
言
い
切
る
姿
勢
な
ど
に
共
通
し
て
い
る
。

ま
た
、
先
に
文
字
の
無
い
図
形
や
写
真
を
も
ポ
エ
ジ
イ
を
感
じ
る
た
め
の
詩
で
あ
る
と
定
義
し
な
が
ら
も
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ポ
エ
ム

の
立
体
作
品
自
体
を
詩
と
は
定
義
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
、「
詩
は
紙
の
上
に
印
刷
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
克
衛
が
貫
い
た
信
念
に

つ
い
て
触
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
白
」
と
い
う
色
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
白
」
は
、
ま
だ
何
も
書
か
れ
て
い
な

い
状
態
の
紙
の
色
で
も
あ
る
。
ま
っ
さ
ら
な
白
紙
の
上
に
イ
ン
ク
を
落
と
し
、
詩
や
写
真
を
印
刷
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
、
克
衛
に
と
っ

て
「
詩
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
の
重
要
な
一
部
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
エ
ッ
セ
イ
・
評
論
・
装
訂
・
広
告
・
写
真
等
、
生
涯
に
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わ
た
り
克
衛
が
行
っ
た
こ
れ
ら
の
芸
術
活
動
は
、
デ
ジ
タ
ル
機
器
が
発
達
し
た
現
代
と
は
異
な
り
、
紙
の
上
に
こ
そ
成
せ
る
業
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
白
紙
の
上
に
展
開
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
刺
戟
装
置
」
の
こ
と
を
、
詩
と
し
て
克
衛
は
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

特
に
視
覚
詩
の
場
合
、
紙
の
上
に
印
刷
さ
れ
た
状
態
が
無
く
て
は
、
作
品
が
完
全
に
成
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

口
に
出
し
て
詩
が
読
ま
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
詩
で
あ
り
得
る
が
、
そ
の
場
合
そ
の
詩
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
意
味
と
音
か
ら
の
情

報
で
あ
り
、
目
で
見
る
こ
と
で
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
は
入
っ
て
こ
な
い
。
紙
の
上
に
印
刷
さ
れ
て
い
れ
ば
、
音
だ
け
で
な
く
言
葉
の

フ
ォ
ル
ム
や
余
白
、
文
字
の
種
類
は
ひ
ら
が
な
か
、
カ
タ
カ
ナ
か
、
漢
字
か
、
日
本
語
か
英
語
か
な
ど
の
違
い
に
よ
っ
て
、
意
味
や
印
象
が

全
く
異
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
文
字
と
文
字
の
配
置
や
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
立
ち
上
が
る
意
味
な
ど
、
紙
の
上
の
詩
は
様
々
な
情
報
か
ら
詩

を
感
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
克
衛
の
詩
と
は
、
紙
の
上
に
お
い
て
こ
そ
、
様
々
な
情
報
か
ら
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
感
覚
的
詩
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
、
中
で
も
視
覚
詩
は
特
に
、
聴
覚
的
情
報
で
は
な
く
視
覚
的
に
見
る
こ
と
で
作
品
は
本
領
を
発
揮
し
、
完
全
な
も
の
と

し
て
見
る
者
に
伝
わ
る
の
で
あ
る
。

白
と
い
う
色
は
ま
っ
さ
ら
で
何
も
無
い
「
無
」
の
状
態
で
も
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
に
何
を
み
る
か
と
い
う
い
わ
ば
真
逆
の
、
無
限
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
持
っ
た
、
克
衛
に
お
い
て
重
要
な
鍵
と
な
る
色
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
詩
の
な
か
の
「
白
い
」
と
い
う
語
で
あ
り
、
何
も
書

か
れ
て
い
な
い
余
白
部
分
に
お
け
る
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
白
で
も
あ
る
。『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
と
い
う
詩
集
に
つ
い
て
、「
白
」
は
ま
っ
さ
ら

な
状
態
か
ら
の
始
ま
り
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
詩
人
の
出
発
点
、
処
女
詩
集
と
し
て
、
一
方
で
生
涯
の
詩
の
す
べ
て
の
要
素
を
含
む
無
限
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
、
無
限
性
を
秘
め
た
も
の
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
「
ア
ル
バ
ム
」
は
、
ポ
エ
ジ
イ
を
追

い
求
め
る
克
衛
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
「
紙
の
上
」
の
芸
術
を
詩
と
ひ
と
ま
と
め
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
生
涯
の
詩
の
要
素
を
含
み

時
々
見
返
す
ア
ル
バ
ム
の
よ
う
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
は
言
葉
の
用
い
方
に
よ
る
「
詩

の
実
験
」
が
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
視
覚
詩
に
克
衛
の
感
覚
、
一
貫
し
た
詩
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
「
図
形
説
」
と
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の
イ
メ
ー
ジ
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お
わ
り
に

様
々
な
芸
術
分
野
で
活
動
し
た
北
園
克
衛
と
い
う
詩
人
の
処
女
詩
集
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
よ
り
、
視
覚
詩
に
的
を
絞
り
述
べ
て
き
た
。
克

衛
の
詩
、
そ
し
て
詩
観
に
つ
い
て
理
解
す
る
う
え
で
ま
ず
必
要
不
可
欠
な
の
が
「
ポ
エ
ジ
イ
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
克
衛
ら
『
詩
と
詩

論
』
や
そ
の
周
辺
の
前
衛
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
ポ
エ
ジ
イ
と
い
う
概
念
は
、
詩
を
読
ん
だ
と
き
の
読
み
手
に

お
け
る
詩
的
活
動
、
一
言
で
い
え
ば
「
詩
的
感
興
」
で
あ
り
、
頭
の
中
に
沸
き
起
こ
る
イ
メ
ー
ジ
の
こ
と
を
指
す
。

し
た
が
っ
て
、
克
衛
に
と
っ
て
「
詩
」
と
は
、
主
体
が
そ
の
ポ
エ
ジ
イ
を
感
じ
る
た
め
の
「
刺
戟
装
置
」
な
の
で
あ
る
。
コ
ク
ト
ー
に

倣
っ
た
詩
の
分
類
に
お
い
て
、
散
文
・
劇
・
小
説
・
絵
画
・
評
論
を
、
そ
の
特
性
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
詩
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
分
類
の
中
に
絵
画
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
克
衛
に
と
っ
て
そ
の
刺
戟
装
置
は
、
必
ず
し
も
言
葉
で

は
無
か
っ
た
。
あ
る
場
合
に
は
絵
画
で
あ
り
、
写
真
で
も
あ
り
、
記
号
、
図
形
で
も
あ
っ
た
。
克
衛
は
詩
人
と
い
う
自
負
の
も
と
、
あ
ら
ゆ

る
芸
術
を
詩
の
も
と
に
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
ポ
エ
ジ
イ
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
刺
戟
装
置
と
し
て
の
「
詩
」
で
在
り
得
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
写
真
、
図
形
を
も
詩
で
あ
る
と
す
る
強
固
な
姿
勢
で
あ
っ
た
。

処
女
詩
集
で
あ
る
『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
言
語
、
そ
し
て
文
学
の
可
能
性
の
拡
張
で
あ
る
。
克
衛
自
身
が

イ
メ
ー
ジ
す
る
場
面
が
ま
ず
先
に
存
在
し
て
お
り
、
克
衛
は
そ
の
言
葉
を
配
置
す
る
こ
と
で
詩
に
す
る
。
す
る
と
そ
れ
は
「
言
語
に
よ
る
刺

戟
装
置
」
と
な
り
、
読
み
手
が
そ
の
詩
を
読
ん
だ
と
き
、
克
衛
が
配
置
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
が
読
み
手
の
脳
内
に
発
生

す
る
。
ポ
エ
ジ
イ
、
読
み
手
の
中
に
沸
き
起
こ
る
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
詩
的
感
興
」
を
感
じ
る
た
め
の
刺
戟
装
置
で
あ
る
。
克
衛
は

そ
の
な
か
で
言
葉
を
端
的
に
用
い
て
並
べ
、
そ
れ
が
読
ま
れ
る
と
き
ど
の
よ
う
な
効
果
を
発
揮
す
る
か
、
す
な
わ
ち
読
み
手
に
ど
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
が
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
を
試
し
た
の
だ
っ
た
。

克
衛
に
よ
る
言
葉
の
意
識
的
な
配
置
に
よ
る
視
覚
詩
は
、
文
学
と
し
て
の
み
理
解
し
よ
う
と
読
む
人
に
と
っ
て
は
何
の
意
味
も
な
い
言
葉

の
羅
列
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
が
克
衛
ら
前
衛
詩
人
が
追
い
求
め
る
ポ
エ
ジ
イ
の
純
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ポ
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エ
ジ
イ
の
純
化
は
、
言
語
、
そ
し
て
文
学
の
可
能
性
の
拡
張
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
に
は
そ
れ
ま
で
の
文
学
と
は
異
な
る
、
意
味
に
よ
ら
な

い
詩
、
感
覚
的
世
界
に
の
み
詩
を
み
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
意
味
に
よ
ら
ず
、
た
だ
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
感
覚
的
な
詩
の
、
そ
の
端

的
な
言
葉
か
ら
沸
き
起
こ
る
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
書
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
何
を
感
じ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
ポ

エ
ジ
イ
の
純
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

特
に
「
図
形
説
」
で
は
、
自
身
の
独
自
性
の
あ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
瞬
間
的
に
消
え
て
い
く
場
面
や
イ
メ
ー
ジ
や
動

き
を
捉
え
た
作
品
で
あ
る
。
約
物
と
文
字
で
形
を
取
り
、
均
衡
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
瞬
間
的
に
消
え
て
い
く
場
面
や
イ
メ
ー

ジ
な
ど
を
詩
に
表
現
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
類
推
、
想
像
力
と
、
科
学
に
お
い
て
仮
説
を
立
て
る
こ
と
と
を
共
通
の
状
態
で
あ
る
と
し

た
。
こ
の
詩
の
成
立
は
、『
赤
と
黒
』
の
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
た
ち
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
形

を
取
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
も
の
を
詩
の
一
形
式
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
成
立
で
あ
る
と
い
え
る
。
克
衛
は
前
衛

的
と
い
う
言
葉
に
括
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
騒
が
し
い
詩
を
嫌
い
、
た
だ
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
も
の
と
し
て
図
形
詩
を
書
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
克
衛
の
詩
に
は
ポ
エ
ジ
イ
が
貫
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
詩
法
で
あ
る
「
カ
リ
グ
ラ
ム
」
と
も
異
な
り
、「
カ
リ
グ
ラ
ム
」
は
主
題
と
詩
の
言
葉
の
形
が
直

接
結
び
つ
い
て
い
る
の
に
対
し
、「
図
形
説
」
で
は
一
見
主
題
と
そ
の
観
念
的
な
形
は
結
び
つ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
主
題
に
対

し
て
、
観
念
的
に
数
式
の
よ
う
に
形
を
取
っ
た
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
、「
図
形
説
」
に
お
い
て
、
そ
の
形
と
詩
の
な
か
の

言
葉
は
分
裂
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
意
味
的
繋
が
り
を
持
ち
得
て
い
る
。《
整
形
手
術
》
に
お
け
る
「
造
花
」
や
、《
水
中
映
画
》
に
お

け
る
「
星
形
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
「
星
形
」
と
い
う
語
に
は
、
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
「
文
字
絵
」
に
み
ら
れ
る
、
言
葉
が
そ
こ
に
配

置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
特
別
な
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
読
み
手
に
伝
わ
る
と
い
う
手
法
と
の
共
通
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、「
薔
薇
の
三
時
」
で
は
、
短
い
語
の
大
量
の
繰
り
返
し
に
よ
り
、
音
と
し
て
「
読
む
こ
と
」
よ
り
も
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
視
覚
的
情
報
と
な
り
得
て
い
る
と
い
う
「
見
る
こ
と
」
に
比
重
が
置
か
れ
た
、「
視
覚
的
な
散
文
詩
」
が
確
立
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

視
覚
詩
は
克
衛
の
詩
の
中
で
も
特
に
、
紙
の
上
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
の
フ
ォ
ル
ム
や
余
白
、
文
字
の
種
類
、
日
本
語

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
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と
白
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か
英
語
か
な
ど
に
よ
っ
て
詩
の
印
象
を
操
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
文
字
と
文
字
の
配
置
や
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
立
ち
上
が
る
意
味

と
い
う
様
々
な
重
要
な
情
報
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
克
衛
の
言
葉
に
よ
る
詩
と
は
、
音
と
し
て
聴
く
と
い
う
よ
り
も
、
目
で
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
様
々
な
情
報
か
ら
ポ
エ
ジ
イ
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
感
覚
的
な
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
特
に
視
覚
詩
は
そ
の

特
徴
が
色
濃
く
、
紙
の
上
に
お
い
て
こ
そ
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

克
衛
の
視
覚
詩
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
学
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
詩
風
で
あ
り
、
前
衛
的
と
い
う
言
葉
に
括
ら
れ
る
。
だ
が
、
克
衛
は
騒

が
し
い
詩
を
嫌
っ
た
よ
う
に
、
新
し
さ
や
強
烈
さ
を
だ
け
を
追
い
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
一
貫
し
た
ポ
エ
ジ
イ
と
い

う
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
に
文
学
の
み
を
よ
う
と
す
れ
ば
、
克
衛
の
詩
は
一
見
「
こ
れ
は
詩
で
あ
る
の
か
」
と
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
克
衛
は
ひ
た
す
ら
に
ポ
エ
ジ
イ
に
向
き
合
い
、
詩
人
と
い
う
自
負
と
信
念
を
強
固
に
貫
き
、
文
学
の
境
界
を
広
げ
よ
う
と
し
て

い
た
。
克
衛
は
視
覚
詩
に
お
い
て
、
言
葉
を
文
章
と
し
て
意
味
を
持
た
せ
る
の
で
は
な
く
、
端
的
に
、
シ
ン
ボ
ル
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
そ

の
言
葉
や
記
号
の
配
置
が
読
み
手
に
ど
の
よ
う
に
伝
わ
り
、
ポ
エ
ジ
イ
、「
詩
的
感
興
」
が
沸
き
起
こ
る
の
か
を
試
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ

が
克
衛
の
「
詩
の
実
験
」
で
あ
っ
た
。
ポ
エ
ジ
イ
と
い
う
認
識
を
貫
き
、
そ
の
上
で
新
た
な
詩
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
見
出
し
た
詩
の
科
学
性
と
い
う
考
え
方
は
、「
詩
の
実
験
」
と
い
う
言
葉
や
、「
光
線
」「
電
気
・
電
線
」「
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
」
等
の
語
彙

に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
抒
情
性
の
排
除
と
も
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
克
衛
は
ポ
エ
ジ
イ
と
い
う
認
識
と
、
言
葉
を

シ
ン
ボ
ル
的
に
扱
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
視
覚
詩
に
お
い
て
「
カ
リ
グ
ラ
ム
」
の
主
題
を
文
字
で
形
作
る
も
の
と
も
、『
死
刑
宣
告
』
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
目
指
し
た
も
の
と
も
異
な
る
視
覚
詩
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
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北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
「
図
形
説
」
と
白
の
イ
メ
ー
ジ

―
図一
北園克衛「薔薇の三時」（一部抜粋）

『白のアルバム』（厚生閣書店、1929・6）、『コレクション・日本シュールレアリスム⑦北園克
衛 レスプリヌーボーの実験』（本の友社、2000・6）より。

図二　
萩原恭次郎「ラスコーリニコフ」

『死刑宣告』（長隆舎書店、1925・10）、『現代詩鑑賞講座 第七巻 虚無の詩・思想のうた 現代詩
篇Ⅰ』（角川書店、伊藤信吉ほか編、1969・3）より。
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日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

図四
北園克衛「図形説」《空中映画》、《水中映画》

『白のアルバム』（厚生閣書店、1929・6）、図一と同書より。

図三
北園克衛「図形説」《整形手術》、《非常な文明》

『白のアルバム』（厚生閣書店、1929・6）、図一と同書より。
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注
一
覧

注
一　

金
澤
一
志 

『
北
園
克
衛
の
詩
』（
思
潮
社
、
二
〇
一
〇
・
八
）「
二
〇
世
紀
を
ま
と
め
て
そ
の
ま
ま
」

注
二　

一
九
二
八
・
九
―
一
九
三
三
・
六
。
一
九
三
二
・
三
よ
り
『
文
学
』
と
改
題
さ
れ
た
。

注
三　

春
山
行
夫
に
よ
る
序
文
「
北
園
克
衛
に
つ
い
て
」（『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
・
六
）、
引
用
は
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
日
本
シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ス
ム
⑦
北
園
克
衛 

レ
ス
プ
リ
ヌ
ー
ボ
ー
の
実
験
』（
本
の
友
社
、
二
〇
〇
〇
・
六
）

注
四　

ジ
ョ
ン
・
ソ
ル
ト
著
、
田
口
哲
也
訳
『
北
園
克
衛
の
詩
と
詩
学
―
意
味
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
細
断
す
る
』（
思
潮
社
、
二
〇
一
〇
・
一
一
）
第
三
章

「
文
学
上
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」

注
五　

注
四
と
同
じ
。

注
六　

村
野
四
郎
に
よ
る
鑑
賞
『
日
本
の
詩
歌 

二
五
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
・
十
一
）

注
七　

北
園
克
衛
「
詩
の
認
識
と
技
術
に
関
す
る
エ
ス
キ
イ
ス
」（
初
出
不
明
）、
引
用
は
『
北
園
克
衛
全
評
論
集
』（
鶴
岡
善
久
編
、
沖
積
舎
、
一
九
八
八
・

三
）

注
八　

注
二
と
同
じ
。

注
九　

北
園
克
衛
「PO

ET
ICA

」（
初
出
『V

O
U

』
八
〇
号
・
一
九
六
二
・
四
）、
引
用
は
『
北
園
克
衛
エ
ッ
セ
イ
集
』
藤
富
保
男
編
、
沖
積
舎
、
二
〇
〇

四
・
四
）

注
一
〇　

北
園
克
衛
「
詩
に
つ
い
て
」（
初
出
「
墨
の
ら
く
が
き
」、
一
九
五
九
・
四
）、
引
用
は
注
八
と
同
書
。

注
一
一　

注
四
と
同
じ
。

注
一
二　

注
四
と
同
じ
。

注
一
三　

北
園
克
衛
「
詩
に
お
け
る
私
の
実
験
」（
一
九
五
二
）、『
黄
色
い
楕
円 
北
園
克
衛
評
論
集
』（
宝
文
館
、
一
九
五
三
・
九
）

注
一
四　

北
園
克
衛
「
私
の
処
女
詩
集
」（『
本
の
手
帖
』、
昭
森
社
、
一
九
六
一
・
一
〇
）　

注
一
五　

注
一
三
と
同
じ
。

注
一
六　

デ
ジ
タ
ル
版 

集
英
社
世
界
文
学
大
事
典 

「
カ
リ
グ
ラ
ム
」
の
項
に
よ
る
。JapanK

now
ledge

、（https://japanknow
ledge.com

）（
参
照 

二

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
「
図
形
説
」
と
白
の
イ
メ
ー
ジ

―
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〇
二
〇
・
一
・
八
）

注
一
七　

注
一
と
同
書
。「「
図
形
説
」
を
読
む
」

注
一
八　

萩
原
恭
次
郎
「『
死
刑
宣
告
』
序
」（
一
九
二
五
・
九
）
引
用
は
『
現
代
詩
鑑
賞
講
座 

第
七
巻 

虚
無
の
詩
・
思
想
の
う
た 

現
代
詩
篇
Ⅰ
』（
角
川
書

店
、
編
伊
藤
信
吉
ほ
か
、
一
九
六
九
・
三
）　

注
一
九　
『
現
代
詩
鑑
賞
講
座 

第
七
巻 

虚
無
の
詩
・
思
想
の
う
た 

現
代
詩
篇
Ⅰ
』（
角
川
書
店
、
伊
藤
信
吉
ほ
か
編
、
一
九
六
九
・
三
）
小
野
十
三
郎
に
よ

る
鑑
賞
。

注
二
〇　

注
一
と
同
書
。「「
図
形
説
」
を
読
む
」

注
二
一　

北
園
克
衛
「
汲
み
尽
く
さ
れ
ざ
る
砂
漠
」（
初
出
不
明
）、
引
用
は
注
七
と
同
じ
。

注
二
二　

中
野
嘉
一
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
系
譜 

前
衛
詩
運
動
史
の
研
究
』（
新
生
社
、
一
九
七
五
・
八
）

注
二
三　

注
二
二
と
同
じ
。

注
二
四　

注
一
と
同
書
。「「
図
形
説
」
を
読
む
」

注
二
五　

注
一
と
同
書
。「「
図
形
説
」
を
読
む
」
金
澤
の
解
説
に
よ
る
。

注
二
六　

前
田
富
士
男
・
宮
下
誠
・
い
し
い
し
ん
じ 
ほ
か
『
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー 

絵
画
の
た
く
ら
み
』
第
二
章
「
な
ぜ
文
字
な
の
か
？
」
に
お
け
る
対
談
で

宮
下
の
発
言
に
よ
る
。（
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
・
一
）

注
二
七　

注
一
と
同
書
。「「
図
形
説
」
を
読
む
」

注
二
八　

北
園
克
衛
「
詩
と
科
学
の
世
界
」（
一
九
五
二
・
三
）、
引
用
は
注
二
〇
と
同
じ
。

注
二
九　

金
澤
一
志
監
『
カ
バ
ン
の
な
か
の
月
夜 

北
園
克
衛
の
造
形
詩
』「
詩
と
し
て
の
写
真
、
写
真
と
し
て
の
詩
」
一
、
北
園
克
衛
と
い
う
詩
人
に
よ
る
。

（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
・
一
一
）

注
三
〇　

注
二
九
と
同
じ
。

注
三
一　

注
二
九
と
同
じ
。

注
三
二　

北
園
克
衛
「
記
号
説
」（
一
部
抜
粋
）『
白
の
ア
ル
バ
ム
』（
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
・
六
）、
引
用
は
注
三
と
同
書
。

日
本
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学
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注
三
三　

北
園
克
衛
「「
白
」
と
私
の
詩
」（
初
出
不
明
・
一
九
七
四
）、
引
用
は
注
八
と
同
じ
。

注
三
四　

藤
富
保
男
『
近
代
詩
人
評
伝 

北
園
克
衛
』（
有
精
堂
、
一
九
八
三
・
六
）

注
三
五　

注
二
九
と
同
じ
。

注
三
六　

注
三
と
同
じ
。

注
三
七　

注
三
三
と
同
じ
。　

注
三
八　

北
園
克
衛
「
色
と
生
活
」
一
二
、
引
用
は
注
七
と
同
じ
。

注
三
九　

注
一
四
と
同
じ
。

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩

―
「
図
形
説
」
と
白
の
イ
メ
ー
ジ

―
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室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」

─

九　
　

里　
　

順　
　

子

　
　
　
　
初
め
に

近
代
の
代
表
的
な
詩
人
・
小
説
家
の
室
生
犀
星
（
一
八
八
九 

明
22
・
８
・
１
～
一
九
六
二 

昭
37
・
３
・
26
）
は
、
生
涯
で
三
度
、
創
作

の
爆
発
期
が
あ
っ
た
。
一
度
目
は
、『
愛
の
詩
集
』（
感
情
詩
社　

大
７
・
１
）『
抒
情
小
曲
集
』（
感
情
詩
社　

大
７
・
９
）『
第
二
愛
の
詩

集
』（
文
武
堂　

大
８
・
５
）
と
次
々
に
詩
集
を
刊
行
し
た
時
期
、
二
度
目
は
、「
あ
に
い
も
う
と
」（『
文
芸
春
秋
』
12
巻
７
号　

昭
９
・

７
）
を
嚆
矢
と
し
て
、
体
を
張
っ
て
生
き
る
人
間
を
描
い
た
小
説
、
い
わ
ゆ
る
「
市
井
鬼
も
の
」
を
旺
盛
に
発
表
し
た
時
期
、
三
度
目
が
戦

後
の
沈
滞
を
破
る
契
機
と
な
っ
た
随
筆
『
女
ひ
と
』（
新
潮
社　

昭
30
・
10
）
以
降
の
晩
年
で
あ
る
。『
女
ひ
と
』
は
好
評
で
版
を
重
ね
、
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
も
な
っ
た
『
杏
っ
子
』（
新
潮
社　

昭
32
・
10
）『
我
が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
』（
中
央
公
論
社　

昭
33
・
12
）
詩
集
『
昨
日

い
ら
つ
し
つ
て
下
さ
い
』（
五
月
書
房　

昭
34
・
８
）『
蜜
の
あ
は
れ
』（
新
潮
社　

昭
34
・
10
）『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
遺
文
』（
講
談
社　

昭

34
・
11
）
等
、
話
題
作
を
世
に
出
し
て
い
く
。
犀
星
の
最
後
に
し
て
最
大
の
爆
発
期
で
あ
り
、
官
能
的
で
瑞
々
し
い
他
の
追
随
を
許
さ
な
い

独
自
の
世
界
が
拓
か
れ
て
い
る
。

老
年
期
に
到
っ
て
、
見
事
な
若
々
し
い
世
界
を
現
出
さ
せ
た
犀
星
で
あ
る
が
、
戦
後
の
日
記
に
は
老
い
や
病
に
関
す
る
記
述
が
頻
出
す
る
。

数
え
で
還
暦
を
迎
え
た
年
の
詩
「
天
う
つ
ご
と
く
」（『
至
上
律
』
５
輯　

昭
23
・
８
）注

１

に
は
「
何
や
彼
と
ご
た
つ
い
た
果
に
／
終
り
だ
け
は

見
へ
て
来
た
／
死
だ
け
が
見
へ
て
来
た
／
か
が
や
い
て
女
ら
が
見
へ
て
来
た
／
よ
く
見
て
置
か
う
／
見
て
も
あ
ら
は
す
こ
と
の
出
来
な
い
／

終
り
の
あ
と
さ
き
を
見
て
置
か
う
」
と
い
う
件
が
あ
る
。
死
の
地
平
が
視
界
に
入
っ
て
き
た
生
の
時
間
が
「
終
り
の
あ
と
さ
き
」
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
お
り
、
や
が
て
訪
れ
る
不
可
避
な
死
と
向
き
合
う
切
実
な
意
識
が
窺
え
る
。
昭
和
二
十
九
年
一
月
十
五
日
の
日
記
に
は
激
し
い
胃

痛
の
記
述
が
あ
り
、
二
十
二
日
に
日
比
谷
胃
腸
病
院
に
入
院
、
胃
潰
瘍
だ
と
診
断
さ
れ
二
月
二
十
三
日
に
退
院
す
る
。「
黄
と
灰
色
の
問
答
」

日
本
文
学
ノ
ー
ト
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（『
群
像
』
９
巻
４
号　

昭
29
・
４
）注
２

と
「
蝶
紋
白
」（『
文
芸
』
11
巻
６
号　

昭
29
・
６
）
は
、
こ
の
時
の
入
院
記
で
あ
る
。

犀
星
は
、「
終
り
の
あ
と
さ
き
」
に
入
っ
た
時
期
に
、
ど
の
よ
う
に
生
と
向
き
合
い
、
晩
年
の
文
学
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
か
。
本
稿

で
は
、
老
年
期
の
犀
星
最
初
の
入
院
記
で
あ
る
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。

　
　
　
　
一
　
日
記
に
見
ら
れ
る
生
と
死
の
認
識

「
初
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
犀
星
は
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
一
年
六
月
七
日
に
至
る
日
記
を
遺
し
て
い
る注
３

。

昭
和
三
十
一
年
に
入
る
と
、
血
圧
、
服
薬
、
来
客
、
原
稿
等
、
生
活
の
覚
書
的
な
内
容
に
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
も
の
は
か
な
り
詳
細
克

明
に
心
情
も
綴
ら
れ
て
い
る
。
還
暦
を
迎
え
た
「
天
う
つ
ご
と
く
」
の
感
慨
以
降
、
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
老
年
期
の
生
を
巡
る
思
い
を

辿
っ
て
み
た
い
。

昭
和
二
十
三
年
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

老
人
と
い
ふ
も
の
は
宣
告
さ
れ
た
死
刑
囚
の
心
理
を
い
つ
も
持
た
さ
れ
て
ゐ
る
。
何
時
彼
は
所
定
の
刑
期
に
打
つ
か
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
の
、
歇
み
が
た
い
覚
悟
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
応
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
に
あ
る
こ
と
が
不
愉
快
で
あ

る
。
六
十
ま
で
生
き
て
い
て
未
だ
生
き
の
び
る
つ
も
り
か
と
い
へ
ば
、
然
り
と
い
ふ
よ
り
他
は
な
い
、
い
く
ら
で
も
生
き
て
ゐ
た
い
の

で
あ
る
。
生
き
て
ゐ
た
い
か
ら
死
の
酷
た
ら
し
さ
も
分
り
生
涯
を
こ
ま
か
に
振
り
か
へ
つ
て
見
る
こ
と
も
出
来
る
の
だ
。（
略
）
い
た

づ
ら
に
死
に
従
順
で
あ
る
こ
と
は
命
を
粗
末
に
す
る
も
の
で
あ
り
弱
い
人
間
が
た
だ
そ
の
ま
ま
で
眼
を
つ
ぶ
る
甲
斐
な
き
従
順
で
あ
る

と
い
へ
よ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
23
・
９
・
16
）

ま
づ
い
も
の
を
食
べ
、
ま
づ
い
も
の
を
書
き
、
面
白
く
も
可
笑
し
く
も
な
い
生
活
を
し
て
ゐ
て
も
、
ま
だ
生
き
て
い
た
い
と
い
ふ
こ

と
は
悲
劇
で
あ
ら
う
、
さ
う
い
ふ
生
活
か
ら
何
ら
か
の
面
白
さ
を
引
き
摺
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
も
、
笑
止
千
万
な
沙
汰
で
あ
ら
う
、

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
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そ
し
て
一
茎
の
草
の
枯
れ
る
の
に
ま
な
こ
を
と
ど
め
る
こ
と
の
、
止
む
を
え
な
い
性
情
の
細
か
さ
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
生

き
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
人
び
と
は
滑
稽
だ
と
い
つ
て
笑
つ
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
か
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
昭
23
・
11
・
11
）

犀
星
は
、
還
暦
を
迎
え
て
生
の
本
能
を
肯
定
す
る
。
生
き
る
欲
望
に
従
う
こ
と
が
生
を
全
う
す
る
大
前
提
で
あ
る
。
一
方
で
犀
星
は
そ
れ

を
「
悲
劇
」
で
あ
る
と
突
き
放
し
た
見
方
も
し
て
い
る
。
徒
に
刺
激
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
平
々
凡
々
た
る
生
活
に
立
脚
し
て
名
も
な
き

命
に
細
や
か
に
共
鳴
す
る
こ
と
が
、
生
き
る
実
感
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
両
義
的
な
眼
差
し
に
加
え
て
「
そ
れ
だ
け
で
生
き
ら
れ
る
と
し

た
ら
」
と
い
う
命
へ
の
共
鳴
力
が
老
い
の
生
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
挙
げ
る
政
治
の
不
条
理
へ
の
健
や
か
な
憤
り
と
も

相
関
す
る
。

か
く
の
ご
と
き
（
引
用
者
注
：
Ａ
級
戦
犯
の
判
決
に
対
し
て
）
は
運
命
と
い
ふ
よ
り
は
、
す
べ
て
が
斯
う
あ
る
こ
と
を
彼
等
自
身
が
彼

等
の
軍
事
的
知
識
か
ら
も
、
予
期
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
立
派
な
最
後
を
遂
げ
る
で
あ
ら
う
が
、
立
派
な
上
に
も
立
派
さ
を
期
待

す
る
。
天
皇
は
ど
う
い
ふ
気
持
か
、
天
皇
こ
そ
も
つ
と
も
苦
し
み
を
も
つ
て
彼
ら
の
処
刑
と
、
受
刑
に
た
い
し
て
襟
を
正
し
て
何
ら
か

の
自
決
的
な
表
現
を
な
す
べ
き
で
あ
ら
う
、
天
皇
の
思
い
切
つ
た
表
現
が
国
民
を
動
か
し
受
刑
者
に
最
後
の
微
笑
を
う
か
ば
し
め
る
で

あ
ら
う
が
、
何
の
あ
ら
は
れ
も
な
く
て
済
ま
す
と
す
れ
ば
人
間
と
し
て
の
、
生
き
た
天
皇
と
し
て
見
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
23
・
11
・
13
）

日
本
全
体
の
処
刑
を
選
ば
れ
た
七
氏
が
引
受
け
て
ゐ
る
と
い
つ
て
も
よ
い
、
敗
戦
の
責
を
負
ふ
も
の
は
ひ
と
り
東
條
氏
ら
で
は
な
い
、

皆
が
受
け
る
も
の
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
よ
き
往
生
を
い
の
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
終
身
刑
は
ま
た
何
か
の
機
会
で
生
き
ら
れ
る
日
は

あ
る
が
、
死
刑
で
は
何
の
機
会
も
何
の
偶
然
の
出
来
事
の
途
も
絶
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
死
ぬ
こ
と
は
詰
ら
な
い
、
こ
れ
は
真
理
と
か

い
ふ
変
梃
な
も
の
の
う
ち
で
も
、
ほ
ん
物
の
真
理
で
あ
ら
う
、
死
と
同
時
に
犬
も
猫
も
そ
し
て
人
間
も
そ
こ
に
何
物
も
の
こ
ら
な
い
、

日
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馬
鹿
で
も
生
き
て
ゐ
る
こ
と
は
最
大
の
名
誉
よ
り
も
、
も
つ
と
、
す
ぐ
れ
た
名
誉
な
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
（
昭
23
・
11
・
26
）

犀
星
は
、
戦
争
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
天
皇
の
声
が
少
し
も
聞
こ
え
て
こ
な
い
こ
と
に
、
真
っ
当
な
疑
問
と
怒
り
を
抱
き
、
責
任
を
全

て
引
き
受
け
る
形
と
な
っ
た
東
條
英
機
ら
の
後
生
を
祈
る
。
こ
の
後
の
「
死
ぬ
こ
と
は
詰
ら
な
い
」
と
い
う
展
開
が
、
直
截
な
犀
星
ら
し
い

把
握
で
あ
る
。
地
に
足
を
着
け
て
生
き
て
き
た
生
活
人
の
直
観
で
あ
り
、「
悲
劇
」
で
も
あ
り
本
能
で
も
あ
る
生
き
る
要
望
を
、
命
が
あ
る

間
は
生
き
抜
こ
う
、
生
き
切
ろ
う
と
い
う
意
志
に
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

昭
和
十
九
年
七
月
に
軽
井
沢
に
疎
開
し
た
犀
星
は
、
昭
和
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日
に
東
京
に
引
き
上
げ
る
ま
で
こ
の
地
に
滞
在
し
て
い

た
。
昭
和
二
十
三
年
九
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
日
記
に
は
、
虫
の
捕
獲
と
様
態
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
多
摩
の
き
り
ぎ
り
す

こ
の
ご
ろ
鳴
か
ず
な
る
。
松
井
田
の
き
り
ぎ
り
す
の
一
羽
は
べ
つ
の
一
羽
の
肩
の
肉
を
く
ひ
や
ぶ
つ
た
が
、
べ
つ
の
一
羽
は
急
に
逃
げ
る
こ

と
も
出
来
な
い
ほ
ど
弱
つ
て
ゐ
て
、
肩
に
穴
を
開
け
ら
れ
た
。
ま
た
別
の
一
羽
は
胃
腸
を
害
し
て
死
ん
だ
。
肩
の
穴
は
く
ろ
ず
み
、
夕
方
も

ま
だ
生
き
て
ゐ
た
。」（
９
・
１
）「
午
后
、
剥
製
の
た
め
日
光
の
中
に
出
し
て
置
い
た
き
り
ぎ
り
す
が
、
し
と
ね
の
綿
か
ら
這
ひ
出
し
て
少

し
う
ご
め
き
を
見
せ
て
ゐ
た
。
ま
だ
、
ほ
ん
の
す
こ
し
ば
か
り
の
命
が
あ
る
ら
し
い
、
か
れ
ら
は
老
衰
の
時
が
永
く
命
の
消
え
る
の
に
も
永

い
間
か
か
る
も
の
だ
。
脚
の
先
だ
け
生
き
て
ゐ
る
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
し
か
し
、
今
夜
ま
で
は
持
た
な
い
で
あ
ら
う
。
日
光
で
乾
燥
し
て

来
年
ま
で
取
つ
て
置
く
の
が
毎
年
の
例
に
な
つ
て
ゐ
る
。」（
９
・
25
）「
す
い
ち
よ
三
疋
、
横
に
な
り
脚
を
ま
げ
て
死
す
。
ひ
と
夏
の
友
は

か
う
し
て
消
え
失
せ
た
。
羽
根
も
い
た
み
、
や
つ
れ
は
て
た
彼
は
た
だ
の
草
の
葉
の
や
う
に
穏
や
か
で
あ
る
。
約
三
十
日
く
ら
ゐ
生
き
て
ゐ

た
。（
略
）
す
い
ち
よ
は
顔
も
お
腹
も
小
さ
く
、
脚
は
す
ぐ
折
れ
る
ほ
ど
繊
細
に
出
来
て
ゐ
る
の
で
、
哀
れ
み
は
却
々
深
い
の
で
あ
る
。
あ

ま
り
萎
び
す
ぎ
て
死
ぬ
か
ら
で
あ
る
。」（
10
・
４
）
と
犀
星
は
、
虫
が
獰
猛
な
生
命
力
を
見
せ
た
後
、
衰
弱
し
、
死
に
至
る
様
相
を
執
拗
な

ま
で
に
追
っ
て
い
る
。
死
ん
だ
後
も
、
翌
年
新
た
に
虫
が
捕
獲
さ
れ
る
ま
で
乾
燥
さ
せ
て
保
管
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
死
に
ゆ
く
虫
を
見
届

け
、
更
に
生
の
容
器
と
し
て
の
遺
骸
も
保
持
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
命
を
貪
欲
に
摂
取
し
、
内
面
化
し
て
い
く
感
が
あ
る
。
犀
星
に
と
っ
て

は
虫
の
命
も
人
間
の
命
も
同
じ
重
さ
で
あ
り
、「
一
茎
の
草
の
枯
れ
る
の
に
ま
な
こ
を
と
ど
む
る
こ
と
の
、
止
む
を
え
な
い
性
情
の
細
か
さ
」

（
十
一
月
十
一
日
の
日
記
）
の
表
れ
で
あ
る
。

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
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生
を
生
き
抜
こ
う
と
す
る
犀
星
は
、
老
年
期
の
発
見
を
日
記
に
書
き
留
め
て
い
る
。「
六
十
に
な
る
と
何
も
彼
も
あ
き
ら
め
て
ゐ
る
と
言

は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
嘘
だ
。
ち
か
ら
尽
き
て
ヘ
タ
張
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
何
事
も
が
ま
ん
を
す
る
気
の
長
さ
が
や
つ
と
身

に
つ
い
て
来
て
ゐ
る
と
言
つ
た
方
が
適
当
で
あ
ら
う
。（
昭
24
・
４
・
25
）」
と
六
十
歳
の
体
力
気
力
の
衰
え
を
実
感
し
つ
つ
、
そ
れ
に
対
応

す
る
甘
受
と
い
う
態
度
が
備
わ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
は
、「
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
は
僅
か
な
こ
と
に
気
を
と
り
直
す
こ
と
に
あ
る
、
詰

ら
な
い
こ
と
に
し
ば
ら
く
気
を
奪
ら
れ
て
ゐ
る
間
は
ま
だ
ど
う
や
ら
生
き
て
ゐ
る
ら
し
い
の
だ
、
生
き
る
こ
と
の
大
き
さ
も
大
変
だ
が
、
そ

れ
を
つ
な
い
で
ゐ
る
こ
と
は
実
に
と
り
と
め
の
な
い
も
の
に
あ
る
、
些(

ホ)

ん
の
ち
よ
つ
と
し
た
も
の
が
生
き
さ
せ
る
も
と
を
作
つ
て
ゐ
る
、

こ
れ
が
一
等
大
切
な
も
の
な
の
で
あ
ら
う
。（
同
12
・
28
）」
と
い
う
生
動
す
る
も
の
に
対
す
る
細
や
か
な
眼
差
し
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
も

あ
り
、「
一
つ
の
物
を
み
が
く
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
見
出
す
艶
の
濃
さ
を
愛
す
る
や
う
に
な
れ
ば
、
へ
い
ぜ
い
の
生
活
も
文
章
の
行
を
置
き

か
へ
、
添
削
す
る
の
と
何
等
の
か
は
り
が
な
い
の
だ
。
こ
れ
ら
の
愚
直
な
し
ご
と
は
自
分
で
や
ら
な
い
と
小
汚
い
ゴ
ミ
タ
メ
で
暮
す
や
う
な
、

だ
ら
し
な
さ
を
繰
り
返
す
や
う
に
な
る
。（
昭
26
・
11
・
20
）」
と
い
う
、
生
活
と
執
筆
が
忍
耐
と
持
続
の
リ
ズ
ム
を
共
有
す
る
こ
と
の
大
切

さ
に
展
開
し
て
い
く
。
生
き
る
欲
望
が
老
い
の
実
態
の
認
識
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
年
の
生
き
る
姿
勢
を
肌
理
細
や
か
な
も
の
に
押
し

上
げ
て
い
く
。

老
年
の
生
は
、
細
や
か
な
共
鳴
力
と
持
続
の
リ
ズ
ム
だ
け
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
昭
和
二
十
五
年
六
月
十
日
に
は
、
ス
ト
リ
ッ
プ
を

上
演
す
る
新
宿
セ
ン
ト
ラ
ル
劇
場
へ
行
っ
た
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
乳
バ
ン
ド
と
三
角
の
銀
の
紙
星
を
当
て
た
裸
の
女
が
踊
り
だ
し
た

が
、
ど
れ
も
う
す
睡
た
げ
な
、
も
の
憂
い
、
仕
方
な
し
に
踊
つ
て
ゐ
る
や
う
で
、
精
気
も
生
き
身
の
美
し
さ
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
、」
と
失

望
を
述
べ
て
い
る
。「
僕
は
い
ま
の
日
本
の
や
ぶ
れ
た
一
つ
の
裂
け
目
を
覗
か
う
と
し
て
出
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
や
け
く
そ

な
、
ど
う
に
で
も
な
れ
、
は
だ
か
に
な
つ
て
了
つ
た
つ
て
い
い
わ
と
い
ふ
や
う
な
女
の
一
人
も
見
ら
れ
な
か
つ
た
の
だ
、
裂
け
目
か
ら
睡
た

げ
な
、
困
憊
し
つ
づ
け
た
や
う
な
女
の
人
だ
ち
が
僅
か
な
練
習
を
後
生
大
事
に
ま
も
り
な
が
ら
、
半
分
ね
む
り
な
が
ら
踊
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ

な
か
つ
た
。」
と
、
敗
戦
と
そ
れ
に
続
く
連
合
軍
の
占
領
下
の
現
実
、
生
活
は
苦
し
く
混
乱
し
た
世
相
の
中
で
体
を
張
っ
て
生
き
て
い
る
肉

体
の
美
、
失
う
も
の
が
な
い
と
い
う
地
点
で
露
呈
さ
れ
て
い
る
肉
体
の
美
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
肉
体
を
通
し
た
犀

星
の
時
代
把
握
が
あ
り
、「
今
夜
、
講
和
条
約
な
る
も
の
発
効
、
自
由
国
民
に
な
れ
る
と
か
、
ワ
イ
ワ
イ
い
つ
て
ゐ
る
。
ち
つ
と
も
応
へ
な
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い
空
虚
な
も
の
で
あ
る
。」（
昭
27
・
４
・
28
）
と
い
う
皮
相
な
独
立
へ
の
批
判
に
展
開
し
て
い
く
。

犀
星
が
ス
ト
リ
ッ
プ
に
望
ん
だ
も
の
は
、「
臀
部
の
あ
ざ
や
か
さ
は
二
つ
の
峯
が
せ
り
合
つ
た
紫
コ
コ
ア
の
線
に
よ
つ
て
保
た
れ
る
筈
で

あ
る
。
人
間
の
か
ら
だ
は
そ
の
臀
部
が
下
半
身
に
あ
る
匿
さ
れ
た
「
顔
」
で
あ
り
そ
こ
に
未
来
ま
で
へ
の
掘
り
つ
く
せ
な
い
、
た
う
て
い
、

男
性
の
年
齢
の
と
ど
く
か
ぎ
り
に
於
い
て
も
達
し
き
れ
な
い
美
事
な
無
限
が
あ
る
は
ず
だ
つ
た
。」
と
い
う
生
を
生
み
出
す
根
源
的
な
エ
ロ

ス
で
あ
っ
た
。
直
截
な
生
々
し
さ
が
思
想
に
直
結
し
て
い
る
の
が
犀
星
の
特
徴
で
あ
る
。
昭
和
二
十
七
年
五
月
二
十
八
日
、
六
月
二
十
日
に

も
、
浅
草
に
ス
ト
リ
ッ
プ
を
観
に
行
っ
た
記
述
が
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
二
月
七
日
の
日
記
に
は
、「
ゆ
う
べ
気
が
つ
く
と
寝
床
の
な
か
に
、

誰
か
が
立
つ
て
ゐ
る
の
か
、
靴
下
を
は
い
た
足
が
手
に
さ
は
つ
た
の
で
、
起
き
上
ら
う
と
す
る
と
、
い
き
な
り
睾
丸
に
両
手
を
か
け
ら
れ
、

抜
き
取
ら
れ
よ
う
と
し
て
身
を
跪
い
て
叫
び
声
を
あ
げ
た
、
目
が
さ
め
て
か
ら
ゆ
め
の
中
で
自
分
の
叫
び
声
が
あ
ま
り
に
乱ダ

ラ

次シ

な
い
の
に
呆

れ
た
。」
と
い
う
夢
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
衰
え
て
い
く
性
を
表
徴
す
る
夢
で
あ
る
。
夢
の
み
な
ら
ず
、
同
年
五
月
四
日
の
日
記
に
は
、
庭

で
植
木
屋
の
手
伝
い
を
し
て
い
て
「
気
が
つ
く
と
植
木
屋
の
股
引
の
ふ
く
れ
た
と
こ
ろ
に
彼
の
キ
ン
タ
マ
が
あ
つ
て
、
ふ
い
に
摑
ん
で
み
た

ら
ど
ん
な
顔
を
す
る
だ
ら
う
と
い
ふ
悪
戯
気
が
起
つ
た
の
で
、
す
ぐ
、
そ
ば
を
は
な
れ
た
。」
と
同
年
輩
の
男
の
性
器
に
鏡
像
の
よ
う
な
関

心
を
持
っ
た
件
が
あ
り
、
自
分
の
性
に
つ
い
て
も
直
截
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
生
き
る
欲
望
と
老
い
の
実
態
の
認
識
は
、
地
道
で
忍
耐

強
い
肌
理
細
や
か
な
生
活
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出
す
と
共
に
、
根
源
的
な
エ
ロ
ス
の
探
求
に
到
る
。

　
　
　
　
二
　「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
に
お
け
る
生
と
病

犀
星
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
日
の
日
記
で
、「
百
田
宗
治
の
六
十
歳
の
会
の
通
知
を
う
け
た
が
、
六
十
歳
と
い
ふ
年
は
七
十
か
ら

見
れ
ば
小
僧
つ
子
だ
し
、
五
十
か
ら
見
れ
ば
老
人
で
あ
る
が
、
ど
つ
ち
つ
か
ず
の
凡
く
ら
の
年
で
あ
る
。（
略
）
今
年
は
僕
も
六
十
五
に
な

つ
た
が
、
べ
つ
に
驚
く
ほ
ど
で
も
な
い
が
詩
人
仲
間
で
は
、
福
士
も
死
に
萩
原
、
佐
藤
、
千
家
、
福
田
と
い
ふ
や
う
に
、
皆
さ
ん
が
早
く
も

出
立
し
て
ゐ
る
。
つ
い
で
に
こ
ち
ら
は
ま
だ
生
き
抜
か
う
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
大
し
た
根
性
で
あ
る
。」
と
六
十
代
半
ば
を
迎
え
て
還
暦
と

い
う
年
を
「
ど
つ
ち
つ
か
ず
の
凡
く
ら
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
六
十
五
歳
か
ら
見
れ
ば
、
六
十
歳
は
大
き
な
節
目
と
い
う
よ
り
も
本
物

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
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の
老
年
に
到
る
一
つ
の
通
過
地
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
犀
星
が
健
康
な
体
で
こ
の
時
期
を
過
し
た
と
い
う
事
で
は
な
い
。
昭
和
二
十
五
年
、
二
十
六
年
の
日
記
に
は
歯
痛
と
抜
歯
の
記

述
が
、
昭
和
二
十
七
年
の
日
記
に
は
胃
痛
と
高
血
圧
の
記
述
が
頻
出
す
る
。「
朝
九
時
バ
ン
サ
イ
ン
を
服
ん
だ
、
六
時
間
置
き
に
服
用
、
こ

の
薬
も
あ
と
一
年
も
経
て
ば
も
つ
と
低
価
格
で
入
手
で
き
る
の
で
あ
ら
う
。
ど
の
程
度
に
効
く
か
、
一
週
間
続
け
て
見
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
ん
な
薬
に
も
生
き
る
た
め
の
信
頼
を
得
よ
う
と
す
る
の
か
、
生
き
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
は
胃
に
苦
痛
な
く
生
き
て
ゐ
た
い
か
ら
で
あ
る
。（
略
）

痛
い
と
こ
ろ
を
毎
日
痛
が
り
な
が
ら
生
き
る
の
は
ば
か
だ
。」（
昭
27
・
１
・
６
）「
血
圧
が
百
七
十
五
も
あ
る
こ
と
は
、
ま
る
で
知
ら
な
か

つ
た
こ
と
だ
、
こ
い
つ
を
発
見
し
た
こ
と
は
ま
だ
命
が
あ
る
も
の
ら
し
い
、
か
う
い
ふ
機
会
に
や
は
り
療
治
を
し
て
お
き
、
ボ
ロ
ボ
ロ
の
命

を
継
ぎ
足
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
死
は
損
失
で
あ
り
何
に
も
な
ら
な
い
む
だ

0

0

ご
と
で
あ
る
。」（
同
４
・
１
）「
胃
は
き
の
ふ
よ
り
快
い
が
、

厄
介
千
万
な
胃
ぶ
く
ろ
で
あ
る
。
い
づ
れ
、
こ
い
つ
の
た
め
に
往
生
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
が
、
六
十
年
も
つ
か
つ
て
居
れ
ば
、
た
い
て

い
の
布
ぶ
く
ろ
で
も
ボ
ロ
に
な
る
も
の
で
あ
る
。」（
同
５
・
21
）
と
数
え
で
六
十
四
歳
の
犀
星
は
、
胃
痛
と
高
血
圧
に
誠
実
に
対
処
し
つ
つ
、

「
ね
て
ゐ
る
わ
け
に
行
か
な
い
で
起
き
る
。
ふ
だ
ん
と
同
じ
調
子
で
あ
る
が
、
や
や
、
だ
る
さ
が
の
こ
る
。
ほ
と
ん
ど
平
熱
、」（
同
６
・
13
）

と
執
筆
を
続
け
る
。
犀
星
の
肩
に
は
、
犀
星
、
と
み
子
夫
妻
の
生
活
の
み
な
ら
ず
、
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
に
青
木
和
夫
と
結
婚
し
た
も
の

の
生
活
費
の
不
如
意
が
続
く
長
女
朝
子
、
長
男
朝
巳
の
生
活
が
か
か
っ
て
い
た
。
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
二
日
の
日
記
に
も
、「
金
が
い
つ

て
も
他
に
貯
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
、
猛
烈
に
仕
事
を
始
め
る
。
こ
の
原
稿
料
で
現
金
を
作
ら
な
い
と
、
ど
こ
に
も
金
が
な
い
の
だ
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
朝
子
は
二
十
八
年
一
月
に
は
青
木
と
別
居
し
て
室
生
家
に
戻
り
、
翌
二
十
九
年
十
二
月
に
は
離
婚
し
て
室
生
家
に
復
籍

す
る注

４

。
犀
星
の
胃
痛
は
、
昭
和
の
初
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
昭
和
六
年
三
月
四
日
の
日
記
に
は
「
作
夜
か
ら
腹
痛
あ
り
、
午
後
に
な
る
も
シ
ク

〳
〵
た
る
疼
み
去
ら
ず
。
夜
十
一
時
頃
烈
し
い
胃
痙
攣
に
変
る
。
久
振
り
な
れ
ど
耐
へ
難
し
。
小
関
さ
ん
に
使
を
出
し
て
頓
服
を
呑
む
。」

と
あ
る
。
犀
星
は
、
じ
っ
と
机
に
向
か
う
職
業
病
と
長
年
付
き
合
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
持
病
と
故
障
、
止
め
る
訳
に
は
い
か
な
い
執
筆
生

活
は
、「
六
十
を
過
ぎ
る
と
、
な
に
ご
と
に
も
死
に
か
か
は
つ
た
も
の
を
感
じ
る
も
の
ら
し
く
、
そ
ん
な
傾
き
が
あ
る
。
さ
ら
ば
、
そ
れ
に

か
か
は
る
の
も
面
白
い
。
何
を
つ
く
る
に
も
、
も
の
を
見
る
に
も
、
念
を
入
れ
て
よ
く
見
た
り
、
見
ま
ち
が
ひ
な
く
す
る
の
が
そ
れ
だ
。」

日
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（
昭
27
・
１
・
30
）「
生
き
て
ゐ
る
毎
日
を
く
ひ
ち
ら
す
こ
と
だ
。
念
入
り
に
何
に
で
も
聴
き
す
ま
す
こ
と
だ
、
そ
れ
よ
り
外
に
自
然
を
た
の

し
む
こ
と
は
出
来
な
い
、」（
同
７
・
28
）
と
い
う
加
齢
に
よ
る
変
化
に
徹
底
し
て
向
き
合
っ
て
い
こ
う
と
い
う
肝
の
据
わ
り
を
作
っ
て
い
く
。

昭
和
二
十
九
年
一
月
十
六
日
、
十
七
日
に
は
、
入
院
に
繋
が
る
次
の
記
述
が
あ
る
。

胃
痛
依
然
、
寺
尾
医
院
か
ら
投
薬
を
も
ら
ひ
服
用
し
た
が
、
そ
の
間
だ
け
で
た
ち
ま
ち
痛
ん
で
来
る
。
こ
の
痛
み
に
永
年
な
れ
て
ゐ

る
の
で
仕
事
も
折
々
に
書
く
。

あ
ま
り
痛
み
が
し
つ
こ
い
の
で
、
久
振
り
で
診
断
し
て
も
ら
ふ
手
筈
を
朝
子
が
し
て
く
れ
る
。
癌
だ
つ
た
り
し
た
ら
か
な
は
な
い
が
、

ど
ち
ら
に
し
て
も
診
る
だ
け
は
診
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
昭
29
・
１
・
16
）

胃
痛
は
げ
し
く
小
池
医
院
ま
で
行
つ
て
み
た
が
、
盲
腸
の
手
術
中
で
戻
る
。
薬
を
服
む
と
一
時
間
く
ら
ゐ
ら
く
で
あ
る
が
、
す
ぐ
刺

す
や
う
な
疼
痛
が
や
つ
て
来
る
、
こ
ん
ど
の
や
う
に
し
つ
こ
い
こ
と
は
初
め
て
で
あ
る
。
ガ
ン
か
、
ガ
ン
が
も
う
拳
く
ら
ゐ
大
き
く
な

つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
ふ
。
折
口
さ
ん
の
ガ
ン
も
二
タ
月
く
ら
ゐ
の
間
に
、
拳
く
ら
ゐ
大
き
く
な
つ
て
ゐ
た
さ
う
だ
か
ら
、

ひ
よ
つ
と
す
る
と
、
ガ
ン
で
は
な
い
か
と
思
ふ
、
ガ
ン
な
ら
ガ
ン
で
も
か
ま
は
な
い
、
誰
か
に
く
れ
て
や
る
命
だ
ら
う
か
ら
、
持
つ
て

行
か
れ
て
も
苦
情
の
い
ひ
や
う
が
な
い
、（
略
）
ガ
ン
か
、
ガ
ン
ち
く
し
よ
か
、
こ
い
つ
は
永
い
間
う
ろ
つ
い
て
ゐ
た
奴
で
あ
る
。（
同

１
・
17
）

犀
星
は
痛
み
の
激
し
さ
か
ら
癌
を
疑
い
、
折
口
の
死
因
も
脳
裏
に
浮
か
べ
つ
つ
、
開
き
直
り
と
恐
怖
の
間
を
揺
れ
る
。「
ガ
ン
ち
く
し
よ
」

と
病
を
擬
人
化
す
る
こ
と
が
、
意
識
下
に
あ
っ
た
疑
念
を
表
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
虫
の
観
察
同
様
、
人
間
で
は
な
い
も
の

も
人
格
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
察
と
い
う
視
点
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
犀
星
は
対
象
を
自
分
の
内
部
に

取
り
込
ん
で
い
く
。

翌
十
八
日
に
は
寺
尾
医
院
で
胃
カ
タ
ル
と
診
断
さ
れ
注
射
を
受
け
る
が
、
犀
星
は
、
止
ま
ら
な
い
痛
み
か
ら
「
寺
尾
医
師
は
ガ
ン
も
腫
瘍

も
な
い
と
い
つ
た
が
、
最
近
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
の
必
要
が
あ
ら
う
。」
と
承
服
し
て
い
な
い
。
十
九
日
も
続
け
て
注
射
と
ブ
ド
ウ
糖
の
注

室
生
犀
星
、
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年
の
生
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言
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射
、
小
池
医
院
で
ブ
ド
ウ
糖
と
痛
み
止
め
の
注
射
を
さ
れ
る
が
、
効
き
目
は
な
く
、
痛
み
は
激
し
く
な
る
一
方
で
あ
る
。「
入
院
し
な
い
と

ら
く
に
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。」
と
入
院
と
い
う
手
段
を
思
い
始
め
る
。
二
十
二
日
は
浅
田
漢
方
医
か
ら
「
右
ノ
胃
の
ハ
ジ
に
潰
瘍
あ

る
由
」
を
告
げ
ら
れ
、「
い
つ
ま
で
も
苦
し
ん
で
ゐ
て
も
、
た
だ
の
苦
し
み
に
終
る
の
で
、
日
比
谷
胃
腸
病
院
に
入
い
る
こ
と
に
し
た
。
河

島
院
長
に
紹
介
し
て
も
ら
ひ
、
一
室
を
得
て
看
ご
ふ
を
一
人
や
と
ふ
こ
と
に
す
る
、」
と
入
院
を
決
断
す
る
。
そ
の
日
の
午
後
に
入
院
し
て

診
察
を
受
け
る
と
、「
胃
潰
瘍
、
そ
れ
も
相
当
に
大
キ
イ
穴
」
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
初
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
は
、
こ
の
時
の
約
一
ヶ
月
の
入
院
記
で
あ
る
。
犀
星
は
、
入
院
中
か

ら
こ
れ
ら
二
つ
の
小
説
を
書
き
始
め
て
い
る
。「「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
と
題
し
た
入
院
記
が
や
や
見
当
が
つ
い
た
、
医
者
の
来
な
い
間
に
盗

人
の
や
う
に
書
い
た
小
説
。」（
昭
29
・
２
・
９
）「
け
ふ
も
原
稿
を
か
い
て
ゐ
る
が
、
こ
こ
で
原
稿
を
か
か
な
い
で
ゐ
た
ら
、
た
い
く
つ
な

こ
と
で
あ
ら
う
、「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
と
「
円
舞
曲
ガ
ン
」
二
篇
で
病
院
生
活
を
つ
く
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。」（
同
２
・
14
）「「
群
像
」

松
本
道
子
に
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
を
お
く
る
。
三
十
八
枚
。」（
同
２
・
18
）「「
円
舞
曲
ガ
ン
」
四
十
枚
と
な
る
、」（
同
２
・
19
）
と
、
入

院
治
療
の
間
に
着
々
と
執
筆
は
進
ん
で
い
る
。
退
院
後
の
三
月
四
日
の
日
記
に
は
「「
円
舞
曲
ガ
ン
」
を
あ
ら
た
め
、「
文
章
病
院
」
と
し
た
。

そ
の
方
が
素
直
で
あ
た
り
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
あ
り
、
退
院
し
て
み
れ
ば
タ
イ
ト
ル
の
あ
ざ
と
さ
に
気
付
い
た
が
、
入
院
の
最
中
は

癌
へ
の
恐
れ
と
疑
い
に
振
り
回
さ
れ
た
と
い
う
思
い
が
前
面
に
出
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
文
章
病
院
」
は
、
更
に
「
蝶
紋
白
」
に
改
題

さ
れ
る
。
同
日
の
日
記
に
は
「
入
院
中
、「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
三
十
八
枚
、「
文
章
病
院
」
四
十
八
枚
、「
虫
姫
日
記
」
二
十
八
枚
、
雑
文

二
稿
八
枚
を
書
い
た
が
、
三
十
日
間
で
百
二
十
四
枚
書
い
た
こ
と
に
な
る
、
一
日
四
枚
医
者
の
眼
を
ぬ
す
ん
で
し
た
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
だ

け
の
原
稿
料
は
そ
つ
く
り
病
院
に
支
払
つ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
う
つ
か
り
病
気
も
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
、
糧
道
は
ね
た
翌
日
か
ら
止
つ
て

し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。」
と
文
筆
業
の
厳
し
い
現
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
犀
星
は
、
一
貫
し
て
強
靭
な
生
活
人
で
あ
っ
た
。
生
活
人
の
生
命

力
を
介
し
て
老
い
の
認
識
も
エ
ロ
ス
の
追
求
も
世
界
観
も
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
は
、「
ガ
ン
で
は
な
い
、
ガ
ン
に
は
痛
み
が
な
く
て
の
さ
張
つ
て
く
る
と
、
二
三
月
の
あ
ひ
だ
に
拳
く
ら
ゐ
の
大
き

さ
に
ふ
と
る
。
ガ
ン
で
は
な
い
、
潰
瘍
で
す
ね
、
そ
れ
も
古
い
の
が
あ
た
ら
し
く
く
づ
れ
は
じ
め
て
ゐ
る
の
で
せ
う
ね
、
お
茶
も
玉
露
の
や

う
な
も
の
が
多
量
に
は
い
つ
て
ゐ
る
し
、
バ
タ
ー
も
過
ぎ
て
ゐ
る
、」
と
い
う
漢
方
医
の
診
断
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
日
比
谷
病
院
入
院
後
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の
レ
ン
ト
ゲ
ン
医
師
の
診
断
で
、
漢
方
医
の
見
立
て
は
妥
当
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
最
悪
の
予
想
は
外
れ
た
と
い
う
地
点
か
ら
、

「
彼
」
の
意
思
が
固
ま
る
。「
彼
」
は
病
院
に
百
枚
の
原
稿
用
紙
を
密
か
に
持
ち
込
む
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
百
枚
あ
れ
ば
足
り
る
。
そ

し
て
百
枚
あ
れ
ば
こ
の
胃
袋
を
引
つ
く
り
返
し
に
し
て
見
る
だ
け
の
も
の
が
取
れ
る
。
次
か
ら
次
へ
と
書
き
つ
づ
け
て
治
療
を
つ
づ
け
る
こ

と
は
止
む
を
え
な
い
。
書
い
た
金
で
悪
疾
を
削
ぎ
立
て
る
こ
と
に
遠
慮
は
い
ら
な
い
筈
で
あ
る
。」
と
い
う
自
転
車
操
業
を
病
院
に
も
持
ち

込
む
入
院
生
活
で
あ
る
。

彼
が
書
い
て
は
金
を
取
り
治
療
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
状
態
と
、
治
療
し
な
が
ら
休
ま
ず
に
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
胃
袋
と
は
、

ど
ち
ら
も
因
果
応
報
で
あ
り
腐
れ
あ
つ
た
二
人
づ
れ
で
あ
つ
た
。
六
十
何
年
も
つ
か
ひ
果
し
た
乞
食
袋
は
下
げ
る
だ
け
下
げ
て
歩
い
た

あ
げ
く
、
何
処
か
の
果
に
辿
り
着
い
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

「
胃
袋
」
も
「
彼
」
の
道
連
れ
と
し
て
人
格
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
生
活
習
慣
の
継
続
こ
そ
が
生
の
時
間
を
延
ば
し
て
い
く
と
い
う
自
負

で
あ
り
、
精
神
と
肉
体
が
一
体
化
し
た
感
受
性
の
姿
で
も
あ
る
。
こ
の
自
負
は
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
医
師
が
勧
め
る
外
科
手
術
の
拒
否
を
選
ば
せ

る
。
医
師
は
、「
た
つ
た
一
時
間
の
手
術
と
瓦ガ

ス斯
の
出
る
ま
で
の
一
二
日
を
あ
な
た
の
生
涯
の
一
等
い
や
な
日
に
し
て
も
大
し
た
こ
と
も
な

い
筈
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
、
き
れ
い
薩
張
り
と
抉
り
取
つ
て
第
二
段
の
生
涯
に
足
を
踏
み
入
れ
ら
れ
た
ら
ど
う
で
す
、（
略
）
あ
な
た
く
ら

ゐ
の
リ
ア
リ
ス
ト
が
そ
こ
ま
で
進
ん
で
な
さ
ら
な
い
こ
と
が
腑
に
落
ち
な
い
、
あ
な
た
な
ぞ
誰
よ
り
も
切
開
手
術
を
な
さ
る
や
う
な
お
仕
事

の
立
場
ぢ
や
な
い
ん
で
す
か
、」
と
「
彼
の
不
徹
底
な
よ
わ
い
と
こ
ろ
を
衝
い
て
」
く
る
が
、
頑
と
し
て
拒
絶
す
る
。

「
あ
な
た
く
ら
ゐ
の
リ
ア
リ
ス
ト
」「
切
開
手
術
を
な
さ
る
や
う
な
お
仕
事
」
と
は
、
小
説
家
の
本
質
を
的
確
に
捉
え
た
言
葉
で
あ
り
、
作

者
犀
星
は
医
師
に
そ
の
よ
う
に
言
わ
せ
る
こ
と
で
、
リ
ア
リ
ス
ト
ぶ
り
を
発
揮
す
る
。
内
科
療
法
に
こ
だ
わ
る
「
彼
」
の
決
断
を
「
出
来
る

だ
け
痛
い
目
に
あ
は
ず
に
と
も
か
く
も
、
疼
痛
だ
け
を
抜
き
取
つ
た
あ
と
何
ケ
月
で
も
何
ケ
年
で
も
生
き
て
ゐ
た
い
と
い
ふ
、
ず
る
い
消
極

的
な
か
ん
が
へ
で
あ
つ
た
。」
と
そ
の
場
凌
ぎ
の
不
適
切
な
認
識
で
あ
る
と
も
批
判
し
て
い
る
。「
病
人
と
い
ふ
奴
は
何
時
も
つ
ね
に
半
分
ヤ

ケ
気
味
で
半
分
は
懸
命
に
全
快
と
い
ふ
境
に
縋
り
つ
い
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
い
ま
の
彼
は
手
術
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
ら
避
け
て

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉

─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」

─

－104－



行
き
少
々
ヤ
ケ
に
生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ケ
気
味
に
な
る
こ
と
は
療
法
の
苦
痛
を
骨
抜
き
に
す
る
た
め
に
、
或
い
は
永
び
く
か
も

知
れ
な
い
命
を
少
々
ち
ぢ
め
て
も
よ
い
と
い
ふ
じ
だ
ら
く
な
考
へ
な
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
人
び
と
が
聞
い
た
ら
呆
れ
て
し
ま
ふ
で
あ

ら
う
、」
と
病
人
の
心
理
に
添
っ
て
、
得
体
の
知
れ
ぬ
手
術
へ
の
恐
怖
が
適
切
な
施
術
に
優
先
す
る
と
述
べ
つ
つ
、
第
三
者
か
ら
見
た
愚
か

し
さ
を
記
す
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
長
年
の
持
病
に
馴
染
ん
だ
身
体
が
基
準
で
あ
り
、
病
巣
を
取
り
去
っ
た
新
し
い
肉
体
は
受
け
止
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
犀
星
は
、
老
年
期
の
肉
体
が
合
理
的
な
施
療
を
超
え
て
、
こ
こ
ま
で
培
っ
て
き
た
自
分
を
保
持
す
る
と
い
う
意
味

を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
描
い
て
い
る
。「
余
り
り
か
う
で
な
い
解
釈
」
で
あ
り
、「
あ
た
ら
い
の
ち
を
無
駄
に
す
る
や
う
だ
が
、
こ
れ
も
彼

と
い
ふ
一
人
の
人
間
の
生
き
方
で
あ
る
と
す
れ
ば
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。」
と
こ
れ
ま
で
生
き
て
来
た
人
生
観
に
よ
っ
て
治
療
方
法

が
選
択
さ
れ
、
生
き
方
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

医
師
と
の
会
話
は
、「
硫
黄
色
の
ぼ
ん
ぼ
り
の
や
う
な
光
線
」
が
差
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
室
で
行
わ
れ
る
。「
硫
黄
色
」
の
不
気
味
さ
は
、
生
と

死
の
い
ず
れ
に
分
岐
す
る
か
不
分
明
な
状
況
の
表
象
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
「
黄
」
は
不
分
明
な
「
硫
黄
」
で
始
ま
り
、
こ
の
後
で
触
れ

る
が
、
薬
の
副
作
用
に
よ
る
閉
尿
が
好
転
す
る
と
、
命
を
繋
い
で
い
く
仄
か
な
光
に
変
わ
っ
て
い
く
。「
彼
」
の
病
院
食
は
、「
牛
乳
と
ス
ー

プ
と
お
ま
じ
り
に
果
汁
」
で
あ
り
、「
彼
」
は
食
事
を
運
搬
す
る
車
を
「
た
か
ら
の
車
」「
あ
つ
も
の
の
車
」「
飯
車
」
と
呼
ん
で
い
た
。
比

喩
と
即
物
的
な
呼
称
が
併
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
小
説
家
に
し
て
詩
人
で
あ
る
「
彼
」
ら
し
い
。
食
事
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

た
と
へ
ば
食
塩
と
い
ふ
も
の
を
振
り
か
け
る
た
め
に
、
つ
か
つ
て
よ
い
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
か
ら
、
彼
は
お
ま
じ
り
に
そ
の
食
塩
を
ふ

り
か
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
お
ま
じ
り
の
味
は

乱
と
か
が
や
い
て
来
て
、
お
ま
じ
り
と
い
ふ
も
の
が
、
満
開
の
さ
く
ら
の
花
を
見
る
や

う
で
あ
つ
た
。
彼
は
そ
れ
を
一
さ
じ
あ
て
馬
鹿
面
を
し
て
、
や
ぶ
れ
た
胃
ぶ
く
ろ
に
と
ど
け
て
ゐ
た
。
こ
れ
ら
四
種
類
の
流
動
物
に
、
黄

ろ
い
半
熟
の
卵
が
つ
い
て
ゐ
た
が
、
こ
い
つ
は
六
つ
切
に
す
る
と
二
号
活
字
く
ら
ゐ
の
小
さ
さ
に
な
り
、
そ
れ
を
匙
の
上
に
こ
ろ
が
し
殆

ど
戯
る
や
う
に
し
て
、
噛
み
く
だ
い
て
ゐ
た
。
月
夜
の
や
う
な
こ
の
味
ひ
は
味
ふ
ひ
ま
も
な
く
、
す
ぐ
に
消
え
失
せ
た
。

お
ま
じ
り
（
薄
い
粥
）
は
、
塩
を
振
り
か
け
る
こ
と
で
「
満
開
の
さ
く
ら
の
花
」
と
な
り
、「
黄
ろ
い
半
熟
の
卵
」
は
「
月
夜
の
や
う
な
」
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味
わ
い
と
な
る
。
味
覚
と
視
覚
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
、
審
美
的
な
世
界
に
変
容
す
る
。
そ
れ
は
、
細
々
と
で
も
昨
日
か
ら
今
日
へ
と
命
を

繋
い
で
い
る
実
感
で
あ
り
、
詩
人
の
眼
の
維
持
で
あ
る
。

「
彼
」
が
入
院
し
て
い
る
病
院
は
、「
窓
先
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は
真
白
な
九
階
で
あ
り
、
左
手
の
ビ
ル
は
少
々
よ
ご
れ
た
八
階
だ
つ
た
。
そ
し

て
こ
の
病
院
は
古
城
の
や
う
に
鼠
色
を
お
び
て
ゐ
て
、
そ
の
三
階
か
ら
毎
日
古
鉄
材
と
古
材
木
を
引
摺
つ
て
歩
く
電
車
と
バ
ス
と
、
一
分
間

に
六
七
台
は
馳は

し
る
く
る
ま
の
音
と
警
笛
と
で
、
窓
も
病
室
の
中
も
一
杯
で
あ
つ
た
。」
と
ビ
ル
に
囲
ま
れ
た
鼠
色
の
「
古
城
」
と
し
て
形

容
さ
れ
る
。「
彼
」
は
、「
か
う
い
ふ
東
京
の
ま
ん
な
か
に
起
臥
し
た
の
は
は
じ
め
て
で
あ
る
が
、
全
く
こ
れ
で
は
町
家
の
人
も
よ
く
ね
む
れ

な
い
で
あ
ら
う
、」
と
感
想
を
洩
ら
し
、
十
数
年
前
の
ハ
ル
ピ
ン
旅
行
で
の
ホ
テ
ル
滞
在
を
思
い
出
す
。「
彼
」
な
ら
ぬ
犀
星
は
、
昭
和
七
年

四
月
に
大
森
谷
中
か
ら
大
森
馬
込
に
転
居
し
、
以
来
庭
を
丹
精
し
つ
つ
日
本
家
屋
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
鉄
筋
建
築
三
階
で
の
病
院
生
活
は
、

異
国
の
よ
う
な
思
い
が
し
た
で
あ
ろ
う
。
薬
の
副
作
用
で
閉
尿
に
苦
し
め
ら
れ
た
「
彼
」
は
、「
寝
台
か
ら
窓
の
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
二

メ
ー
ト
ル
半
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
こ
は
三
階
で
地
上
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
街
路
に
な
り
、
ひ
と
息
に
飛
び
降
り
て
し
ま
へ
ば
ぐ
つ
し
や
り
と

潰
れ
て
し
ま
ふ
、
訳
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
分
間
で
か
た
が
つ
く
、
彼
は
こ
の
一
分
間
と
い
ふ
時
間
が
な
ん
と
素
晴
ら
し
く
、
そ
し
て
貴

重
で
い
や
ら
し
い
時
間
だ
ら
う
と
思
つ
た
。」
と
余
り
の
苦
痛
に
死
を
夢
想
す
る
。
非
日
常
の
「
古
城
」
は
、
短
絡
的
な
苦
痛
か
ら
の
解
放

も
夢
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
付
添
い
の
看
護
婦
の
知
恵
に
よ
っ
て
膀
胱
を
懐
炉
で
温
め
て
尿
が
出
る
と
、「
彼
は
こ
れ
こ
そ
生
き

る
力
が
試た

め
さ
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
、」
と
今
日
か
ら
明
日
へ
命
を
繋
い
で
い
く
さ
さ
や
か
な
自
信
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
手
術

を
待
つ
で
あ
ろ
う
老
齢
の
入
院
患
者
の
「
勇
敢
さ
」
を
認
め
つ
つ
、「
彼
は
彼
流
の
生
き
方
を
し
て
腹
を
切
開
し
た
り
胃
袋
に
つ
ぎ
を
当
て

た
り
す
る
、
そ
れ
自
身
に
か
ら
だ
の
歴
史
に
あ
は
な
い
や
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
か
つ
た
。
彼
は
彼
の
歴
史
を
こ
の
儘
た
と
へ
時
勢
に
あ
は

な
く
と
も
、
そ
つ
と
、
ま
も
つ
て
ゐ
た
か
つ
た
、」
と
自
分
の
判
断
を
確
認
す
る
自
己
肯
定
に
繋
が
る
。
こ
こ
で
も
「
か
ら
だ
の
歴
史
」
と

「
彼
の
歴
史
」
が
等
価
で
あ
る
犀
星
の
肉
体
的
思
考
が
一
貫
し
て
い
る
。

生
の
継
続
に
肯
定
的
に
な
っ
た
「
彼
」
は
、「
も
一
つ
彼
の
病
室
か
ら
出
た
こ
と
が
な
い
が
、
天
災
地
変
の
時
に
こ
の
古
城
か
ら
ど
う
い

ふ
ふ
う
に
遁
れ
る
み
ち
を
え
ら
ん
だ
ら
い
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
暇
さ
へ
あ
れ
ば
考
へ
て
ゐ
た
」
の
で
、「
こ
の
堅
牢
な
古
城
」
で
そ
の
下

見
を
実
行
す
る
。
階
段
の
幅
は
七
尺
、
踊
り
場
の
広
さ
は
四
畳
半
と
い
う
ゆ
と
り
に
安
堵
し
、
裏
階
段
を
確
認
し
、
屋
上
か
ら
降
り
て
い
る

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
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梯
子
形
式
の
階
段
が
「
お
も
に
二
階
三
階
の
人
が
天
変
の
折
に
つ
か
ふ
た
め
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
も
知
る
。
外
科
手
術
で

は
な
い
内
科
治
療
で
ど
ん
な
効
果
が
現
わ
れ
る
か
、
結
果
は
ま
だ
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
非
難
経
路
を
確
認
す
る
「
彼
」
は
生
き
る
方

向
に
針
を
振
り
、
リ
ア
リ
ス
ト
の
眼
で
行
動
す
る
の
で
あ
る
。

「
彼
」
は
外
を
眺
め
て
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
抱
く
。

大
阪
ビ
ル
の
側
面
が
そ
の
い
ら
か
屋
根
を
そ
ろ
へ
て
見
え
る
の
も
、
煉
瓦
が
煤
ば
ん
だ
湿
気
を
お
び
て
美
し
い
偉
観
で
あ
つ
た
。
彼
は

こ
の
古
城
に
ね
て
ゐ
て
少
し
も
憂
慮
を
感
じ
な
い
で
、
の
び
の
び
と
都
会
の
ま
ん
中
に
ゐ
ら
れ
る
や
う
な
気
が
し
た
。
古
城
の
ま
は
り

が
悉
く
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
塔
壁
の
中
に
あ
る
の
も
、
暖
か
つ
た
。

鼠
色
の
「
古
城
」
は
、
自
分
を
閉
じ
込
め
る
堅
牢
な
建
築
で
は
な
く
、
安
堵
し
て
都
会
を
実
感
す
る
居
心
地
の
良
い
居
室
に
変
わ
る
。
病

院
も
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
も
ひ
と
続
き
の
リ
ズ
ム
、
空
間
と
化
す
の
で
あ
る
。「
硫
黄
」
の
黄
は
、
体
調
の
好
転
を
介
し
て
「
黄
ろ
い
半
熟
の
卵
」

の
「
月
夜
」
の
味
わ
い
に
変
わ
り
、
安
眠
で
き
な
い
「
鼠
色
」
の
古
城
も
「
美
し
い
偉
観
」
に
溶
け
込
ん
だ
「
暖
か
」
な
風
景
の
一
部
と
化

す
。
作
中
で
は
「
鼠
色
」
で
あ
る
が
、
表
題
で
は
「
灰
色
」
で
あ
る
の
は
、「
鼠
色
」
に
付
随
す
る
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
避
け
て
「
黄
」

と
対
に
な
る
中
立
性
、
抽
象
性
で
揃
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
共
に
、「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
と
い
う
題
名
は
、
死
の
恐
怖

と
生
の
希
望
を
行
き
来
し
つ
つ
、
病
院
を
象
徴
す
る
二
つ
の
色
の
色
調
が
変
容
し
、
生
き
る
針
が
生
に
振
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を

表
し
て
い
る
。

　
　
　
　
三
　「
蝶
紋
白
」
に
お
け
る
散
文
と
詩

「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
が
、
病
院
と
い
う
死
と
生
が
同
居
す
る
空
間
を
描
い
た
の
に
対
し
、「
蝶
紋
白
」
は
、
看
護
婦
と
の
対
話
を
中
心
と

し
て
そ
の
中
の
人
々
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
、「
医
者
は
平
常
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
中
で
嘗
て
誰
人
か
ら
も
た
し
な
め
ら
れ
た
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こ
と
の
な
い
彼
に
、
い
つ
も
ベ
ツ
ド
の
上
に
起
き
上
り
、
タ
バ
コ
を
ふ
か
し
濃
い
玉
露
を
す
す
つ
て
ゐ
る
の
を
見
附
け
て
、
煙
草
を
禁
じ
茶

を
禁
じ
起
き
上
る
こ
と
を
禁
じ
て
去
つ
た
。」
と
医
者
の
指
示
に
従
わ
な
い
頑
固
な
患
者
と
し
て
「
彼
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
従
わ
な
い
ど

こ
ろ
か
、「
医
者
が
去
る
と
起
き
直
つ
て
か
ん
ご
ふ
の
栗
山
さ
ん
に
、
ビ
ス
ケ
ツ
ト
を
一
個
と
い
う
注
文
を
し
、
さ
ら
に
茶
を
い
れ
て
く
れ

る
や
う
に
言
ひ
つ
け
た
。」
と
自
分
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
崩
さ
な
い
手
の
焼
け
る
患
者
ぶ
り
で
あ
る
。

背
景
と
な
る
犀
星
の
日
記
を
見
る
と
、「
け
ふ
は
じ
め
て
痛
み
が
な
く
な
り
、
呆
れ
る
く
ら
ゐ
平
安
な
日
を
お
く
つ
た
。
ち
や
う
ど
入
院

十
九
日
め
で
あ
る
。
奇
蹟
に
ぞ
く
す
る
で
あ
ら
う
。
／
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
と
題
し
た
入
院
記
が
や
や
見
当
が
つ
い
た
。
医
者
の
来
な
い

間
に
盗
人
の
や
う
に
書
い
た
小
説
」（
２
・
９
）「
胃
痛
、
け
ふ
も
ら
く
に
な
る
、
明
日
再
度
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
、
け
ふ
か
ら
卵
黄
一
つ
だ

け
ふ
や
し
て
た
べ
て
も
、
よ
い
由
。」（
２
・
11
）「
二
回
目
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
、
主
治
医
は
潰
瘍
は
治
り
か
か
つ
て
ゐ
る
が
、
院
長
ま
で

言
つ
て
お
く
こ
と
が
あ
る
と
言
つ
た
。
／
院
長
回
診
の
折
、
潰
瘍
の
あ
と
か
ら
ガ
ン
の
細
胞
ら
し
い
も
の
が
覗
い
て
ゐ
る
か
ら
、
も
う
し
ば

ら
く
入
院
せ
よ
と
い
は
れ
た
。（
略
）
／
病
院
物
の
続
き
を
か
き
は
じ
め
る
。」（
２
・
12
）「
け
ふ
で
無
痛
状
態
が
五
日
間
続
い
た
。
／
ビ
ス

ケ
ツ
ト
と
ク
ラ
ツ
カ
を
食
べ
て
も
よ
い
由
、
ビ
ス
ケ
ツ
ト
は
鳥
度
あ
ま
く
て
う
ま
か
つ
た
。
あ
ま
い
も
の
は
三
週
間
ぶ
り
で
あ
る
。」
と
あ

る
。
時
間
的
に
も
「
蝶
紋
白
」
は
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
の
続
編
で
あ
り
、
癌
の
細
胞
ら
し
き
も
の
の
疑
い
は
あ
る
も
の
の
、
快
方
に
向

か
っ
て
い
る
時
期
の
入
院
記
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
も
、「
け
ふ
、
は
じ
め
て
ひ
ら
め
一
切
と
お
粥
と
つ
く
、
二
十
五
日
ぶ
り
で

さ
か
な
と
い
ふ
も
の
を
食
べ
た
が
、
う
ま
い
も
の
で
あ
つ
た
。」（
２
・
15
）「
け
ふ
は
じ
め
て
パ
ン
食
、
バ
タ
ー
は
向
日
葵
の
や
う
に
口
の

中
に
と
け
る
、
バ
タ
ー
が
こ
ん
な
に
う
ま
い
も
の
と
思
は
な
か
つ
た
。」（
２
・
16
）「
ビ
ス
ケ
ツ
ト
、
を
食
べ
て
見
る
、
う
ま
い
。
ク
ラ
ツ

カ
も
同
じ
。
明
日
は
カ
ス
テ
ラ
を
試
食
す
べ
し
」（
２
・
17
）「
カ
ス
テ
ラ
を
た
べ
て
み
た
が
、
う
ま
か
つ
た
。
／
け
ふ
で
無
痛
の
日
、
十
日

間
を
か
ぞ
へ
た
。
も
う
大
丈
夫
で
あ
ら
う
。
二
十
三
日
退
院
の
事
、
院
長
ま
で
申
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。」（
２
・
18
）
と
日
に
日
に
調
子
が

上
向
き
に
な
り
、
退
院
の
目
途
も
つ
い
て
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
彼
」
の
強
気
は
、
作
者
の
こ
の
よ
う
な
健
康
状
態
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、

人
々
を
観
察
す
る
余
裕
も
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
「
彼
」
の
眼
に
看
護
婦
の
姿
は
次
の
よ
う
に
映
る
。

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉

─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」

─
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病
院
附
の
か
ん
ご
ふ
は
髪
に
純
白
の
か
ん
む
り
の
や
う
な
も
の
を
冠
り
、
白
い
靴
を
は
い
て
毎
朝
や
つ
て
来
る
、
修
道
院
か
何
か
の

風
俗
の
型
を
と
つ
た
も
の
ら
し
く
、
う
し
ろ
で
白
い
つ
ば
さ
の
や
う
に
結
び
目
を
蝶
の
や
う
に
展
げ
て
ゐ
た
。
こ
の
清
潔
な
す
が
た
ほ

ど
、
患
者
を
き
り
つ
と
さ
せ
る
も
の
は
な
い
、

「
蝶
紋
白
」
と
は
、
看
護
婦
の
姿
の
形
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
節
で
触
れ
た
、
日
記
に
記
さ
れ
た
虫
の
記
録
か
ら
も
窺
え
る

よ
う
に
、
犀
星
は
、
小
さ
な
生
き
物
を
愛
好
し
た
。
蟋
蟀
や
き
り
ぎ
り
す
が
命
の
果
て
を
見
届
け
る
対
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
蝶
は
、
美

に
よ
っ
て
命
が
甦
る
対
象
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
の
日
記
に
は
、「
黄
ろ
い
小
形
の
蝶
舞
ふ
。
こ
ん
な
美
し
い

も
の
の
生
き
て
ゐ
る
こ
と
に
驚
く
。
こ
の
驚
き
は
年
老
つ
た
老
ぼ
れ
が
出
直
し
た
や
う
な
驚
き
な
の
で
あ
る
。
年
老
る
と
す
べ
て
美
し
い
も

の
に
出
直
し
て
眺
め
驚
く
、
あ
は
れ
な
驚
き
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
か
な
り
前
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
集
『
文
学
』（
三
笠
書
房　

昭
10
・
９
）

所
収
の
「
丸
の
内
」注

５

か
ら
も
犀
星
の
紋
白
蝶
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
が
窺
え
る
。

蝶
は
ね
ぐ
ら
を
も
た
な
い
不
良
少
女
の
や
う
に
よ
ご
れ
て
し
ま
ひ
、
美
し
い
ボ
ロ
を
引
き
づ
つ
て
立
つ
て
行
つ
た
。

「
煤
よ
ご
る
蝶
紋
白
や
丸
の
内
」

僕
は
く
る
ま
の
上
で
ま
た
、「
昼
ね
む
き
蝶
紋
白
や
丸
の
内
」
と
訂
し
、
さ
ら
に
「
煤
よ
ご
る
蝶
の
ね
ぐ
ら
や
丸
の
内
」
と
直
し
た
。

僕
の
眼
は
歩
道
の
白
い
照
り
返
し
に
痛
ん
で
、
子
供
の
や
う
に
眼
を
ほ
そ
め
て
遠
景
の
濠
端
の
波
に
憩
み
を
と
つ
て
ゐ
た
。

昭
和
初
年
代
の
犀
星
は
、
詩
集
と
し
て
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
受
容
し
た
『
鉄

く
ろ
が
ね集
』（
椎
の
木
社　

昭
７
・
９
）
を
刊
行
し
て
お
り
、「
丸
の

内
」
も
そ
の
系
列
で
あ
る
。
散
文
詩
の
中
に
俳
句
も
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
構
成
に
お
い
て
三
好
達
治
の
影
響
を
感
じ
さ

せ
る
。
犀
星
が
入
院
し
て
い
た
の
が
日
比
谷
病
院
と
い
う
「
都
会
の
ま
ん
中
」（「
黄
と
灰
色
の
問
答
」）
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、

「
蝶
紋
白
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
モ
ダ
ン
な
丸
の
内
の
情
景
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

紋
白
蝶
の
イ
メ
ー
ジ
が
、「
彼
」
に
詩
の
言
葉
を
発
見
さ
せ
る
。
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彼
は
浣
腸
の
必
要
を
の
べ
、
腸
が
張
る
こ
と
を
う
つ
た
へ
る
と
、
彼
女
は
注
射
の
容
器
を
か
た
づ
け
な
が
ら
、
片
手
間
の
返
事
ら
し
く

先
刻
と
お
な
じ
ぐ
あ
ひ
で
、
平
仮
名
の
一
字
づ
つ
に
空
間
を
置
い
て
見
習
看
護
婦
に
い
つ
た
。
お
か
ん
ち
や
う
し
て
あ
げ
て
…
…
彼
は

こ
の
し
て
、
あ
げ
て
と
い
ふ
ゆ
つ
た
り
し
た
言
葉
づ
か
ひ
と
、
お
浣
腸
の
、
お
、
と
い
ふ
不
思
議
な
冒
頭
の
一
字
を
ま
だ
嘗
て
聞
い
た

こ
と
が
な
い
の
で
、
妙
な
と
こ
ろ
に
妙
な
文
字
の
う
つ
く
し
さ
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
毎
日
の
注
射
を
う
け
な
が
ら

彼
女
と
話
し
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
彼
女
も
忙
し
い
の
で
ほ
ん
の
一
言
か
二
言
く
ら
ゐ
し
か
は
な
さ
な
か
つ
た
。
お
痛
か
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
、
と
か
、
注
射
液
が
冷
え
て
ゐ
る
の
で
つ
め
た
か
あ
り
ま
せ
ん
か
、
注
射
液
を
一
本
に
み
ん
な
入
れ
て
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
お

時
間
が
永
く
な
る
の
で
お
痛
い
で
せ
う
、
と
か
、
い
ふ
く
ら
ゐ
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
つ
た
。
に
も
か
か
は
ら
ず
彼
は
け
ふ
の
そ
れ
が
平
常

我
々
が
詩
と
か
何
と
か
を
頭
の
中
に
さ
が
し
ま
は
つ
て
ゐ
て
も
、
決
し
て
見
附
か
ら
な
か
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
実
際
の
人
と
人
の
あ

ひ
だ
に
う
た
は
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
き
り
失
く
な
つ
て
し
ま
ふ
記
憶
す
べ
き
一
行
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

詩
の
言
葉
が
ふ
い
と
業
務
の
言
葉
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
詩
の
言
葉
は
固
定
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
際

に
交
わ
さ
れ
る
言
葉
か
ら
発
見
さ
れ
る
生
々
し
い
詩
の
現
場
が
描
か
れ
る
。「
彼
」
は
「
気
を
附
け
て
ゐ
る
と
人
間
は
た
い
せ
つ
な
言
葉
を
、

ど
れ
だ
け
多
く
の
も
の
を
毎
日
失
う
て
ゐ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
は
後
で
は
捜
し
や
う
も
な
い
の
で
あ
る
。」
と
言
葉
の
響
き
、

間
、
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
肉
体
性
が
一
回
的
な
表
現
を
作
り
出
す
こ
と
に
思
い
を
致
す
。「
彼
」
は
紋
白
蝶
の
よ
う
な
看
護
婦
が
最
初
に
放
っ

た
言
葉
も
、
次
の
よ
う
に
反
芻
す
る
。

彼
は
彼
の
文
章
に
刺
戟
を
か
ん
じ
、
ひ
と
り
言
を
し
て
言
葉
の
あ
と
を
小
時
趁
う
た
。
あ
か
る
い　

と
こ
ろ
に　

立
た
な
い
で
、
…

…
こ
れ
は
彼
の
文
章
と
い
ふ
あ
か
ん
坊
の
た
め
に
は
、
気
の
き
い
た
子
守
う
た
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
患
者
で
あ
る
彼
自
身

へ
は
、
お
か
ん
ち
や
う　

し
て　

あ
げ
て
と
い
ふ
第
二
聯
の
詩
が
く
ち
ず
さ
ま
れ
た
の
で
、
彼
と
一
し
よ
に
病
院
に
は
い
つ
た
彼
の
文

章
も
い
ま
一
服
の
く
す
り
を
服の

ん
だ
の
と
同
じ
で
あ
つ
た
。

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉

─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
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詩
の
言
葉
の
発
見
は
、
直
前
の
発
話
も
詩
に
変
え
る
。「
非
常
に
ゆ
つ
く
り
と
し
た
言
葉
つ
き
で
、
そ
れ
も
性
質
の
ゆ
る
や
か
さ
の
現
は

れ
と
し
て
、
幾
つ
か
の
文
字
を
空
気
の
あ
ひ
だ
に
な
ら
べ
た
。」
と
い
う
印
象
が
詩
と
し
て
認
識
さ
れ
、
詩
人
と
し
て
の
「
彼
」
の
意
識
が

活
発
に
動
き
出
す
。

「
平
穏
な
退
院
の
日
を
か
ぞ
へ
て
ゐ
る
彼
に
、
週
期
的
な
便
秘
の
憂
鬱
が
や
つ
て
来
た
。」
と
い
う
便
秘
の
解
消
の
た
め
に
「
石
鹸
浣
腸
」

を
試
み
る
が
、
看
護
婦
に
従
わ
な
い
た
め
に
失
敗
し
、「
彼
」
の
要
望
で
「
グ
リ
セ
リ
ン
浣
腸
」
を
試
み
る
も
同
じ
く
動
い
て
し
ま
っ
た
た

め
に
失
敗
し
、「
ほ
じ
く
る
」
手
段
を
強
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
場
面
が
あ
る
。
犀
星
は
、「
彼
」
と
「
か
ん
ご
ふ
の
栗
山
さ
ん
」
の
会

話
で
構
成
し
て
い
る
。

「
寝
台
か
ら
降
り
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
あ
、
ま
た
降
り
て
お
し
ま
ひ
に
な
つ
た
、
床
の
上
で
ど
う
な
さ
る
お
つ
も
り
で
す
、
ぢ
や
、
し

や
が
ん
で
ゐ
て
下
さ
い
、
い
や
、
四
つ
ん
這
ひ
に
な
つ
て
い
た
だ
か
な
い
と
何
も
出
来
は
し
ま
せ
ん
、
四
つ
ん
這
ひ
に
な
つ
て
く
だ
さ

い
。」

「
四
つ
ん
這
ひ
に
な
れ
と
い
ふ
の
か
、
失
敬
な
こ
と
を
い
ふ
。」

「
も
う
些ち

よ

つ
と
で
す
、
四
つ
ん
這
ひ
に
な
つ
て
く
だ
さ
い
。」

「
こ
れ
で
い
い
か
。」

「
ぢ
つ
と
し
て
が
ま
ん
す
る
ん
で
す
よ
、
息
を
お
つ
め
に
な
つ
て
。」

「
あ
。」

「
ち
か
ら
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
、
全
身
で
す
よ
」

「
あ
、
苦
し
い
。」

「
も
う
ち
よ
つ
と
で
す
、
ほ
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
ら
く
に
お
な
り
で
せ
う
、
す
つ
か
り
出
ま
し
た
わ
よ
。」

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

－111－



こ
の
件
は
、
日
記
（
二
月
十
九
日
）
に
は
、「
け
ふ
再
度
の
浣
腸
を
し
た
が
効
か
な
い
、
看
ご
婦
が
掘
じ
る
と
い
つ
て
、
肛
門
に
指
を
入

れ
て
掘
つ
て
く
れ
、
や
う
や
く
通
じ
が
つ
い
た
が
、
こ
の
間
の
一
時
間
は
苦
し
く
ゲ
ツ
ソ
リ
し
て
し
ま
つ
た
。（
略
）「
円
舞
曲
ガ
ン
」
四
十

枚
と
な
る
、
／
か
ん
ご
ふ
の
掘
じ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
し
ご
と
の
困
難
な
の
に
つ
く
づ
く
感
心
す
る
。」
と
看
護
婦
へ
の
感
謝
と
感
心

が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
小
説
で
は
「
栗
山
さ
ん
」
の
畳
み
か
け
る
命
令
、「
彼
」
の
弱
々
し
い
抵
抗
と
受
け
入
れ
、「
栗
山
さ

ん
」
の
励
ま
し
、「
彼
」
が
思
わ
ず
洩
ら
す
声
と
い
う
丁
々
発
止
と
も
言
う
べ
き
対
話
の
連
続
で
、
不
浄
物
の
排
出
作
業
が
格
闘
す
る
肉
体

と
化
し
て
い
く
。「
彼
」
は
「
こ
れ
は
一
体
何
と
い
ふ
職
業
な
の
だ
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
間
の
苦
痛
を
取
り
除
く
た
め
に
、
医
者
に
も

出
来
な
い
し
ご
と
を
敢
行
す
る
た
め
に
自
分
の
疲
労
体
力
ま
で
賭
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
ふ
こ
と
だ
ら
う
、
彼
は
い
つ
も
栗
山

さ
ん
の
い
ふ
ふ
し
ぎ
な
言
葉
を
胸
に
か
ん
じ
た
。
そ
れ
は
患
者
が
便
秘
す
る
と
彼
女
自
身
も
便
秘
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
患

者
の
下
痢
が
つ
づ
く
と
彼
女
も
ま
た
そ
の
下
痢
状
態
に
健
康
が
持
つ
て
ゆ
か
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
患
者
の
肉
体
と
連
動
し
て
自
分
の
肉
体

も
変
化
す
る
看
護
婦
と
い
う
職
業
に
畏
怖
の
念
を
抱
く
。「
栗
山
」
さ
ん
と
「
彼
」
の
対
話
は
肉
体
の
協
同
作
業
で
あ
り
、
打
て
ば
響
く
リ

ズ
ム
を
形
成
し
て
い
く
。

看
護
婦
か
ら
紋
白
蝶
が
飛
び
立
ち
、
業
務
の
言
葉
か
ら
詩
の
言
葉
が
生
ま
れ
、
詩
の
言
葉
が
連
打
さ
れ
て
い
く
。
入
院
生
活
と
い
う
非
日

常
空
間
の
中
で
、
犀
星
は
、
散
文
と
詩
を
往
還
し
、
生
き
た
詩
を
逃
す
ま
い
と
捕
獲
す
る
身
体
に
な
る
の
で
あ
る
。

小
説
の
終
り
近
く
で
語
り
手
は
、「
赤
ん
坊
は
夜
が
明
け
る
と
す
ぐ
に
目
を
さ
ま
す
、
老
人
と
い
ふ
も
の
も
、
夜
が
明
け
る
と
間
も
な
く

起
き
て
し
ま
ふ
。
赤
ん
坊
は
生
き
る
た
め
に
夜
明
け
と
い
ふ
り
ん
く
わ
く
の
外
側
に
足
を
踏
み
出
し
て
暴
れ
る
、
老
人
は
一
日
と
い
ふ
時
間

を
少
し
で
も
余
計
に
生
き
た
い
た
め
に
、
も
う
庭
に
出
た
り
畠
に
出
た
り
し
て
ゐ
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
で
目
先
の
な
い
奴
と
、
た
つ
ぷ
り

先
の
あ
る
奴
と
が
、
う
し
ろ
向
き
に
な
つ
て
蟹
の
や
う
に
横
這
ひ
を
つ
づ
け
て
ゐ
る
、
彼
も
実
は
老
い
た
る
蟹
の
一
疋
で
あ
つ
た
。」
と
い

う
感
想
を
述
べ
る
。「
老
い
た
る
蟹
の
一
匹
」
と
い
う
形
容
は
、
絶
筆
「
老
い
た
る
え
び
の
う
た
」（『
婦
人
の
友
』
56
巻
４
号　

昭
37
・
４
）

注
６

の
「
き
や
う
は
え
び
の
や
う
に
悲
し
い
」「
生
き
て
た
た
み
を
這
う
て
い
る
え
せ
え
び
一
疋
。
／
か
ら
だ
じ
ゆ
う
が
悲
し
い
の
だ
」
と
い
う

表
現
に
繋
が
っ
て
い
く
。

小
説
の
最
後
で
、「
彼
」
が
娘
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
の
が
自
分
の
日
常
だ
と
つ
ら
つ
ら
思
っ
て
い
る
と
、
突
然
「
そ
ん
な
に
お
苦
し
か

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
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つ
た
ら
、
ね
、
一
緒
に
死
ん
で
あ
げ
ま
せ
う
か
、」
と
い
う
「
一
行
の
会
話
」
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。
こ
れ
は
、「
彼
」
が
伝
え
聞
い
た
「
十
年

も
苦
し
ん
で
ゐ
る
若
い
有
名
な
文
学
者
で
あ
り
良
人
」
に
「
顔
を
よ
せ
て
い
つ
た
」
妻
の
言
葉
で
あ
る
。「
彼
」
の
次
の
感
想
で
小
説
は
終

わ
る
。人

間
は
う
そ
で
か
た
ま
つ
て
ゐ
る
や
う
な
動
物
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
、
そ
の
嘘
が
ほ
ぐ
れ
て
し
ま
ふ
と
、
全
く
死
ん
で
く
れ
る
人
さ

へ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
人
を
お
め
お
め
死
な
せ
る
人
も
ゐ
な
い
だ
ら
う
が
、
こ
の
言
葉
の
一
行
は
ど
ん
な
小
説
の
な
か
に
も

発
見
で
き
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
彼
は
う
そ
で
も
い
い
か
ら
こ
ん
な
言
葉
に
出
会
す
た
め
に
生
き
て
も
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
、
生

き
て
ゐ
る
か
ら
こ
の
言
葉
が
ふ
る
ひ
附
き
た
く
な
る
、
麗
し
さ
を
見
せ
て
く
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

「
う
そ
」
か
ら
出
た
ま
こ
と
こ
そ
が
そ
の
人
を
生
き
さ
せ
る
言
葉
で
あ
り
、
小
説
家
は
「
う
そ
」
を
ま
こ
と
の
言
葉
＝
詩
の
言
葉
に
変
え

る
存
在
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
虚
の
言
葉
を
取
り
込
ん
で
、
ま
こ
と
の
言
葉
に
血
肉
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
彼
」
の
言
葉

は
、
こ
の
後
の
犀
星
の
作
家
活
動
に
お
け
る
作
中
人
物
と
の
向
き
合
い
方
、
関
わ
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　
　
終
わ
り
に

還
暦
を
迎
え
た
犀
星
は
、
老
年
期
に
お
け
る
病
が
ち
な
肉
体
や
気
力
の
衰
え
を
率
直
に
日
記
に
記
す
一
方
で
、
生
き
る
欲
望
を
全
面
的
に

肯
定
し
、
老
年
の
人
間
が
今
日
か
ら
明
日
へ
命
を
繋
い
で
い
く
た
め
の
肌
理
細
や
か
な
眼
差
し
と
リ
ズ
ム
を
体
得
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
世

相
に
対
す
る
健
や
か
な
批
判
意
識
と
共
に
あ
り
、
犀
星
が
強
靭
な
生
活
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

犀
星
は
胃
潰
瘍
で
一
ヶ
月
余
り
入
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
外
科
手
術
で
は
な
く
、
自
分
が
納
得
で
き
る
内
科
療
法
を
押
し
通
し
、
自

分
の
来
し
方
が
治
療
の
選
択
と
不
即
不
離
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
死
の
恐
怖
と
生
の
希
望
を
行
き
来
す
る
中
で
、
快
方
の
兆
し
が
見
え
て

く
る
と
、
自
分
の
生
の
引
き
受
け
方
に
安
堵
と
余
裕
が
生
ま
れ
、
病
院
の
業
務
的
な
や
り
取
り
か
ら
詩
の
言
葉
を
発
見
し
、
嘘
と
ま
こ
と
を
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反
転
さ
せ
る
詩
の
次
元
の
追
求
へ
と
犀
星
を
押
し
上
げ
て
い
く
。

犀
星
に
と
っ
て
、
老
年
期
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
老
い
の
実
態
と
生
の
欲
望
、
死
の
恐
怖
と
生
の
希
望
、
散
文
の
言
葉
と
詩
と
言
葉
を
多

面
的
に
往
還
し
つ
つ
、
新
た
な
詩
の
言
葉
を
獲
得
す
る
始
ま
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
一
覧

注
１　

引
用
は
『
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
』
第
３
巻
（
冬
樹
社　

昭
53
・
11
）
に
よ
る
。

注
２　
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
の
引
用
は
『
室
生
犀
星
全
集
』
第
９
巻
（
新
潮
社　

昭
42
・
８
）
に
よ
る
。

注
３　

日
記
の
引
用
は
、
昭
和
二
十
三
年
九
月
一
日
～
昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十
三
日
、
及
び
昭
和
六
年
一
月
一
日
～
五
月
十
三
日
は
『
室
生
犀
星
全
集
』

別
巻
１
（
新
潮
社　

昭
41
・
５
）、
昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十
四
日
～
昭
和
三
十
一
年
六
月
七
日
、
及
び
昭
和
二
十
三
年
三
月
三
十
日
～
八
月
三
十
一

日
（
昭
和
二
十
三
年
補
遺
）
は
『
室
生
犀
星
全
集
』
別
巻
２
（
昭
43
・
１
）
に
よ
る
。

注
４　

犀
星
、
朝
子
の
年
譜
は
「
年
譜
」（『
室
生
犀
星
全
集
』
別
巻
２
）
に
よ
る
。

注
５　
『
文
学
』（
三
笠
書
房　

昭
10
・
９
）
所
収
の
「
桃
印
詩
集
」（
二
十
篇
）
の
一
篇
。
初
出
は
未
詳
。
引
用
は
『
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
』
第
２
巻
（
冬

樹
社　

昭
53
・
11
）
に
よ
る
。

注
６　

引
用
は
『
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
』
第
３
巻
に
よ
る
。

※
引
用
に
際
し
て
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉

─
入
院
記
「
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漢
字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
略
字
「
尽
」
の
構
成
素
「
尺
」
の
場
合

─

菊　
　

地　
　

恵　
　

太

　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

従
来
の
漢
字
字
体
史
研
究
に
お
い
て
は
、
石
塚
晴
通
（
一
九
九
九
）
を
始
め
、
比
較
的
規
範
に
即
し
た
場
面
に
お
け
る
字
体
使
用
の
体
系

的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
、
中
国
及
び
日
本
に
お
け
る
規
範
字
体
の
変
遷
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
実
用
的
場
面
（
規

範
に
則
る
必
要
性
の
な
い
場
面
）
に
お
け
る
字
体
の
歴
史
や
体
系
性
に
つ
い
て
は
不
明
な
面
も
多
い
と
言
え
る
。
例
え
ば
昭
和
二
四
年
（
一

九
四
九
）
に
告
示
さ
れ
た
当
用
漢
字
字
体
表
で
は
、
従
来
略
字
体
と
さ
れ
て
い
た
字
体
が
新
字
体
と
し
て
採
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
字
体

の
来
歴
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
な
い
面
が
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
実
用
的
場
面
で
の
使
用
が
想
定
さ
れ
る
字
体
で
あ
る
略
字
体
（
規
範

的
な
字
体
に
対
し
て
簡
略
化
さ
れ
た
字
体
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
異
な
る
字
種
の
字
体
が
共
通
す
る
構
成
要
素
に
よ
っ
て
簡

略
化
さ
れ
る
現
象
に
着
目
す
る
。

当
用
漢
字
の
う
ち
新
字
体
と
し
て
採
用
さ
れ
た
「
尽
」
と
い
う
字
体
は
、「
盡
」
の
略
字
体
に
当
た
る
字
体
で
あ
り
、
旧
字
体
か
ら
特
に

大
き
く
形
の
変
わ
っ
た
字
体
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
「
尽
」
と
同
様
、
字
体
の
上
部
に
「
尺
」
と
い
う
形
を
持
つ
漢
字
と
し
て
「
昼
」
が
あ

る
が
、
こ
の
旧
字
体
は
「
晝
」
で
あ
り
、
上
部
の
「

」（
以
下
、「
聿
」
の
形
で
示
す
）
が
「
尺
」
に
置
き
換
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
晝
」

と
「
盡
」
は
上
部
の
字
体
構
成
素
「
聿
」
或
い
は
そ
れ
に
類
す
る
字
体
が
「
尺
」
の
形
に
組
織
的
に
変
化
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
「
晝
」
と
同
じ
く
冠
に
「
聿
」
の
形
を
持
っ
て
い
た
「
畫
」
は
、
当
用
漢
字
で
は
「
画
」
と
い
う
「
尺
」
の
形
を
取
ら
な
い
略
字
を
採

用
し
た
。「
書
」
は
略
字
を
採
用
せ
ず
、
現
在
も
「
聿
」
の
形
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
字
に
も
曽
て
「
尽
・
昼
」
と
同
様
「
尺
」
と
い

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

－115－



う
構
成
素
を
取
る
略
字
が
存
在
し
た
。

近
世
中
期
の
文
字
研
究
書
で
あ
る
新
井
白
石
『
同
文
通
考
』（
正
徳
頃
著
、
一
七
六
〇
年
刊
）
は
、「
晝
」
の
略
字
（
省
字
）
と
し
て
「
昼
」

の
字
体
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
註
釈
を
加
え
る一

。

昼
チ
ウ
ヒ
ル　

晝
也　

按
ニ
盡
ノ
字
俗
作
レ
尽
ニ
後
人
因
テ
訛
ニ
盡
ヲ
作
レ

ニ
書
ヲ
作
レ

ニ
畫
ヲ
作
レ
𡱮
ニ
並
ニ
非
ナ
リ

（
宝
暦
十
年
版　

巻
四
・
二
四
丁
裏
）

こ
の
解
釈
に
拠
れ
ば
「
尽
」
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
、
他
の
字
種
に
も
「
尺
」
を
利
用
し
た
略
記
法
が
転
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
定
着
し
た
字
体
か
は
説
明
が
な
い
。

本
稿
で
は
こ
の
「
尺
」
と
い
う
構
成
素
に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
な
略
字
が
い
つ
頃
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
定
着
し
て
い
く
の
か
、

そ
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
略
字
体
が
『
同
文
通
考
』
の
著
さ
れ
た
近
世
前
中
期
に
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
た
め
、
そ

れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
の
か
、
中
世
～
近
世
初
期
頃
の
書
例
を
中
心
に
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詳
か

に
し
た
い
。

　
　
　
　
二
　
略
字
「
尽
」
の
字
源
説

「
尽
」
と
い
う
字
体
に
つ
い
て
は
、
張
涌
泉
（
一
九
九
五
）
が
「
楷
化
」
の
例
と
し
て
「
尽
」
の
字
体
を
例
示
す
る
ほ
か
、
築
島
裕
（
一

九
八
八
）
は
「
行
書
ま
た
は
草
書
体
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
行
書
・
草
書
を
楷
書
の
形
に
し
た
も
の
」
の
例
の
中
に
「
尽
」

を
挙
げ
、
笹
原
宏
之
（
二
〇
〇
三
）
も
ま
た
「「
尽
」
は
「
盡
」
の
草
書
体
に
基
づ
く
字
体
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
お
り
、「
尽
」
は
草
書
を

一　

原
文
で
は
「
𡱮
」
の
字
体
の
「
田
」
の
部
分
を
「
囚
」
に
作
る
。
な
お
『
同
文
通
考
』
は
和
製
の
異
体
字
の
み
を
掲
げ
る
方
針
を
取
っ
て
い
る
が
、「
昼
」
は
後
述

の
よ
う
に
古
く
か
ら
中
国
側
に
存
し
た
字
体
で
あ
る
。

漢
字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化

─
略
字
「
尽
」
の
構
成
素
「
尺
」
の
場
合

─
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起
源
と
す
る
略
字
体
の
典
型
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

草
書
は
前
漢
頃
、
隷
書
の
捷
書
き
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
漢
代
木
簡
や
竹
簡
（
漢
簡
）
は
書
体
史
上
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
隷

書
か
ら
草
書
へ
の
流
れ
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
漢
代
木
簡
の
書
例
を
見
て
み
る
と
、
既
に
次
の
よ
う
な
崩
し

の
形
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 　
　
　

 　
　
　

 　
　
　

 

　
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
、
未
だ
「
聿
」
の
形
を
強
く
残
し
て
お
り
、「
尺
」
の
よ
う
な
形
は
見
え
な
い
。
魏
晋
南
北
朝
～
隋
唐
期
の
書
家

の
手
に
よ
る
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
草
書
の
書
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
形
が
見
ら
れ
る
。

字
形
は
書
記
者
の
書
風
に
よ
り
多
様
で
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
第
一
画
に
平
仮
名
の
「
つ
」
の
よ
う
な
形
を
書
き
、
続
い
て
縦
画
を

貫
か
せ
る
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
聿
」
の
運
筆
の
名
残
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
縦
画
が
文
字
の
中
央
で
な
く
左
側
に

寄
っ
て
い
る
、
或
い
は
左
下
に
向
っ
て
斜
め
に
書
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
た
め
に
、
こ
の
部
分
が
「
尺
」
の
よ
う
な
形
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
上
記
の
孫
過
庭
や
賀
知
章
の
書
例
か
ら
は
、「
尽
」
と
い
う
字
体
が
導
き
や
す
い
。

し
か
し
「
書
」
の
草
書
体
は
他
の
字
種
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
形
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
は
漢
代
木
簡
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
る
略
記

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

図
一　

居
延
漢
簡
に
お
け
る「
盡
」の
書
例（
佐
野
光
一
編『
木
簡
字
典
』よ
り
抜
粋
）

図
二　

中
国
書
家
に
よ
る
草
書
例（
北
川
博
邦
編『
章
草
大
字
典
』、赤
井
清
美
編『
行
草
大
字
典
』よ
り
抜
粋
）

王
羲
之

智
永

孫
過
庭

賀
知
章
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法
で
あ
る
。

「
書
」
に
限
っ
て
は
、
草
書
体
か
ら
「

」
と
い
う
形
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。「

」
の
字
体
に
関
し
て
は
、
他
字
種
か
ら
の
類
推
に

よ
っ
て
「
聿
」
を
「
尺
」
に
置
き
換
え
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
三
　
字
体
の
分
類

三
．
一
　
規
範
字
体
の
変
遷

「
尽
」
に
繫
が
り
う
る
草
書
の
字
体
が
中
国
に
お
い
て
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
中
国
・
日
本
に
お
け
る
規
範

字
体
を
確
認
す
る
た
め
、「
漢
字
字
体
規
範
史
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
」（
旧
「
漢
字
字
体
規
範
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、
以
下
Ｈ
Ｎ
Ｇ
）
に
よ
っ
て
各

字
種
の
使
用
字
体
を
調
査
し
た
。
結
果
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
状
況
と
な
っ
た
。

ま
ず
「
盡
」
に
つ
い
て
は
、
隋
唐
期
の
写
本
及
び
開
成
石
経
の
字
体
は
康
煕
字
典
体
「
盡
」
と
一
致
す
る
が
、
南
北
朝
期
の
写
経
で
は
連

火
を
書
か
な
い
「
𥁞
」
で
あ
り
、
小
異
が
あ
る
。
日
本
の
写
本
で
も
両
字
体
が
混
在
し
て
い
る
。

図
三　
「
書
」の
草
書
例

皇
象

王
羲
之

欧
陽
詢

智
永
（『
章
草
大
字
典
』『
行
草
大
字
典
』
よ
り
）

（『
木
簡
字
典
』
よ
り
）

漢
字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化

─
略
字
「
尽
」
の
構
成
素
「
尺
」
の
場
合

─
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「
畫
」
は
、
中
国
写
本
・
刊
本
で
は
「
畫
」
の
他
に
「
𦘕
」
の
よ
う
に
作
る
字
体
（
干
祿
字
書
の
「
通
」
に
一
致
す
る
）
が
混
在
す
る
が
、

開
成
石
経
で
は
今
日
の
康
煕
字
典
体
と
同
じ
く
「
畫
」
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
「
晝
」「
書
」
字
種
に
つ
い
て
は
専
ら
「
晝
」「
書
」
の
字
体
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
構
成
要
素
に
「
尺
」
を
取
る
形
は
中
国
・
日
本
と
も
に
規
範
字
体
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
現
行
の
常
用
漢
字
で

あ
る
「
画
」
と
い
う
字
体
も
規
範
字
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
本
稿
で
は
康
煕
字
典
体
と
同
じ
く
「
聿
」
の
よ
う
な
形
を

取
る
も
の
を
規
範
字
体
（
非
略
字
体
）
と
見
な
し
、「
尺
」
の
形
を
取
る
も
の
や
「
画
」
と
い
う
字
体
は
略
字
体
と
認
め
る
こ
と
に
す
る
。

三
．
二
　
字
体
の
分
類

本
稿
で
は
規
範
字
体
に
近
い
形
を
Ａ
類
、「
尺
」
を
取
る
形
を
Ｂ
類
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
に
す
る
。「
盡
」
の
中
国
・
日
本
で
の
規
範
字

体
は
「
盡
・
𥁞
」
で
揺
れ
が
あ
る
が
、
字
体
構
成
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
「
尽
」
に
対
す
る
非
略
字
体
（
Ａ

類
）
と
し
て
同
類
に
扱
う
。
ま
た
「
畫
」
の
規
範
字
体
も
「
畫
・
𦘕
」
で
揺
れ
が
あ
る
が
、
本
稿
は
上
部
の
構
成
要
素
が
「
聿
」
か
「
尺
」

か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
差
異
は
問
題
と
し
な
い
。

ま
た
、
筆
画
の
崩
し
が
見
ら
れ
る
形
で
あ
っ
て
も
、「
聿
」
の
形
を
残
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
Ａ
類
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
あ

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

図
四　
「
盡
」「
畫
」の
例

（
Ｐ
２
４
１
３　

大
樓
炭
経
）

（
Ｓ
８
１　

大
般
涅
槃
経
）

（
開
成
石
経
論
語
）

（
今
西
本
妙
法
蓮
華
経
）
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ま
り
に
崩
し
の
度
合
い
が
大
き
く
、
Ａ
・
Ｂ
類
と
も
判
断
が
付
か
な
い
場
合
は
、
別
に
Ｃ
類
と
し
て
分
類
す
る
。

〈
字
体
例
〉

Ａ
類
（
非
略
字
体
）
：　
　
（
盡
）　　
　
（
畫
）

Ｂ
類
（
略
字
体
）　

：　
　
（
盡
）　　
　
（
畫
）

Ｃ
類
（
略
字
体
）　

：　
　
（
盡
）　　
　
（
書
）

な
お
実
際
の
書
例
で
は
、
字
種
の
区
別
が
難
し
い
例
も
散
見
さ
れ
る
が
、
集
計
に
当
た
っ
て
は
振
仮
名
や
文
脈
に
よ
っ
て
字
種
を
区
別
す

る
。

　
　
　
　
四
　
調
査
結
果

四
．
一 

『
宋
元
以
来
俗
字
譜
』

ま
ず
は
中
国
側
の
白
話
刊
本
に
お
け
る
異
体
字
を
概
観
で
き
る
資
料
と
し
て
、『
宋
元
以
来
俗
字
譜
』（
中
華
民
国
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
・
一
九
三
〇
年
）
の
記
述
を
見
て
み
る
。
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
書
例
を
見
て
み
る
と
、
Ｂ
類
の
「
尽
」「
𡱮
」
は
宋
代
（
実
際

に
は
元
代
の
模
刻
と
い
う
）『
古
列
女
伝
』
か
ら
既
に
見
ら
れ
、「
昼
」
も
ま
た
元
代
の
『
京
本
通
俗
小
説
』（
但
し
元
代
の
も
の
か
否
か
存

疑
）、『
古
今
雑
劇
三
十
種
』
以
来
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
既
に
、「
尺
」
は
「
聿
」
の
略
記
法
と
し
て
確
立
さ
れ
、
組
織
的
な
略

体
化
が
確
立
し
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
の
一
方
で
、
現
行
の
常
用
漢
字
新
字
体
と
一
致
す
る
「
画
」
は
出
現
が
比
較
的
新
し
く
、
一
三
五
一
年
刊
『
太
平
楽
府
』
以
降
の
資
料

に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
使
用
字
体
が
「
画
」
に
統
一
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
Ｂ
類
の
形
と
も
並
び
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。漢

字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化

─
略
字
「
尽
」
の
構
成
素
「
尺
」
の
場
合

─
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ま
た
「
書
」
に
は
Ｂ
類
字
体
の
例
は
な
く
、「

」
と
い
う
形
の
使
用
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
第
二
節
で
も
確
認
し
た
「
書
」
の
草
書

体
と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
で
は
、「
書
」
の
冠
を
「
尺
」（
Ｂ
類
）
に
作
る
の
で
は
な
く
、
崩
し
字
の
形
を
略
字
と
し
て
使
用
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
簡
化
字
「
书
」
が
こ
の
字
体
を
起
源
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
中
国
で
の
「
書
」
の
略
記
法
は
Ｂ
類
字
体

で
な
く
草
書
体
の
形
が
主
流
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

四
．
二
　
中
国
漢
字
字
書
・
字
様
書
の
掲
出
字
体

続
い
て
中
国
字
書
・
字
様
書
に
お
け
る
各
字
体
の
掲
出
状
況
を
表
１
に
示
す
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
非
略
字
体
の
Ａ
類
は
ほ
ぼ
全
て
の
字
書
に
お
い
て
掲
出
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
Ｂ
類
（
尺
）
の
形
を
掲
出
す
る
字

書
は
少
な
い
。『
四
声
篇
海
』
は
四
字
種
全
て
に
つ
い
て
Ｂ
類
の
形
を
掲
出
す
る
が二

、『
字
彙
』『
正
字
通
』
に
掲
出
さ
れ
る
の
は
「
尽
」
の

み
で
あ
っ
た
（
康
煕
字
典
は
正
字
通
の
引
用
）。『
四
声
篇
海
』
及
び
『
字
彙
』『
正
字
通
』
に
お
け
る
「
尽
」
の
字
体
註
記
は
〈
俗
〉
で
あ

る
。
ま
た
『
字
彙
』
の
「
尽
」
字
に
「
宋
楊
誠
齋
主
文
衡
同
寮
所
取
魁
巻
有
盡
字
書
作
尽
」
と
い
う
註
記
が
あ
る
。
楊
誠
斎
（
楊
万
里
）
は

南
宋
の
人
物
で
あ
る
か
ら
（
一
一
二
七
年
生
・
一
二
〇
六
年
歿
）、
こ
れ
に
従
え
ば
「
尽
」
が
当
時
か
ら
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
字
体
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

一
方
「
画
」
字
体
が
掲
出
さ
れ
る
の
は
『
字
彙
』
以
降
の
こ
と
で
あ
り
（
厳
密
に
は
中
央
の
縦
画
が
上
に
突
き
抜
け
な
い
「
画
」）、
そ
れ

よ
り
古
い
字
書
に
は
こ
の
形
は
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
略
体
で
あ
る
Ｂ
類
字
体
は
、『
宋
元
以
来
俗
字
譜
』
に
拠
れ
ば
「
尽
」
の
他
に
も
「
昼
」「
𡱮
」
の
使
用
例
が
存
在
し
た
は

ず
で
あ
る
が
、
字
書
の
類
に
は
掲
出
さ
れ
難
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

二　
『
四
声
篇
海
』
成
化
版
（
一
四
六
七
年
）
で
は
「
書
」
の
Ｂ
類
（
尺
）
は
「
音
書
」
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、異
体
関
係
に
あ
る
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、万
暦
版
（
一

五
八
九
年
）
で
は
「
書
同
」
と
の
註
記
が
附
さ
れ
て
い
る
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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四
．
三
　
日
本
漢
字
字
書
の
掲
出
字
体

一
方
、
日
本
の
主
な
漢
字
字
書
（
単
漢

字
と
そ
の
音
訓
を
中
心
に
掲
げ
る
も
の
）

に
お
け
る
字
体
の
掲
出
状
況
は
、
表
２
の

通
り
で
あ
る
。

こ
ち
ら
も
見
出
し
字
に
掲
出
さ
れ
る
の

は
Ａ
類
の
形
で
あ
り
、
Ｂ
類
及
び
「
画
」

の
掲
出
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
中
国

字
書
と
似
通
っ
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

や
は
り
略
体
で
あ
る
Ｂ
類
字
体
及
び「
画
」

の
字
体
は
、
漢
字
字
書
に
は
掲
出
さ
れ
難

い
字
体
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
上
記
以
外
の
写
本
で
は
『
和
玉

篇
』
米
沢
文
庫
本
（
近
世
初
期
写
）
に

「
画
」
に
似
た
字
体
が
示
さ
れ
て
い
る

（
図
五
）。
こ
の
字
体
に
は
「
ク
ワ
イ
」
と

い
う
字
音
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
註
記
に

は
「
ツ
ク
ス　

盡
同
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
。
無
論
中
国
の
字
書
に
も
こ
の
よ
う
な

記
述
は
な
く
、
何
を
典
拠
と
し
た
記
述
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
畫

774
997
776
543
1013
1039
1208
1467
1615
1670
1716

表1　中国字書

表2　日本字書

9
1114
900
1124

1547

1605

漢
字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化
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同
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
書
記
者
が
「
盡
」
と
混
同
し
た
た
め
に
生
じ
た
記
述
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
書
記

者
は
「
画
」
を
「
畫
」
の
異
体
と
認
知
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
書
写
当
時
の
近
世
初
期
の
段
階
で
こ
の
字
体
が

広
く
普
及
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。　
　
　
　
　

四
．
四
　
言
語
辞
書
に
お
け
る
使
用
字
体

種
々
の
語
を
掲
出
す
る
言
語
辞
書
類
に
お
け
る
字
体
の
使
用
状
況
は
、
表
３
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

『
前
田
本
色
葉
字
類
抄
』
か
ら
『
筑
波
大
本
下
学
集
』『
文
明
十
一
年
本
下
学
集
』
ま
で
は
見
出
し
語
の
表
記
に
Ｂ
類
の
使
用
は
見
ら
れ
ず
、

一
四
九
六
年
頃
の
『
明
応
五
年
本
節
用
集
』
が
Ｂ
類
の
出
現
す
る
早
い
例
と
な
る
。
殊
に
Ｂ
類
の
使
用
率
が
高
い
の
は
「
盡
」「
畫
」
の
二

字
種
で
あ
っ
て
、
今
回
の
調
査
範
囲
で
は
「
晝
」
Ｂ
類
は
『
運
歩
色
葉
集
』
の
写
本
に
限
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
書
」
は
、
見
出
し
で
の
掲
出
数
が
多
い
に
も
拘
ら
ず
、
Ｂ
類
を
含
む
略
字
体
の
使
用
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
（
但
し
、
見
出
し
語

で
な
く
註
記
部
分
で
は
、『
正
宗
文
庫
本
節
用
集
』
に
二
例
「

」
の
例
が
あ
る
）。
ま
た
「
畫
」
の
略
体
「
画
」
は
、
今
回
の
調
査
範
囲
で

は
全
く
例
が
な
い
。

『
易
林
本
節
用
集
』
に
お
い
て
は
Ａ
類
の
字
体
に
統
一
さ
れ
、
略
体
で
あ
る
Ｂ
類
の
形
が
見
ら
れ
な
い
。
易
林
本
が
略
字
体
を
採
用
し
な

い
と
い
う
の
は
、
他
の
字
種
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
傾
向
で
あ
り
（
菊
地
恵
太 

二
〇
一
六
、
二
〇
一
八
）、
編
纂
方
針
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

四
．
五
　
上
代
木
簡
資
料
に
お
け
る
使
用
字
体

続
い
て
辞
書
以
外
の
書
例
と
し
て
、
ま
ず
は
上
代
の
出
土
木
簡
に
お
け
る
字
体
を
調
査
す
る
。

例
え
ば
『
日
本
古
代
木
簡
字
典
』（
改
訂
新
版
）
に
掲
出
さ
れ
る
書
例
は
、「
盡
」
一
例
・「
畫
」
二
例
・「
晝
」
〇
例
・「
書
」
六
例
に
留

ま
る
が
、
全
て
Ａ
類
に
該
当
す
る
形
で
あ
っ
た
。

ま
た
奈
良
文
化
財
研
究
所
「
木
簡
庫
」
で
の
検
索
に
拠
れ
ば
、「
盡
」
五
件
・「
畫
」
二
二
件
・「
晝
」
二
件
・「
書
」
一
五
九
件
の
画
像
を

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

図
五
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得
る
こ
と
が
で
き
た
。
画
像
が
不
鮮
明
な
も
の
や
欠
損
部
分
が
大
き
い
も
の
も

あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
例
だ
け
を
見
て
も
、
少
な
く
と
も
「
尺
」
の
形
を

取
る
Ｂ
類
字
体
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
「
画
」
字
体
も
同
様
に
全
く
見
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。

四
．
六
　
辞
書
以
外
の
典
籍
に
お
け
る
使
用
状
況

そ
の
他
の
古
典
籍
に
お
け
る
各
字
体
の
出
現
状
況
は
、
表
４
に
示
し
た
通
り

で
あ
る
。

年
代
を
追
っ
て
結
果
を
見
て
み
る
と
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
か
ら
『
延
慶

本
平
家
物
語
』
ま
で
の
資
料
で
Ｂ
類
の
使
用
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。『
延
慶
本

平
家
物
語
』
は
全
体
的
に
柔
ら
か
い
書
体
で
書
か
れ
て
お
り
、「
盡
」
に
つ
い

て
は
Ｃ
類
に
当
た
る
形
「

」
が
出
現
し
て
い
た
が
、
明
確
に
Ｂ
類
と
見
な
せ

る
書
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

今
回
の
調
査
範
囲
で
Ｂ
類
の
出
現
す
る
早
い
例
は
、
室
町
中
期
・
十
五
世
紀

頃
の
書
写
と
も
目
さ
れ
る
『
神
田
本
太
平
記
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は

字
画
を
崩
し
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
尽
」
は
字
画
の
明
瞭
な
楷
書

の
形
で
現
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
文
献
に
お
い
て
も
Ｂ
類
の
形
が
相
次
い
で
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
Ｂ
類
が
普
及
し
始
め
る
の
は
室

町
中
期
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、『
玄
玖
本
太
平
記
』『
屋
代
本
平
家
物
語
』『
藤
井
本
沙
石
集
』『
義
輝
本
太
平
記
』
に
お
け
る
Ｂ

類
の
書
例
は
全
て
「
盡
」
字
種
の
例
で
あ
り
、
Ｂ
類
の
字
体
が
多
く
の
字
種
に
拡
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
る
。

全
て
の
字
種
に
つ
い
て
広
汎
に
Ｂ
類
の
使
用
が
見
ら
れ
る
の
は
、
室
町
末
期
の
抄
物
で
あ
る
。
特
に
『
論
語
秘
抄
』
は
四
字
種
合
計
一
〇

表3　言語辞書

4 3 3 12
9 8 1 27

4 5
11 1479 4 7
5 1496 1 1 12 1 3

4 3 2 15 1
1 1 4 1 1

16 30 3 2 27
2 1571 1 5 2 27 3 11 6

5 10 5 58 1 11
1 1 4 2
3 3 15 1

17 1589 3 1 1 23 2 3 4
18 1590 3 3 7 1 1

1597 5 1 2 22

漢
字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化

─
略
字
「
尽
」
の
構
成
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「
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八
例
中
八
一
例
、『
詩
学
大
成
抄
』
で
は
合
計
二
六
例
中

十
八
例
と
、
Ｂ
類
の
使
用
率
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
慶
長
期

の
『
小
城
本
平
家
物
語
』
で
は
全
て
の
書
例
が
Ｂ
類
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
略
記
法
の
広
ま
り
を
窺
わ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
一
方
『
玉
塵
抄
』
で
は
「
書
」
の
略
体
と
し
て

Ｂ
類
で
は
な
く
Ｃ
類
の
使
用
が
顕
著
で
あ
り
（「
書
」
四

四
例
中
三
八
例
）、
こ
の
点
は
筆
写
者
の
個
人
差
に
よ
る

と
こ
ろ
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

前
節
の
古
辞
書
で
の
状
況
も
踏
ま
え
る
と
、「
尺
」
と

い
う
構
成
要
素
を
取
る
Ｂ
類
字
体
は
、
日
本
に
お
い
て
は

当
初
「
盡
」
乃
至
「
畫
」
の
字
種
か
ら
使
用
が
始
ま
り
、

後
れ
て
室
町
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
他
の
字
種

「
晝
」「
書
」
に
も
そ
の
略
記
法
が
定
着
し
た
と
見
な
し
て

良
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
畫
」
の
略
字
「
画
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ

で
も
ほ
と
ん
ど
書
例
が
な
く
、
一
六
三
三
年
刊
『
中
華
若

木
詩
抄
』
の
書
例
が
唯
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
も
、

「
画
」
と
い
う
字
体
は
近
世
初
期
以
前
の
日
本
で
は
受
容

さ
れ
て
い
な
い
字
体
で
あ
り
、「
畫
」
の
略
字
と
し
て
の

役
割
は
Ｂ
類
字
体
が
担
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

9 6 1 1
904 5 3 4
1133 8 1 1 25
1236 2 4

2,5,7 17 1 8 75
11-14 13 4 1 5

2,7 4
1371-72 4 1 1 8

1 -2 1420 5 2 7 52 16
1,2,7,8 2 2 1 2

1505 8 1 7
1,2 1554 6 8
1-3 1 5 32 5

1,2,8 2 4
1,3,4 1 4 16 15

4 6 8 2 2 4
1-3 - 1 5 16 16 5 10 50

1,2 1597 1 5 3 8 1 38
1-4 6 1 3 16

1606 4 1 4 1
1-5 1614 3 5

1633 15 45 3 71 17 43 6
19 1642 1 6 18 2 3

表4　辞書以外の典籍
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五
　
略
字
「
尽
」
の
構
成
要
素
「
尺
」
の
普
及
の
様
相

以
上
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
る
と
、「
尽
」
等
の
「
尺
」
を
利
用
し
た
略
記
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
段
階
的
な
展
開
を
描
く
こ
と

が
で
き
よ
う
。

①
「
盡
」
の
略
字
体
「
尽
」
は
、
中
国
に
お
い
て
南
宋
期
（
十
二
世
紀
頃
）
に
は
既
に
存
在
し
て
お
り
、
類
似
の
字
種
に
「
尺
」
と
い
う
構

成
要
素
を
利
用
し
た
略
記
法
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
存
在
し
た
。

②
日
本
で
は
、
室
町
時
代
中
期
（
十
五
世
紀
）
頃
よ
り
「
盡
」
ま
た
は
「
畫
」
の
字
種
に
お
い
て
「
尺
」
を
利
用
す
る
略
記
法
が
使
用
さ
れ

始
め
た
。

③
室
町
時
代
末
期
～
江
戸
時
代
初
期
（
十
六
世
紀
～
十
七
世
紀
初
）
に
お
い
て
は
、「
盡
」
と
類
似
の
構
成
素
を
持
っ
た
「
晝
」「
書
」
の
字

種
に
も
「
尺
」
を
利
用
す
る
略
記
法
が
拡
大
し
た
。
一
方
で
「
畫
」
に
つ
い
て
は
十
七
世
紀
以
降
、
別
の
略
字
体
「
画
」（
十
四
世
紀
に

は
中
国
に
存
し
た
）
の
使
用
が
始
ま
り
、
そ
の
後
普
及
し
た
と
予
想
さ
れ
る
。

「
尽
」
が
草
書
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
説
は
第
二
節
で
も
触
れ
た
が
、「
盡
」
の
草
書
体
と
「
尽
」
と
い
う
字
画
構
成
に
は
大
き
な
差
異
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
と
日
本
で
偶
然
に
「
尽
」
と
い
う
字
体
が
考
案
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
既
に
中
国
側
で
存
在
し
て
い
た
「
尽
」
の
字

体
、
及
び
「
尺
」
を
利
用
し
た
略
記
法
を
日
本
人
が
受
容
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
中
国
と
日
本
で
の
「
尽
」
の
出
現
時
期
、

及
び
「
画
」
の
出
現
時
期
に
も
二
～
三
百
年
程
度
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
側
で
発
生
し
た
字
体
を
直
ち
に
受
容
す
る
わ
け
で
な

く
、
一
定
の
時
間
差
が
あ
る
と
い
う
点
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
略
記
法
を
中
国
側
か
ら
模
倣
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
初
か
ら
「
盡
・
畫
・
晝
・
書
」
全
て
の
字
種
に
「
尺
」
を
利
用

す
る
略
字
体
が
普
及
し
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
出
現
状
況
を
示
し
て
い
な
い
。
当
初
は
「
盡
」「
畫
」
の

漢
字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化

─
略
字
「
尽
」
の
構
成
素
「
尺
」
の
場
合

─

－126－



略
字
体
が
主
で
あ
っ
て
、「
晝
」「
書
」
の
略
字
体
は
後
れ
て
普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
当
初
「
盡
」「
畫
」
に
個
別
的
に
対
応
す
る
異
体
字
に
過
ぎ
な
か
っ
た
「
尽
」「
𡱮
」
が
、
漢
字
使
用
者
の
間
で

字
体
構
成
の
構
造
的
な
理
解
、
則
ち
「
聿
」
の
部
分
が
「
尺
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
分
析
的
な
認
識
が
発
達
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

他
の
類
似
し
た
字
種
に
略
体
化
規
則
を
転
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
初
の
一
部
の
字
種
か
ら
後
れ
て
広
汎
な
字
種
に
組
織
的
な
略
体
化
が
及
ぼ
さ
れ
る
現
象
は
、
他
の
字
種
の
略
字
体
に
も

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
釋
」
の
略
字
「
釈
」
は
院
政
期
頃
か
ら
使
用
が
見
ら
れ
る
が
、「
釈
」
の
旁
「
尺
」
が
「
睪
」
の
略

で
あ
る
と
す
る
分
析
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
室
町
中
期
頃
に
至
っ
て
「
澤
（>

沢
）」「
擇
（>

択
）」
と
い
っ
た
他
の
字
種
ま
で
同
様
の

略
体
化
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
菊
地 

二
〇
一
六
）。
他
に
も
「
摂
（<

攝
）」「
渋
（<

澁
）」
の
よ
う
な
、

符
号
「

」
を
利
用
し
た
略
記
法
も
、
当
初
（
室
町
中
期
頃
）
は
一
部
の
限
定
的
な
字
種
か
ら
行
わ
れ
、
室
町
末
期
以
降
に
は
広
汎
な
字

種
へ
拡
張
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
菊
地 

二
〇
一
八
）。
菊
地
（
二
〇
一
八
）
で
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
略
字
体
の
発

生
・
普
及
課
程
に
お
け
る
「
分
析
的
傾
向
」
と
見
な
し
た
。

但
し
、「
釈
」
や
「
摂
」
が
日
本
独
自
に
発
生
し
た
略
記
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
今
回
の
「
尽
」
等
の
場
合
は
中
国
の
既
存
の
略
字
体

を
受
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
の
調
査
結
果
は
、
日
本
で
独
自
に
略
字
体
を
生
成
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
中
国
側
の
略
字
体
を
模

倣
・
受
容
す
る
過
程
に
お
い
て
も
、
日
本
人
（
日
本
に
お
け
る
文
字
使
用
者
）
の
字
体
構
造
に
対
す
る
認
識
の
発
達
が
大
い
に
影
響
し
て
い

る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
字
体
認
識
の
発
達
が
見
ら
れ
る
時
期
と
し
て
偶
然
か
否
か
、
室
町
時
代
末
期

と
い
う
時
期
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
、
注
目
す
べ
き
興
味
深
い
現
象
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
六
　
お
わ
り
に

以
上
、
概
略
的
な
調
査
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
尽
」
等
の
略
記
法
の
拡
大
過
程
、
及
び
そ
の
過
程
に
見
ら
れ
る
分
析
的
傾
向
に
つ
い

て
指
摘
し
た
。
日
本
に
お
い
て
中
国
側
の
異
体
字
が
ど
の
よ
う
な
認
識
の
下
で
受
容
さ
れ
、
普
及
し
て
い
く
の
か
を
解
明
す
る
上
で
、
一
つ
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の
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
の
中
国
製
異
体
字
に
つ
い
て
も
ど
の
程
度
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
事
例
を
収
集
し

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
近
世
以
降
「
畫
」
の
略
字
体
「
画
」
が
新
た
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
「
𡱮
」
の
使
用
状
況
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が

現
れ
る
か
と
い
う
点
も
、
中
国
側
の
異
体
字
の
受
容
過
程
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
今
後
の
調
査
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
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李敬淑「『植民地発コクゴ映画』における二重言語問題と女優の表象」『映画
研究』日本映画学会、2012年

―「戦時下朝鮮映画における金信哉の女優表象（2）―表象の専有化
（appropriation）と「明るい植民地」」『日文ノート』第54号、宮城学院女
子大学日本文学会、2019年

崔寅奎「10余年の私の映画自叙―『愛と誓ひ』」『三千里』1948年9月号
權明雅『歴史的ファシズム―ファンタジーとジェンダー政治』チェクセサ

ン、2005年
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隠喩するものでもあったのである。

■付記　本研究はJSPS科研費20K01026の助成を受けたものです。

■参考文献
「『君と僕』を語る座談会」『三千里』1941年9月号
「『太陽の子供達』のロケーション隊とともに」『朝光』1944年9月号
「『旅路』と文芸峰」『三千里』1937年5月号
「グラビア―朝鮮服を着た李香蘭」『朝光』1940年4月
「映画『朝鮮海峡』の広告文」『毎日新報』1943年7月16日
「映画劇『君と僕』、今夜DKで放送」『毎日申報』1941年8月20日
「満州国名優を歓迎する座談会―李香蘭、文芸峰、金信哉」『三千里』1940

年9月号
「名作映画主演女優座談会」『三千里』1941年12月号
「李香蘭・金信哉会見記」『三千里』1941年4月号
『朝鮮年鑑』京城日報社、1944年
一記者「議政府スタジオ―映画の平和な町」『三千里』1939年4月号
韓国映画研究所編『李英一の韓国映画史のための証言』図書出版蘇塗、2003

年
金ウォンモ・李キョンフン編訳『春園李光洙の親日文学―同胞に寄す』哲

学と現実社、1997年
金基鎭「『朝鮮海峡』を中心に（1）」『毎日新報』1943年8月8日
―「『朝鮮海峡』を中心に（2）」『毎日新報』1943年8月9日
金信哉「初めての『東京』へ―女優手記」『大東亜』1943年3月号
金幽影「シナリオ『処女湖』」『文章』1939年11月号
高井邦彦「映画『朝鮮海峡』―ラッシュ試写をみて（2）」『毎日新報』

1943年7月24日
山形雄策・八木隆一郎「映画『望楼の決死隊』シナリオ」『大東亜』1943年3

月号
子安宣邦『「アジア」はどう語られてきたか』藤原書店、2003年
水野直樹「民族の序列化と『転覆』の可能性」『戦時期朝鮮の映画と社会』

発表資料、京都大学人文科学研究所主催シンポジウム、2012年

戦
時
下
朝
鮮
映
画
に
お
け
る
金
信
哉
の
女
優
表
象
（
３
）

―
大
東
亜
共
栄
圏
の
女
優
に
は
何
が
求
め
ら
れ
た
か

―
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父母、英子、村井と血縁的には何の関係も持っていないが、特攻隊に志願す
ることによって、彼らの跡継ぎ、兄弟と認められる。つまり、この映画は大
東亜共栄圏の兄弟になった朝鮮人（外地人）が、家族になった日本人（内地人）
とともに聖戦を完遂しなければならないというメッセージを含意しているの
である。そういう意味で、『愛と誓ひ』の「愛」と「誓ひ」が意味しているのは、
大東亜共栄圏の頂点に立っている日本帝国の愛と、それに報いるという「誓
ひ」なのであろう。

以上の検討から分かるように、映画『望楼の決死隊』と『愛と誓ひ』にお
ける金信哉の表象は「大東亜共栄圏という家族の模範的な一員」であると同
時に、より多くの半島人がこの家族の恩に報いるように努力しようと語る「銃
後の朝鮮人姉かつ妹」である。彼女のそのような女優表象は、戦時下の日本
帝国が要請したものであって、朝鮮映画がそれを受け止めた結果でもあった。

４．おわりに
本稿では、植民地朝鮮の女優・金信哉が大東亜共栄圏の女優という枠組み

の中に組み込まれていく過程において何を求められていたか、またその求め
に応じた結果、彼女には如何なる表象が付与されることになったかについて
論じた。金信哉は、大東亜共栄圏の中の朝鮮映画に求められていた「明朗さ」
の表象であると同時に、それを流暢な「コクゴ」を用いながら具現化できる
人物でもあった。この二つのファクターを通して、文芸峰をはじめとする他
の朝鮮人女優たちとは一線を画し、金信哉は「大東亜共栄圏の女優」として
の市民権を獲得したのである。また、朝映が製作に携わった作品の分析から、
フィルムレベルの金信哉の表象が「明朗な少女あるいは処女」「大東亜共栄
圏という家族の模範的な一員」「銃後の朝鮮人の姉かつ妹」であったことが
明らかになった。

以上の考察から、金信哉の女優表象にみられる特性を挙げるとすれば、朝
鮮映画界の状況変化、とりわけ朝鮮映画が「明るい植民地」を描くことを求
められるようになった太平洋戦争期の変化に合わせて活用するに容易な要素
が、その表象に内在していたことである。そこには、文芸峰と同じく「模範
的な女優」という表象も含まれていたが、最も重要だったのは、「保護され
る植民地女性」の「明朗さ」であった。これは、同時期の朝鮮映画俳優たち
と金信哉を弁別する特性であり、大東亜共栄圏における植民地朝鮮の位置を
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小学校の校長である村井の父は、生徒達が息子の跡を継ぐようにと、皇国臣
民化教育に余念がない。そして未亡人の英子は、少年と同じ半島出身である
が、未来の神風特攻隊勇士である息子を産んだ軍国の母として、また国のた
めに夫を捧げた銃後婦人として自分の責任を果たした。少年は、内鮮一体の
亀鑑である二人を通して日本精神と報国が何であるかを悟り、特攻に志願す
るのである。

ところで、たった一つ、少年が神風特攻隊になるのを戸惑わせるものがあ
る。それは、英子が自分の姉かもしれないという少年の錯覚による同じ朝鮮
人への肉親愛である。英子は上海事変の際、避難船で5歳の弟と離れ離れに
なったという。上海事変は11年前のことなので、今16歳の少年と英子の弟の
歳は同じわけである。しかも、英龍という名前まで同じであり、幼い頃に船
の上から青い海を見た記憶があるようにも思われる。英子と英龍が血を分け
た兄弟であれば、養父母と少年の関係の絆は弱くならざるを得ない。つまり、
英子と英龍が血縁関係にあることは、白井と英龍の内鮮一体的な親子関係を
弱める危機なのである。これは少年・英龍が皇国臣民になるにあたって乗り
越えなければならない危機でもある。

結局、その危機は、英子と英龍が姉弟の証として持っている鈴の大きさが
違うためという、蓋然性の足りない説明によって解決される。英子に出会っ
て初めて肉親愛を感じた少年は、彼女から離れたくない気持ちを持っている
が、英子はこう言う。「私の弟は村井さんの弟と同様です。もし弟が生きて
いるとしても、立派な弟じゃなければ、私は会いたくありません」。英子は
血縁関係より、村井のように国のために「立派」に生きることが重要だと強
調しているのである。

そうして英龍は、養父と結んだ関係を崩さない上に、村井の弟、英子の弟
になる方法を見つけるが、それはまさに神風特攻隊になることである。養父
のもとに帰ってきた英龍は、海軍特別志願兵になると言い、白井は今まで一
回も見せなかった笑顔でそれに応じる。海兵団の入団の日、桜の下で少年は
こう言う。「私は村井さんの弟になったと思います。いや、私だけではあり
ません。この半島には村井さんの弟達が沢山います」。

このように血縁関係を結んでいない内地人と外地人が家族のような共同体
を形成していく過程を描く『愛と誓ひ』は、『望楼の決死隊』と同様に、大
東亜共栄圏における家族国家主義を隠喩している作品だといえる。英龍は養
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また、英淑は高須夫婦と血縁関係を結んではいないが、この国境地帯の共
同体において家族の一員として表象される。村の安全責任者である高須は、
厳格であると同時に慈愛深い家父長として警備隊と住民達の生活一般を管掌
する。彼の妻・由子は、村の唯一の日本人女性で、高須を内助するのみならず、
英淑（朝鮮人）、王燕（中国人）などの村の娘たちをまるで姉妹のように世話し、
彼女らに賢淑な女性の模範を示す。この擬似家族的な共同体において、高須
夫婦は親の役割を、警備官以下の村の人々は子供の役割をする。つまり、高
須夫婦を中心とするこの共同体には、日本を頂点とする東アジア帝国に、朝
鮮とその他のアジア民族を養子にしたものと喩えられる26大東亜共栄圏の家
族主義的構想が投射されているといえる。

日本（内地人）を「東アジア家族の首長」に位置づけ、アジア各国（外地
人）を「帝国の子供達」とする大東亜の家族国家主義的理念27は、『愛と誓ひ』

（1945）にもあらわれている。この映画は、在朝日本人家庭の養子になった
朝鮮人孤児少年を主人公にして、その孤児が神風特攻隊勇士とその勇士の家
族との出会いを通して軍人になる決心をする過程を描いている。

金信哉の扮した英子は、戦死した神風特攻隊勇士・村井の妻であり、息子
を未来の神風特攻隊勇士に育てるために励む半島出身の軍国の母でもある。

『望楼の決死隊』で英淑（金信哉）の世話をする警備隊長を演じた高田稔は、
この映画では朝鮮人孤児少年の養父・白井に扮する。「半島の神鷲」と新聞
紙面の見出しを飾った村井の記事を読んで、彼が特攻で戦死したことを知っ
た少年は、白井を通して村井の家族たちに出会うようになる。村井が生まれ
たばかりの息子と妻、年寄りの父を残し、自ら特攻に志願して国家のために
命を捧げた高潔な英雄であることを確認した少年は、自分の怠慢を反省し軍
人になることを決心する。

少年の決心には、戦死した村井のみならず、彼の父と英子も影響を与えた。

26　この比喩を用いて大東亜共栄圏の中の日本と朝鮮の関係を力説したのは、李光洙である。
李光洙は、1940年に『同胞に寄す』を発表し、そこで内地の為政者達が半島人に対して
行う政策をすべて我が半島人の意思や利益を眼中に置かないものと見なすのは間違った
推測といい、それを「養子根性」と比喩している。また、皇恩に報答するため、聖戦に
志願することは、内鮮一体によって天皇の「嫡子」となった朝鮮人の使命だと主張した。

（金ウォンモ・李キョンフン編訳『春園李光洙の親日文学―同胞に寄す』哲学と現実社、
1997年、13頁）

27　大東亜共栄圏における家族国家主義の概念については、子安宣邦の『「アジア」はどう
語られてきたか』（藤原書店、2003年）と權明雅の『歴史的ファシズム―ファンタジー
とジェンダー政治』（チェクセサン、2005年、190 ～ 196頁）を参照した。
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て死亡する。京城で医学を勉強していた英淑は、兄の訃報に接し、国境の故
郷に一時帰って来る。悲しみに暮れた英淑は、医学勉強を諦めると言うのだ
が、警備隊長の高須と警備官達は、勉強を続けることを勧め、彼らが学費を
調達してくれることによって、英淑は京城に戻ることができる。翌年、女医
になって帰ってきた英淑は、高須の妻・由子（原節子）を手伝って村のこと
や警備隊のことを支え、警備官をはじめとする村人達の健康管理や治療に努
める。ある日、匪賊が村を襲い、彼らと警備官たちの戦闘が始まる。全住民
は望楼の近くにある駐在所に避難し、英淑もそこで怪我を負った警備官たち
の治療に奮闘する。警備隊員たちは望楼で、村の朝鮮人男性達は駐在所で高
須の指揮に従って匪賊と戦い、英淑は由子の指示に従って後方を管理する。
戦線か後方かを問わずに、警備官達と住民達は一体になって最後まで戦い、
応援軍の到着によって匪賊を打ち破る。

粗筋から見て取れるように、英淑は、高須夫婦の象徴する日本帝国によっ
て保護され、彼らの恩恵によって女医となり、最後には彼らと一緒に戦う朝
鮮人女性である。内地人夫婦を最頂点にして、この映画に登場する日本人は
みな国境警備隊員、すなわち管理と監視を果たす位置にあり、村に住んでい
る中国人達はいつ匪賊に加われるか分からぬ信用のできない住民と設定され
ている。その間に置かれている朝鮮人は、日本人に協力的な住民に位置し、
またその一部は、教師、下位階級の警備官など、中間管理者として日本人を
補佐する25。女医の英淑は後者の位置に属するが、それはすべて内地人達に
支えられたお陰である。映画『家なき天使』では、安院長の保護のもとにい
た明子（金信哉）が「私、安先生のところに行って、勉強してお医者になる
わ」と決心するところが描かれたが、『望楼の決死隊』はその植民地の少女
が医者になって内地人を補佐する姿が描かれているのである。

25　水野直樹は「民族の序列化と『転覆』の可能性」（『戦時期朝鮮の映画と社会』発表資料、
京都大学人文科学研究所主催シンポジウム、2012年）という興味深い発表論文を通して、

『望楼の決死隊』における「日本人―朝鮮人―中国人」という民族的序列が、女医・英淑
の登場によって「転覆」される可能性があるという見解を示した。その根拠は、簡単な
医学知識を持っているだけの由子の前に、幅広い専門知識を持っている英淑があらわれ
ることによって、指導されるべき立場にいる朝鮮人女性（英淑）が、指導すべき立場に
いる内地人女性（由子）より優越な位置を占めるようになるからだという。だが、映画
全体を通してみれば、いくら優越な知識を持っていても「転覆」することの出来ないく
らい、この映画における「民族の序列」が強固であったと解釈したほうが正しいだろう。
それは、戦闘場面において由子の指揮に絶対的に従っている英淑の姿からも明らかなも
のである。
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されていた表象、すなわち明朗さを欠如し時局にはずれた女優表象によって、
徐々にそれ以降映画への出演の機会を失っていったといえる。それに比べ、
金信哉は「明るい朝鮮映画」の明朗な女優として表象され、時局によく見合
うヒロインとしての女優人生を安全に続けられるようになったのである。

（2）大東亜共栄圏の家族国家主義と女優表象
映画『望楼の決死隊』（1943）は、朝鮮総督府後援、朝鮮総督府警務局指

導の下で、東宝と朝映が合作した映画であり、日本内地では1943年4月15日に、
朝鮮では同年同月29日に封切られた。朝鮮側からは崔寅奎が企画と助監督を
担当し、金信哉、田澤二、沈影などが出演した。日本側からは、東宝の看板
スター高田稔と原節子が主演し、今井正が監督、山形雄策と八木隆一郎が脚
本、鈴木博が撮影を担った。その他にも、照明、編集、音楽、録音、美術な
ど、技術分野は大部分内地の制作陣が担当した。

一方、『愛と誓ひ』（1945）は、日本海軍報道部が企画し、日本海軍省と朝
鮮総督府が後援した東宝と朝映の合作映画であり、1945年5月に撮影が始ま
り、終戦3週間前の7月26日に内地と外地で同時に封切られた。崔寅奎と今井
正が共同で演出し、八木隆一郎がシナリオを執筆、高田稔と金信哉が主役を
担っていた点から、『望楼の決死隊』の制作陣が再び集まってつくった作品
だということが分かる。
「撃ちてし止まむ―この一篇を国境警備隊の重任に當る警備官に捧ぐ」

という献呈の辞から映画の幕が開く『望楼の決死隊』と、「海軍特別攻撃隊
―いわば神風を宣伝する目的」23でつくられた『愛と誓ひ』は、各々国境
警備隊と神風特攻隊を素材にしている点では相違するが、民族協和や内鮮一
体、家族国家主義など、戦時イデオロギーの重要な概念が映画のナラティブ
に溶け込んでいる点では共通する。まず、『望楼の決死隊』の粗筋を金信哉
の扮した役を中心に纏めると、次のようである。

物語の背景は、朝鮮と満洲の国境地帯のとある村である。英淑（金信哉）
の兄は、この村の国境警備隊の一員で、村に侵入してきた「匪賊」24によっ

23　崔寅奎「10余年の私の映画自叙―『愛と誓ひ』」『三千里』1948年9月号
24　映画フィルム上では「匪賊」と称されることなく、フィルムだけみれば正体が不分明な

「ある武装した敵」として設定されているようだが、映画シナリオ上には「匪賊」となっ
ている。（山形雄策・八木隆一郎「映画『望楼の決死隊』シナリオ」『大東亜』1943年3月
号、164頁）
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んどが「暗い生活」を取り扱ったのに対し、『朝鮮海峡』は「建設的で明る
い生活」を描いているという。そしてその「成功」は、「朝鮮作品の向後傾
向に対する一種の可能性と示唆」を提供していて、そうした映画をつくるこ
とのできた「朝鮮に特化した映画会社」、すなわち朝映の存在価値を強調し
ている。

二番目と三番目の引用文は、小説家の金
キ ム キ ジ ン

基鎭によって書かれた批評文であ
る。金基鎭は高井邦彦と同様に、既存の朝鮮映画と『朝鮮海峡』を比較して
いるが、それらの差異は、後者のほうが「見るのが遥かに楽しく面白く明る
い映画である」というところにある。彼が見るには、俳優たちの演技にも高
く評価できるものがあり、それは彼らの「表情や動作に見られる憂鬱が洗い
清められた」点である。金基鎭もまたこれは「新たな統合会社」、すなわち
朝映が導き出した変化かつ「功績」であると述べている。

これらの批評文の特徴は、この映画が従来の映画とは異なって「明るい」
と指摘し、それを朝鮮映画の向後方向の設定に参考すべき美徳として強調し
ている点である。「国策が反映された明るい映画」の製作を成し遂げた朝映は、
まさにその「明るさ」によって功績と存在意義が認められ、これからもその「明
るい国策」の映画化を志向しなければならないとされているのである。ここ
でまた注目すべき点は、金基鎭が二番目の引用文で言及しているように『朝
鮮海峡』に含まれている「人情劇」的要素、「お涙頂戴」の要素、「通俗的な
涙」の要素が、文芸峰の演じた錦淑という人物を中心に非難されているとい
う点である。

映画『朝鮮海峡』が「半島映画に例のない興行成果を見せた」21理由が、「過
酷な運命と闘いながらもひたすら真実一路愛する人を待つ女人の神々しい心
情」や「悲哀の傷と生活の苦しみ」22に、すなわち錦淑の置かれた状況や心
情に朝鮮観客が共感した可能性が高いことに由来するとするならば、金基鎭
はこの共感の要素を「明るい朝鮮映画＝『朝鮮海峡』」における一種の欠点
として解釈しているのである。ここに、朝鮮人観客の見たい映画と朝映時代
に求められた映画の特質の差があると言えるだろう。

したがって、文芸峰は「半島映画に例のない興行」映画『朝鮮海峡』の錦
淑を演じながら朝鮮人女優としての人気の絶頂を迎えたものの、そこに投影

21　『朝鮮年鑑』京城日報社、1944年、52頁
22　「映画『朝鮮海峡』の広告文」『毎日新報』1943年7月16日
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傾向的に見て、従来の自由製作時代の朝鮮映画は、『授業料』や『家
なき天使』などの名編と言われるもののほとんどが暗い生活を取り扱っ
ているのに対し、『朝鮮海峡』は特に建設的で明るい生活を描くのに成
功したので、朝鮮作品の向後傾向に対する一種の可能性と示唆を与えて
くれているのである。そういう意味で、この映画は、朝鮮に特化した映
画会社という存在の必要性を強調して見せているといえる。18

かつて我々が見た『志願兵』と『君と僕』の二つの作品と比較すると、
この『朝鮮海峡』は、見るのが遥かに楽しく面白く明るい映画であると
同時に、我が青年たちの軍門への志向を高め、国家の干城としての矜持
を固め、醜の御楯としての□□を□□とする効果は、前者の二つの志願
兵映画とは同じく取り扱うことの出来ないくらいに大きいといえる。(中
略)この映画に対して悪く言う人たちは、この映画が徴兵制実施の高度
の感激をあらわすものではなく、人情劇だと一言で断言してしまう。実
際に観客に「お涙頂戴」と求める場面が無いわけではなく、特に、錦淑
の演技がそうである。しかし、その通俗的な涙の場面でこの映画の主題
が弱まるのではない。19

そして何より重要なのは、□□の背景はもちろん、俳優の演技にも少
しも未熟なところがあらわれていないという点である。演技の優劣を指
す言葉ではなく、表情や動作に見られる憂鬱が洗い清められたという意
味だが、これは新たな統合会社が成立された功績の一つであろう。20

　
一番目の引用文は、朝鮮軍報道部所属の高井邦彦が『朝鮮海峡』のラッシュ

（編集以前の試写用フィルム）試写をみて書いた文章である。彼は朝映設立
以前に製作された『授業料』や『家なき天使』など、従来の朝鮮映画のほと

18　高井邦彦「映画『朝鮮海峡』―ラッシュ試写をみて（2）」『毎日新報』1943年7月24日。
1938年に『毎日申報』が『毎日新報』に名前を変えた。『毎日新報』は、総督府の機関紙
であったため、朝鮮語新聞の発行が禁止されていた1943年時点においても朝鮮語記事を
載せることが可能であった。高井邦彦のこの文章と註19と20の金基鎭の文章も朝鮮語で
書かれた。

19　金基鎭「『朝鮮海峡』を中心に（1）」『毎日新報』1943年8月8日（□は判読不可、以下同）
20　金基鎭「『朝鮮海峡』を中心に（2）」『毎日新報』1943年8月9日
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す」16と答えた。そしてその答えの通りに、彼女は1943年、映画『朝鮮海峡』
の「明朗な少女あるいは処女役」である清子役にキャスティングされる。

清子はこの映画において大活躍をみせる人物である。錦淑（文芸峰）は内
地の友人・英子のみならず、成基の妹・清子、愛国婦人会の女性たちなど、
多くの女性たちに支えられているが、その中で、清子が最も重要な役割を果
たす。清子は錦淑を嫁として認めない両親を絶えず説得し、兄に錦淑と会え
る方法を教え、錦淑に会って彼女の事情を聞いてやる。両親と錦淑には内緒
に英子と会い、錦淑のことを相談し、錦淑の出産を手伝う。彼女は、孫が生
まれたにもかかわらず錦淑を拒否し続ける両親を説得した末、父親のそばに
つれてきた赤ちゃんを置いて部屋を出ていくまでする。錦淑をめぐる人物の
間を走り回り、こじれた関係の結び目を解いていく清子の活躍は、文字通り
縦横無尽である。

映画『朝鮮海峡』における文芸峰と金信哉の共演は、二人が一緒に出演し
た映画『水仙花』（1940）を想起させる。『水仙花』において村に流れている
あらぬ噂を黙々と耐え忍ぶ寡婦・柳香伊を文芸峰が演じ、金信哉がその噂の
真相を究明する利発な石梅を演じたように、『朝鮮海峡』においてもこの二
人は問題の当事者と解決者として登場する。石梅が「とても聡明で怜悧」な「情
熱」的な人物17であったように、清子もまた銃後の妹かつ銃後婦人の助力者
として聡明で怜悧に、そして情熱的に銃後に残された問題の解決に努めるの
である。

むろん、『水仙花』と『朝鮮海峡』には相違するところもある。兄の成基
が軍人になったことを嬉しく思い、「立派な軍人」になるようにと彼を励ま
す場面から明らかなように、『朝鮮海峡』の清子は国策に沿ったメッセージを、
可愛らしい笑顔で明朗に伝える人物でもある。長兄を戦争で失い、次兄もま
た戦場に送るようになった状況でも彼女は明朗である。彼女のこの明朗さが
どのくらい影響を与えたかは確定出来ないが、『朝鮮海峡』に関する批評の
中には、この映画の「明るさ」を指摘する箇所がある。たとえば、次の引用
文からそれが確認できる。

16　「名作映画主演女優座談会」『三千里』1941年12月号、81頁
17　金幽影「シナリオ『処女湖』」『文章』1939年11月号
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やうな考へ方ではなく、新しい強いものに持ち更へて、確実に努力して
ゆくべきであると思ひます。この蘇生に今日歓喜と、希望を載せて、東
京へ、東宝の望楼へ、私達の決死隊は驀進して行くのです。14

上の引用には、「米英を膺懲殲滅」する「我が国の偽りのない健全な姿」
に圧倒された朝鮮人女優の驚嘆や忠誠への覚悟が書かれている。文芸峰の内
地訪問を取り扱う記事が、植民本国の国際的な女優・原節子より「容貌も演
技もずっと良い」と強調し、内地との競争意識と国際的朝鮮人女優の誕生へ
の希望を隠さなかったこととは顕著に異なる内容である15。国際進出への欲
望はその気配すらなく、その代わりに、戦争イデオロギーの痕跡だけが残っ
ている。そしてそれが前提しているのは、内地と外地がもう競争の相手では
なく、その両方が一致団結した大東亜の「私達の国」であることである。そ
ういう意味では、この手記こそ、他の女優ではなく、「大東亜共栄圏の女優」
金信哉によって、そして彼女の「コクゴ」によって書かれなければならない
ものであったかもしれない。

以上の検討から、「明朗さ」と「コクゴ能力」にもとづき、金信哉が大東
亜共栄圏の女優という枠組みの中に組み込まれていく過程が明らかになった
と思う。それは映画戦時体制に入りつつあった大東亜共栄圏の朝鮮映画に求
められたものでもあって、同時にデビュー初期からの金信哉の女優表象に内
在していた特質でもあった。次の節では、このような金信哉の女優表象が、
太平洋戦争末期の朝鮮映画ひいては大東亜共栄圏の映画においてどう活用さ
れていたかについて作品の分析を中心に論じることにしたい。

３．朝映時代の映画における金信哉の表象
（1）映画『朝鮮海峡』（1943）における金信哉の表象
映画『家なき天使』改訂版の内地封切以後に開かれた、1941年11月の女優

座談会において金信哉は、「これからはどんな役を演じたいですか」という
記者の質問に「明朗な少女あるいは処女役をやってみたいです。どうでしょ
うね。そしてとても幼い十五歳の少女。おかっぱの少女役もやってみたいで

14　金信哉「初めての『東京』へ―女優手記」『大東亜』1943年3月号、140 ～ 141頁
15　「『旅路』と文芸峰」『三千里』1937年5月号、14頁
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で、「それが誰か知っていますか？」13とやんちゃぶりを見せる李香蘭からは、
文芸峰を含めた座談会の時とはすっかり異なる気楽さが見受けられている。
それ以来、メディアは朝鮮人以外の映画人との座談会や会談に、文芸峰では
なく金信哉を招くことになる。1936年のスタンバーグ監督の歓迎式で、文芸
峰が朝鮮女優を代表し、彼に花束を手渡したことを考えると、これは大きな
変化と言わざるを得ない。

こういう経緯を経て、金信哉は1943年、いよいよ東京を訪問するに至った。
「二つの舌」を持つ植民地朝鮮の女優に内地日本の地を踏む機会がようやく
めぐってきたのである。文芸峰が1930年代後半の時点で内地を訪問していた
ことを考えると、長い時間がかかったとも言えるだろう。そして、その訪問
手記「初めての『東京』へ―女優手記」には、大東亜共栄圏の女優として
の金信哉の持つ思いが表れている。

京城から東京、生まれて初めての長途の旅で御座いました。連絡船が
初めての下関に着いてから汽車は続いてゐる家屋に動揺を興へる程の迅
さでまつしぐら眼下の風景を突破してゆきます。このめまぐるしく車窓
を過ぎゆく風物を眺めてまづ私は何を感じたでありませうか。綺麗なま
でに規則正しく畦畛のついてゐる田や畑、冬だと申しますのに未だ青色
に茂つてゐる山々、なんと、その他のすべてのものが生々として希望に
充ち溢れてゐるではありませんか。これが暴逆なる米英を膺懲殲滅する
ために、總力を擧げて戦つてゐます我が国の偽りのない健全な姿であ
ることを、目前に観てとつた時の、私の胸一杯に擴りゆく歓喜の程を
お

マ マ

想像下さい。許せますことならば、敵国の女性にも、このよろこびを
頒ちて、観せて上げたいものと思ひました。そうして、未だ内地を訪れ
たことのない半島の女性の方にも、ぜひ一度は、華麗なる繪巻でもひろ
げてゆくやうにして、私達の国がここに続いてゐるといふことを、見せ
て上げたい希ひで一杯であります。同時に私達女性も、奮勵努力しまし
て、あらゆる困苦をも、立派によく耐へ忍び、この皇土をして何時まで
も永劫に、明るく栄ゑたものにしなければならないと堅く心に誓ふもの
がありました。そのためには、例へ映画を作るにしましても、昨日迄の

13　「李香蘭・金信哉会見記」『三千里』1941年4月号、180 ～ 185頁
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三人であった（【図２】を参照）。次の引用文からはその座
談会の雰囲気が読み取れる。

芸峰はどこまでも物静かだ。（中略）顔が少しも動
かない。彼女の顔はこの動きの無さから石膏の美を染
み出させるのであろう。「本を沢山読みますよね？」
芸峰と香蘭の会話が切れた。そんなに親密ではない二
人のため、話が絶えると、皆気まずくなる。表情が豊
かだと言われる香蘭すら、視線の先を決められない。
この時、信哉が救急策を講じたのだ。（中略）彼女（李
香蘭）はやっとにっこりと笑うようになった。11

上の引用文から分かるように、三人の座談会の雰囲気は、
「気まずい」と言わざるを得ないものであった。互いの作
品を通してその存在を知っていた仲12だとはいえ、出会っ
たばかりの彼女らには仕方のないことだったかもしれない。だが、この雰囲
気は、何より「石膏」のような無表情に終始する文芸峰から醸し出されてい
るようにみえる。そこで奮闘しているのは金信哉で、彼女の努力によって李
香蘭はやっと笑みを浮かべるようになれたのである。彼女らがどんな言語で
話を交えたかは言及されていないが、状況から考えて日本語の可能性が高い。
先述したように「ありがとうございます、すみません」しか喋れない文芸峰
が、李香蘭と自由にコミュニケーションを取れたとは考えにくい。したがっ
て、ここにこそ、コクゴの堪能な金信哉の出番があり、満映のスターに笑い
を取り戻させたのも彼女の存在だったといえる。

1941年、彼女らはまた朝鮮で再会した。しかし、李香蘭の朝鮮巡回リサイ
タルを記念して設けられた会見に、文芸峰の姿はもうない。金信哉と李香蘭
二人だけの会見は、1940年のそれとは違って笑いの止まらない和気藹々とし
た雰囲気で順調に進められた。「私達、話を早く終わらせてどこか良い音楽
でも聴きに行きましょうね」と言い、「朝鮮ではたった一人」の女優が好き

11　「満州国名優を歓迎する座談会―李香蘭、文芸峰、金信哉」前掲書
12　李香蘭は先述した『朝光』とのインタビューで、文芸峰と金信哉の作品を見たことがあ

り、彼女らは見習うところの多い女優たちだと述べていた。
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出演して「コクゴ演技」を披露したが、1930年代後半の朝鮮映画界に女王と
して君臨していたとされた文芸峰は、1943年の映画『若き姿』に端役として
出演するにとどまり、『太陽の子供達』（1944）を最後に終戦まで映画に出演
することがなかった。その『太陽の子供達』の主演女優は、教師役を演じた
金信哉であり、文芸峰の演じた役は不明確である8。

このような文芸峰から金信哉へと朝鮮映画界の看板女優が交替していく状
況は、作品以外でも確認できる。李香蘭との座談会（1940年、1941年）と
1943年の東京訪問記がそれである。李香蘭は、朝鮮でも「満州においては勿
論、日本、朝鮮、支那、台湾等地へまでその名声が広がっている」「満州映
画の代名詞」9として知られ、彼女の「世界的な人気」ぶりは朝鮮人観客達
にも充分に認識されていた。 1940年4月、朝鮮の記者たちは、李香蘭の朝鮮
訪問を待ちきれず、新京にある彼女を訪ねて取材した。その際、この満映の
女優がチマチョゴリの朝鮮服をまとった姿が雑誌に載せられ、満州と朝鮮と
がコラボした異色の写真10が確認できる（【図１】を参照）。

大東亜共栄圏の女優を代表する李香蘭と金信哉が初めて出会ったのは、
1940年8月24日のことであった。
李香蘭は東京歌舞伎座の『黎明曙
光』に出演するため東京に行く途
中、朝鮮の京城に立ち寄る。これ
をきっかけに「満州国名優を歓迎
する座談会」が開かれ、植民地朝
鮮のスター女優と満映のスター女
優が一堂に会することになったの
である。この時点の座談会の参加
者は、李香蘭、文芸峰、金信哉の

8　『太陽の子供達』（1944）は、シナリオとフィルムが現存しないが、雑誌『朝光』（1944年9月号、
65頁）に掲載されている「『太陽の子供達』のロケーション隊とともに」から作品の粗筋
を推測することができる。原文の一部を引用すると次のようである。「南海岸から遠く離
れた孤島―そこには灯台があり、校長先生一人、女先生一人、生徒三､四十人しかいな
い小さな簡易学校もある。（中略）女先生（金信哉扮）は『全員戦死』という報道を生徒
達に読みあげてあげながら、喉が詰まる。（中略）四十人の生徒達は、海に向かって小さ
なこぶしを強く握り、校長先生と友達の復讐を誓う。」

9　「満州国名優を歓迎する座談会―李香蘭、文芸峰、金信哉」『三千里』1940年9月号、
150 ～ 151頁

10　「グラビア―朝鮮服を着た李香蘭」『朝光』1940年4月、5 ～ 6頁

【図１】「朝鮮服を着た李香蘭」
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李圭煥　日本記者が何か聞くと、私が朝鮮語に翻訳して芸峰に聞かせて、
芸峰が何か答えると私がそれを受けてウェノム（日本人を見下
して呼ぶ呼び方―引用者）達に伝えたから、芸峰の言う言葉
は全部私がつくって答えるわけだよ。6

上記の二つの引用は、各々「『君と僕』を語る座談会」（1941）と韓国映画
史家の李英一の編した証言集（2003）の一部である。前者は、『君と僕』の
製作過程を語りながら、朝鮮人俳優たちの「コクゴ」演技の大変さについて
触れている。ここで特に目立つのは、金信哉が他の朝鮮人俳優達とは違って

「コクゴ」が上手だということである7。『君と僕』に文芸峰も出演していた
ことを考えると、そのコクゴが上手でない朝鮮人俳優達の中に彼女が含まれ
ているのは言うまでもない。

また、後者の引用文では、『旅路』の監督・李圭煥が1937年、作品の宣伝
のために東京を訪問した時のこと、すなわち文芸峰初の内地訪問時のことを
回顧している。彼は、文芸峰が「ありがとうございます、すみません」しか
分からなくて困った記憶を語りながら、金信哉の日本語の実力と文芸峰のそ
れを比較している。「金信哉女士ぐらい日本語ができていたら日本の映画に
も出演したと思います」という彼の発言は、逆にいうと、文芸峰は日本語の
出来ない女優であったため、「コクゴ映画」へのキャスティングが容易では
なかったことを意味している。

金信哉の活躍は、1943年以降の「植民地発コクゴ発声映画」において確か
に目につくものであった。金信哉は『望楼の決死隊』（1943）『巨鯨伝』（1944） 

『太陽の子供達』（1944）『愛と誓ひ』（1945）『神風の子供達』（1945）などに

6　韓国映画研究所編『李英一の韓国映画史のための証言』図書出版蘇塗、2003年、87頁
7　実際に金信哉は映画『君と僕』に出演していない。1941年7月に撮影に入り、同年11月に

封切上映されたこの映画への出演は、同年6月に彼女の妊娠を理由に取り下げられた。そ
れにもかかわらず、監督の許泳が金信哉の日本語演技について熟知しているのは、ラジ
オ放送劇『君と僕』に金信哉が参加したからだと思われる。映画『君と僕』の広報の一
環として製作されたラジオ放送劇『君と僕』は、1941年8月19日午後8時50分から約30分間、
映画劇という名前で放送され、それの関連記事の出演者紹介に金信哉の名前が載せられ
ている。（「映画劇『君と僕』、今夜DKで放送」『毎日申報』1941年8月20日［19日発行夕刊］）

記事の一部を引用すると次のようである。「青年朝鮮の誇りである志願兵を主題に、内
鮮一体を描く朝鮮軍報道部製作映画『君と僕』はただいま本格的な撮影に入っている。
京城中央放送局第二放送部では、今日十九日午後八時五十分から三十分間、マイクを通
して全朝鮮津々浦々に映画劇『君と僕』を放送することにした。（中略）配役は次のよう
である。沈影、黃

ファンチョル

鐵、崔
チ ェ ウ ン ボ ン

雲峰、金信哉、文芸峰」

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

（145）
－69－



２．金信哉のコクゴと「大東亜共栄圏の女優」
1943年以降「植民地発コクゴ発声映画」2の時代に入ると、女優・文芸峰

の確固たるようにみえた立地が弱まっていくのが著しく見えてくる3。「今
（1939年―引用者）の朝鮮の天地で女王のように君臨している」 と言われ
ていた文芸峰が、「植民地発コクゴ発声映画」で脇役に近い役につくように
なり、映画界の頂上の席を他の女優に譲らざるを得ないようになったのであ
る。次の二つの引用文から、そのような変化の原因が何であったかが推測で
きる。

高井邦彦（朝鮮軍報道部）　演技はそうだとしても国語（日本語）発音
においては非常に差があって録音に大きな打撃があるらしいで
すよね。

許　泳（日夏英太郎）　はい、セリフにおいては大変困っています。そ
れで毎晩セリフの練習をさせるので大騒ぎですよ。

金
キムヨンス

英秀（高麗映画社）　それでも、うちの高麗映画社専属女優金信哉は
演技でもセリフでも大丈夫でしょうね？

許　泳　はい、金信哉は上手ですよ。
金英秀　おい、朴君。今の許泳氏の答えを忘れずに記事の中に入れなさ

いよ。5（下線は引用者による。以下同）

李
イギュファン

圭煥（監督）　（前略）新聞記者達が芸峰に質問する中で、インタビュー
をね、でもこいつ、日本語分からないからね。（中略）「ありが
とうございます、すみません」しか分からない。その時、金信
哉女士ぐらい日本語ができていたら日本の映画にも出演したと
思います。

李英一　ああ、そうだったんですね。

2　「コクゴ」とは、単純に「日本のナショナルランゲージ（national language）＝国語」た
る日本語を指す言葉ではなく、「（母語でない）コクゴ＝外地人の日本語」を意味する。
国語とコクゴの区別については、拙稿「『植民地発コクゴ映画』における二重言語問題と
女優の表象」（『映画研究』日本映画学会、2012年）を参照されたい。

3　文芸峰の女優としての地位変化と世代交代の過程については、上掲の論文に詳しい。
4　一記者「議政府スタジオ―映画の平和な町」『三千里』1939年4月号
5　「『君と僕』を語る座談会」『三千里』1941年9月号
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戦時下朝鮮映画における金信哉の女優表象（3）

─大東亜共栄圏の女優には何が求められたか─

李　　　敬　淑

１．はじめに
本稿の目的は、植民地朝鮮の女優・金信哉が大東亜共栄圏の女優という枠

組みの中に組み込まれていく過程を検討し、それが国策色の強い映画におけ
る彼女の女優表象とどう繋がっていたかを映画『朝鮮海峡』（1943）『望楼の
決死隊』（1943）『愛と誓ひ』（1945）の分析を通して明らかにすることである。

そのため、まずは金信哉が「大東亜共栄圏の女優」として表象されるにあ
たって、「明朗さ」1以外に重要な要件となったもの、すなわち「流暢なコク
ゴ実力」について考察することとする。これについては、1943年以降、朝鮮
映画界が「植民地発コクゴ発声映画」の時代に入るのにつれ、文芸峰から金
信哉へと朝鮮の看板女優が交替する過程を論じた上で、その過程を集約して
示す金信哉と李香蘭との座談会の様子と、1943年に発表された金信哉の東京
訪問記を検討することで論じていきたい。

次に、映画『朝鮮海峡』『望楼の決死隊』『愛と誓ひ』における金信哉の表
象を分析する。これらの作品はすべて社団法人朝鮮映画製作株式会社（以下
朝映）の設立（1942年9月）以降に製作された、いわば「朝映時代の映画」
である。後者の二つは日本の東宝映画と朝映が製作に携わり、日本人俳優た
ちと朝鮮人俳優たちが共演したものである。よって、この時期の朝映映画に
おける金信哉の女優表象を明らかにすることは、大東亜共栄圏の中の朝鮮映
画の位置と、その位置に相応しいものとみなされた朝鮮人女優の在り方を浮
き彫りにすることとも言えよう。

1　金信哉の女優表象に内在する「明朗さ」とその専有化については、拙稿「戦時下朝鮮映
画における金信哉の女優表象（2）―表象の専有化（appropriation）と「明るい植民地」」

（『日文ノート』第54号、宮城学院女子大学日本文学会、2019年、38 ～ 60頁）に詳しい。
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る学習システムの構築は積極的に考えていくべきだと考える。これからの時
代を生きる日本語教師には、ICTを活用した日本語授業デザインができる力
が不可欠であるからである。日本語教育という専門領域に関していえば、今
まさに世界中で実施されているオンライン日本語学習／教育の具体的な内容
と方法に直接触れられる貴重な機会にもなっていることを、逆境を逆手にと
る発想で活かしていきたい。具体的には、海外の日本語学習者、教師との同
時・双方向的な交流学習の実施を積極的に実施し、通常の授業では実施が難
しかった、海外の日本語教育現場の授業見学／参加の機会をオンラインの場
で作り、より多くの多様な日本語学習者や教師とつながり、学び合う機会を
創出したいと考えている。

【参考文献】
国際交流基金（2019）「2018年度海外日本語教育機関調査（速報値）」
https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2019/dl/2019-029-02.pdf（ 最 終 ア ク セ

ス：2020年5月5日）
後藤康志・松井賢二（2016）「Web会議システムによる遠隔教員研修の試行」
『新潟大学高等教育研究』4, 47-51,

澤邉裕子・中川正臣・岩井朝乃・相澤由佳（2018）「教室と社会をつなげる
交流学習実践コミュニティは何を目指すのか―外国語教育における〈拡張
型交流学習〉の可能性」『日本語教育研究』第44輯、pp.115-133.
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〈4年生の感想例〉
・今回は人数がとても多かったので、もし次回やるのであれば午前の部、午
後の部と区切ると、それぞれの先輩方の話を詳しく聞けると思った。　
・海外で実践経験を積んだ方や、現在海外にいる方とお話できたのは非常に
いい経験だった。

多くの学生が感想欄に、実際に先輩の現場の話を聞けたことで具体的なイ
メージがわいたなど、今回のセミナーでの経験を肯定的に捉える内容を記載
していた。特に2年生など、日本語教育の勉強が本格的に始まる時期に、こ
のようなセミナーを通して日本語教育現場の具体的イメージをもつような場
を作ることが効果的であるということが見えてきた。今後のセミナーの要望
としては、参加しやすい曜日・時間帯の工夫や、外国人の日本語学習者の話
を聞くオンラインセミナーの実施を期待する声が上がった。

５．日本語教員養成課程におけるオンラインセミナーの可能性
本稿では、2019年度に実施した日本語教員養成課程における海外の日本語

教育とつながるオンラインセミナーの実践について報告した。参加した学生
のアンケート結果からは、オンラインセミナーの内容と方法についての満足
度は概ね高く、今後も多様なテーマにおけるオンラインセミナーの実施に対
する期待度が高いことが明らかとなった。特に、今回は物理的、時間的、経
済的に簡単に訪れることが難しい海外の日本語教育現場や、海外にいる日本
語学習者、日本語教師とのつながり形成を目的としていたため、オンライン
という手法は効果的であったと思われる。

2020年現在、新型コロナウィルスの影響で、日本を含め世界中の教育現場
で遠隔授業が実施されることになり、インターネットを介したオンライン学
習／教育のニーズが急激に高まっている。対面授業を前提としていた今まで
の教育現場では、その授業内容と方法の変更が迫られ、オンライン授業に不
慣れであったりインターネット通信環境が万全に整っていなかったりする学
生への対応にも苦慮している。インフラの面においては、一教師や一授業の
裁量や工夫で解決できない問題も多く、教育機関や国の支援も必要不可欠で
あろう。しかし、そうしたインフラの問題が解決した状況においては、物理
的、時間的、経済的な壁を越えてつながり、オンラインで双方向に学び合え
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（4）オンラインセミナーについての感想と今後のセミナーについての要望
アンケートでは最後に自由記述欄を設け、今回のオンラインセミナーにつ

いての感想と、今後の日本語教員養成課程におけるセミナーについての要望
を尋ねた。ここに、参加学生の感想の例を挙げる。

〈2年生の感想例〉
・海外で働くことを考えたことがなかったが、海外での日本語教育がより身
近に感じられた。私は、一度就職したらそこに長く勤めるのが普通だと思っ
ていたが、常に変化や成長を求め、行動を起こす先輩方の姿がかっこいいと
感じた。
・実際に海外の現場で働いていらっしゃる先輩方のお話をお聞きして、とて
もためになったし、すごく楽しそうだと思った。どの先輩もキラキラ笑顔で、
様々な苦労をしながらも毎日レベルアップに努めている姿はとても魅力的で
ぜひお会いしてお話したいと思った。
・話を聞いて、生き生きと話している先輩達を見て、イメージが湧き、質問
したいことがたくさん浮かんだ。

〈3年生の感想例〉
・複数の先輩からお話が聞けてとてもよかった。いろんな進路があることに
気づく機会になった。個人的には二年生の時に経験したかったと思った。
・現在の職場の話だけではなく、どのようなキャリアを積んできたのかを聞
くことができ、参考になった。日本語教師は大学院に行く必要があったり、
新卒で常勤で採用されることが難しかったりなど、企業への就職という一般
的な道とは違うので、その具体的な事例聞けるのはいい機会だった。

図表８　日本語教師というキャリア形成について関心がもてましたか
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（2）海外の日本語教育現場について、興味がわいたか
今回のセミナーのテーマである、海外の日本語教育については24名（80％）

の学生が「興味がわいた」と回答し、3名（10％）が「どちらとも言えない」、
3名（10%）が「あまり興味がわかなかった」と回答した。全ての学生が海
外志向であるというわけではないが、80％の学生が興味を持ったという点で
は、先輩の話を直接聞くことができたことの効果ではないかと推察する。

 

（3）日本語教師というキャリアについて関心がもてたか
このセミナーは、海外の日本語教育現場を経験している先輩の話を聞き、

海外での日本語教育経験を先輩一人ひとりがどのように捉え、今後どのよう
に活かそうと考えているか、というキャリア形成について理解を深めるとい
う目的をもつものであった。そのため、ゲストスピーカーは大学在学当時か
ら、現在に至るまでのライフストーリーやその時々考えていたことなども詳
しく話をしていた。このセミナーを通して日本語教師というキャリア形成に
ついて関心をもつことができたかどうか、という質問項目に対しては、27名

（90％）の学生が「関心がもてた」と回答した。「どちらとも言えない」は1
名（3.3%）、｢あまり関心がもてなかった｣は2名（6.7%）であり、多くの学生
にとって関心をもてる内容になったことがうかがえた。
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図表７　海外の日本語教育現場について、興味がわきましたか
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4.2　参加学生へのアンケート結果から
セミナー終了後、Googleフォームを利用してセミナーの感想を尋ねるアン

ケートを実施し、30名の参加者から回答があった3。ここではその回答の結
果を報告する。

（1）先輩の話を聞いて、海外の日本語教育現場に対する理解が深まったか
この質問項目に対しては、30名全員（100％）が「理解が深まった」と回

答をした。このことにより、オンラインという手法を用いても、ゲストス
ピーカーの話を聞き、その内容を理解することに関しては、概ね問題がない
ということがわかった。

したプレゼンテーションを行った。内容は、大学時代の経験、日本語教師に
なったきっかけ、海外で教えることにした理由、海外での活動や、海外から
帰国してからの活動の内容についてであった。後半30分は、zoomのブレイ
クアウトセッション機能を利用し、卒業生を囲んでの小グループでの質疑応
答の時間を設けた。質疑応答の時間では、予定していた時間では、活発な意
見交換がなされた。

3　回答者のうち 2年生が17名（68%）、3年生が6名（24％）、4年生が2名（8％）であった。

図表５　オンラインセミナーのちらし

図表６　オンラインセミナー実施中のPC画面の例
（学生の顔は隠しています）
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（4）オンライン研修や交流会に対する参加の意欲
「今後もオンライン研修やオンライン交流会に参加してみたいですか」と

いう質問項目に対しては、10名全員（100％）が「参加したい」と回答し、
オンラインで実施する日本語教育の研修や交流会に対する意欲と積極的な姿
勢がうかがえた。その理由としては、「オンラインでの交流はあまり経験が
なかったが、今回使ってみてトラブルなどもなかった。この利便性を活かせ
ば直接会うことが難しい人とも交流するチャンスがあると思った」「今回の
どの交流でも自分の知らなかったことを現地の人から直接教えてもらえたの
で、事実を生で知ることができていると感じられたから。もっと様々な人の
お話や意見も聞いてみたいと思った」「家にいるので、比較的リラックスし
て話すことができたから」など、自宅にいながら遠隔的に同時・双方向につ
ながり、物理的に直接会うことが難しい人とも交流ができ、学び合える利点
を評価するコメントが目立った。

これらのアンケート結果から、学生のオンラインセミナーに対する満足度
は高く、様々な内容を取り扱ったセミナーを企画することが期待されている
ことがわかった。

４．日本語教師の先輩とつながるオンラインセミナー
4.1　オンラインセミナーの概要

2019年12月14日、日本語教員養成課程の学生と海外の日本語教育現場で教
えている（教えていた）卒業生とをつなぐオンラインセミナーを実施した。
参加学生は2年生から4年生、大学院生の40名である。ゲストスピーカーであ
る卒業生は、4名で、一人は韓国、一人はインドネシア、一人は東京、一人
は仙台のそれぞれ自宅からミーティングルームに集まった。セミナーの時間
は2時間で、前半1時間半は、ゲストスピーカーによるパワーポイントを使用
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図表４　弘益大学校とのオンライン交流会には満足しましたか（N＝10）
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（3）弘益大学校とのオンライン交流会に対する満足度
「５　非常に満足した」が6名（60％）、「４　満足した」が3名（30％）、

「３　どちらとも言えない」が１名（10%）という結果となり、概ね満足度
の高い交流会になったことがわかった。感想としては、「お互いに相手の言
いたいことを理解しようという気持ちが働いていて、積極的にコミュニケー
ションが取れたのが良かった。間違えることを恐れないで発言する韓国の大
学生の様子を見て、外国語が上手くなるには発言しやすい雰囲気や本人の社
交性も大事だと改めて思った」のように、日本語学習者の姿から学ぶことが
多かったことを示すコメントが複数見られた。一方で、「もう少し時間があ
れば、もっと深い話ができたので、残念だった」のように、十分な時間を用
意して大学生同士、ゆっくりと情報交換ができる会にすることを求めるコメ
ントも複数あった。

（2）韓国の日本語教育事情セミナーに対する満足度
「５　非常に満足した」が7名（70％）、「４　満足した」が3名（30％）と

いう結果となり、満足度の高いセミナーとなったことがうかがえた。感想
としては、「日本人教師の募集人数が年によって大きく異なることを知らな
かったので、そのような情報の詳細を得ることができてよかった。また、今
の日韓関係を受けての韓国の様子も聞くことができて非常に有意義だった」
など、韓国で日本語を教えている現場の教師の生の話を聞けたことやレク
チャーの後に、疑問点などを直接質問して、意見交換できたことを貴重な経
験だと捉えたコメントが多く見られた。

図表３　韓国の日本語教育事情セミナーには満足しましたか（N＝10）
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大学生活についてお互いに気になることについて質問し、一時間ほど意見交
換を行った。

3.2　参加学生へのアンケート結果から
ここでは、3日間にわたって実施したオンラインセミナー参加者へのアン

ケート調査の結果を報告する。回答者は3日間のすべてのセミナーに参加し
た10名であった。

（1）徳沼高校とのオンライン交流会に対する満足度
「５　非常に満足した」と答えた学生が8名（80％）、「４　満足した」が

1名（10％）、「３　どちらとも言えない」が1名（10％）であり、概ね満足
度の高い交流会になったことがわかった（図表２）。自由記述の感想欄には、

「韓国の高校生がとても元気で、普段の授業の雰囲気を想像することができ
た。高校生のみなさんも楽しんでくれている様子で、相手の顔を見ながら質
問することができたことが嬉しかった」「みんなとてもパワフルで、内容も
馴染みやすいものだったのでとても楽しかった。思っていた以上に日本語が
上手だった」など、高校生の元気の良さに刺激を受け、交流自体を楽しんだ
というコメントが多く見られた。一方、「高校生のみなさんにとっては、日
本語を使って韓国について紹介したので日本語の勉強になったと思う。私と
しては、やさしい日本語を使う機会にはなったが、日本語を教えたわけでは
なく、普段の日本語の授業の様子を見たわけではないので、交流自体は楽し
かったが日本語教育に関して何か新しいことを学んだという感じはしなかっ
た」という評価もあり、交流会の目的についてただ楽しむのではなく、交流
会を通して海外の日本語学習者や日本語教師から何を学ぶかについて、ヒン
トとなるような観点を事前に学生に提示することの必要性があることがわ
かった。
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図表２　徳沼高校とのオンライン交流には満足しましたか（N＝10）
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今回は、このような日々進化するオンラインのツールを用いて、海外の日本
語教育とつながるオンラインセミナーを企画、実施した2。

３．韓国の日本語教育現場を知るオンラインセミナー
3.1　オンラインセミナーの概要

韓国は海外で最も日本語教育機関数が
多い国である。2019年9月には3日間にわ
たり、韓国の日本語教育現場を知るオン
ラインセミナーを開催し、参加は2年生
から大学院生までの任意とし、毎回10名
前後の学生が参加した。

1日目（9月2日）は、韓国の徳沼高校
の高校生とのオンライン交流会をSkype
のツールを用いて行った。2019年の9

月時点で、韓国側の教育現場ではzoomの使用が許可されていなかったため、
既に使用の許可が下りていたSkypeを用いることになったのである。そのた
め、教室と教室をつないでの遠隔的な交流となり、本学の参加学生も大学の
教室に集まって行なった。この日の交流では、韓国の高校生からの質問に、
やさしい日本語を用いて答えたり、大学生側から韓国の高校生に質問をした
りという活動を50分ほど行なった。

2日目（9月3日）は国際交流基金ソウル日本文化センターの上級日本語教
育専門家である、山口敏幸先生による「韓国の日本語教育事情セミナー」で
ある。山口先生は韓国の国際交流基金ソウルセンターから、学生は自宅から
zoomのミーティングルームに集まった。はじめに約30分間にわたって、山
口先生による韓国の日本語教育の学習者数、現況についてのパワーポイント
を用いてのレクチャーがあり、後半に一人一つずつ質問をして、同時・双方
向の質疑応答が実現した。

3日目（9月4日）は韓国の弘益大学校の大学生とのオンライン交流会を
行った。弘益大学校で日本語を学習している学生と本学の学生がzoomのブ
レイクアウトセッション機能を利用して小グループに分かれ、韓国や日本の

2　2019年度の韓国研修旅行の代替として企画、実施された。

図表１　徳沼高校側のSkype交流場面
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〈報告〉
海外の日本語教育とつながる
オンラインセミナー

─ Web会議システムを活用した実践事例の報告 ─

澤　邉　裕　子

１．はじめに
2019年、国際交流基金より「2018年度海外日本語教育機関調査結果（速報

値）」（調査期間2018年5月～ 2019年3月）が公表された。報告書では、海外
での日本語教育は過去最多の142の国、地域で実施され、学習者は再び増加
に転じ、3,846,773人となったことが報告されている。こうした状況において、
海外の日本語教育現場で活躍できるマインドやスキルを持った人材を育成す
ることは、重要な課題である。2019年度は、こうした状況を踏まえて夏と冬
に海外の日本語教育とつながるオンラインセミナーを開催した。本稿ではそ
れぞれの取り組みと参加学生たちへのアンケート調査の結果を報告し、今後
のオンラインセミナーの可能性を考えていきたい。

２．Web会議システムを活用したオンライン研修の概要
ICTの進歩により、近年、遠隔地にいる参加者同士がつながって行われる、

同時・双方向型のオンライン教師研修が多くの現場で行われるようになって
きている（後藤・松井2016，澤邉・中川・岩井・相澤2018など）。活用しや
すい仕様により、教育現場や教師研修でも多く活用されるようになってき
たものに、zoomというWeb会議システムがある1。専用のアプリやインター
ネット環境や補助的な道具（マイク、カメラ）があれば、設定されたミー
ティングルームのURLをクリックするだけで、遠隔地にいる者同士が簡単
につながり、直接対面しているのとほぼ同じように話をしたり、画面共有の
機能を用いながら同じ資料を見てディスカッションしたりすることができる。

1　2020年に入り、新型コロナウィルスの感染拡大の影響によって、テレワークやオンライ
ン学習／教育が急速に広まり、一気に注目を集めて使用者が増えたシステムの一つであ
る。
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26，1-12，信州大学国語教育学会.
米川明彦（1989）『叢書・ことばの世界 新語と流行語』南雲堂.
米川明彦（1997）『若者ことば辞典』pp.240-248，東京堂出版.

参考URL
IKEDA MIYU Official Site 

http://ikedamiyu.jp/（最終閲覧日：2020年1月13日）
太田プロダクション　タレント　有吉弘行　https://www.ohtapro.co.jp/

talent/ariyoshihiroiki.html（最終閲覧日：2020年１月13日）
V.I.P MODEL AGENCY MODELS 木村有希

http://www.vip-model.com/models/kimurayuri.html（最終閲覧日：2020
年1月13日）

女 性Creatorで 世 界 を 元 気 に　MIHA公 式 サ イ ト　MIHA CREATORS 
PROFILE Kemio
https://www.miha.co.jp/miha-creators/51/（最終閲覧日：2020年1月13日）
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今後は性別、年齢を制限せず調査を行い、性別や年齢による使用頻度の差、
使用意図の違いはないかなどを調べる必要があると考える。また、今回の調
査において従来とは異なる接尾辞「み」の用法の非使用者から得られた結果
を活かすことができなかった。そのため、非使用者が受ける印象、容認度な
どを調査することも今後の課題としたい。

参考文献
庵功雄・高梨信乃・中西久実子・山田敏弘（2000）『初級を教える人のため

の日本語文法ハンドブック』スリーエーネットワークp.27
宇野和（2015）「Twitterにおける「新しいミ形」」『国文』123，106（1）-94
（13），お茶の水女子大学国語文学会.

宇野和（2017）「Twitterで見られる名詞に後接する接尾辞ミ：「ぽさ」「らし
さ」と比較して」『人間文化創成科学論叢』20，29-37，お茶の水女子大学
大学院人間文化創成科学研究科.

宇野和（2018）「Twitterにみるオノマトペに後接する接尾辞ミの機能」『比
較日本学教育研究部門研究年報』14，183-189，お茶の水女子大学グロー
バルリーダーシップ研究所.

柴田武（1960）「流行語と言語ボス」『言語生活 6月号』16-24，筑摩書房.
中山緑朗・飯田晴巳・陳力衛・木村義之・木村一編（2009）『みんなの日本

語事典―言葉の疑問・不思議に答える―』明治書院.
日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部（2001）『日本国

語大辞典　第二版』2，1423，小学館.
日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部（2001）『日本国

語大辞典　第二版』9，472，小学館.
日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部（2001）『日本国

語大辞典　第二版』9，1020，小学館.
松島弥生（2017）「接尾辞“-み”の新用法について」『外国語学会誌』47，

125-133，大東文化大学外国語学会.
水野みのり（2017）「ネット集団語における接尾辞「-み」の語基拡張」『思

言：東京外国語大学記述言語学論集』13，167-174，東京外国語大学地域
文化研究科・外国語学部記述言語学研究室.

依田綾乃（2016）「ツイッターに用いられる「-み」の用法」『信大国語教育』
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異なり、好きなアイドルや有名人と同じ言葉を使用することで、親しみや親
近感を持ちたいとう気持ちの表れではないかと考えられる。二つ目は、特に
意図はなく無意識に使用しているということである。このことからは、「み」
という言葉を感覚的にもしくはなんとなくのニュアンスで使用していること
が読み取れるのではないだろうか。三つ目は、語基に「み」をつけること、
語末を「み」に言い換えることでかわいらしさを感じるため使用していると
いう意図があったことである。使用者が言葉そのものの音を楽しむために従
来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用していることが分かるのではないだ
ろうか。また、この三点は、従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用する
使用者本人の意図であると同時に、従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使
用することで得ることができる新しい効果であるといえるのではないかと考
える。

7. おわりに
従来とは異なる接尾辞「み」の用法は、SNS上に限らず口語においても使

用の拡大が見られてきていることが明らかになった。また、その使用者本人
の意図は、これまでのSNS上の研究において示されていた先行研究の意味機
能と重なり、緩衝の意味で使用されていることが大きいことも分かった。並
びに、使用者本人の意図はさまざまであり、接尾辞「み」の本来の機能を超
え、言葉に多くの意味を与えるものとなっていることがより明確になったの
ではないかと思われる。加えて、アンケート調査をすることで使用者本人の
意図について探り、従来とはことなる接尾辞「み」の用法の新しい意味機能
の発見ができたことはこれからの研究においても非常に大きな意味を持つも
のとなるのではないかと考える。

8.今後の課題
本研究の調査では、従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用する使用者

の意図についても口語においての使用状況の実態についても10代から30歳前
後の女学生に限られてしまった。しかし、アンケート調査において、45歳の
男性芸能人が使用していたことが分かった。また、テレビCMなどでも耳に
するようになったことを考えると、世代を超え、多くの人に認知されている
可能性と使用されている可能性があるのではないかと思われる。そのため、
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いということがいえる。だが、若者の間だけで使用されるものとして終わっ
てしまう、若者語として留まるのか、広い世代に広まり、定着していく用法
となるのかについては今後も動向を探る必要があるのではないかと考える。

6.2. 使用者本人の意図
従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用する使用者本人の意図は、宇野

（2015）において示された形容詞に接続される従来とは異なる接尾辞「み」
の用法の意味機能と重なる部分が多くあると考えられる。2.4.使用者の意図
でも述べたが、宇野（2015）において形容詞と接続される従来とは異なる接
尾辞「み」の用法は、若者語の7つの機能のうちの娯楽機能、会話促進機能、
連帯機能、緩衝機能、浄化機能の5つの機能を備えており、その中でも特に
娯楽機能、緩衝機能、浄化機能が最も重要であると述べられていた。5.3.調
査結果と分析のⅳの②、ⅳの④、ⅳの⑤の表29、30の結果を見ると表現を
和らげるため使用しているという緩衝機能にあたる意図がどの結果におい
ても一番多くなっている。このことから考えると使用者本人の意図として
も、「ぽい」「みたいな」のような曖昧でぼかした表現のようにするために従
来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用しているということが大きいと言え
るのではないだろうか。また、ⅳの④の表24、データ番号3「特に深い意味
はないが、会話が楽しくなるから使っている」という使用者本人の意図から
は、会話を楽しく盛り上げたいという会話促進機能があると考えられる。加
えて、ⅳの①からは本来の接尾辞「み」の用法を知っている上で言葉を変化
させ、遊んでいるということが伺えた。これは米川（1997）で述べられてい
た娯楽機能にあたるのではないかと推測する。これらのことから、使用者本
人の意図について考えると、先行研究で述べられてきた従来とは異なる接尾
辞「み」の用法の意味機能の点と重なる部分が多くあると思われる。また、
使用者本人の意図は若者語の機能と重なる点が多くあることも分かるのでは
ないだろうか。

これまでの先行研究により述べられてきた意味機能とは重ならない使用者
本人の意図としては、次のようなものが挙げられる。一つ目は、好きなアイ
ドル、有名人が使用しているため真似しているという、好きなアイドルや有
名人の言葉を真似たいという意識から言葉を使用している意図があることで
ある。これは、みんなが使用しているから使用するといったようなものとは

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

（161）
－53－



6. 調査結果のまとめと考察
以下からは、アンケート調査で得られた結果から口語においての使用状況

の実態、使用者本人の意図をそれぞれまとめ、考察していくこととする。

6.1. 口語においての使用状況の実態
口語において、従来とは異なる接尾辞「み」の用法は非常に多く使用され

ているということが今回のアンケート調査により明らかになった。5.3.調査
結果と分析のⅲ②、表10を見ても分かるが、友人との会話で使用していると
回答した人が69名中65名とTwitter、LINE、InstagramなどのSNSを押さえ、
一番多い結果となったのである。さらに、ⅳの⑤、表28においても日常会話
が一番多い結果となった。ⅳの⑤は最近使用した従来とは異なる接尾辞「み」
の用法について、使用した言葉、相手、場面、意図について尋ねたものであ
るため、日常会話においての使用頻度が高いということがいえるのではない
だろうか。また、テレビやラジオといったマスメディア、YouTubeにおい
て芸能人や有名人などが使用していたという回答が多数あったことから考え
ると、従来とは異なる接尾辞「み」の用法は口語としてかなり広い範囲で浸
透してきていると考えられる。だが、口語に限り使用頻度について尋ねた質
問がなかったため、口語では使用せず、SNS上でしか使用しないという人が
いる可能性もあると考えられる。また、米川（1997:250）において、「若者
語は使用について個人差が激しく、言語意識の差が大きい。」と述べられて
いる。そのため、ⅱの①、表3の従来とは異なる接尾辞「み」の用法の認知
度とⅱの②、表4の使用頻度が等しくないように、口語においての使用状況
にも個人差があるのではないかと考えられる。加えて、ⅳの③の調査結果か
らもわかるように語基においての使用状況にも大きな差があると考えられる。
そのため、従来とは異なる接尾辞「み」の用法は、動詞、形容詞を語基とす
るものは広がりを見せていくが、名詞や人名、オノマトペを語基とするもの
は衰退していく可能性があると考えられる。

また、口語に限られたことではないが、従来とは異なる接尾辞「み」の用
法の初出は、2.2.使用状況の実態でも述べたが先行研究において2007年であ
るとされており、そこから徐々に拡大し、現時点の2019年までに残る言葉と
なっていることが分かる。このことから考えると、従来とは異なる接尾辞

「み」の用法は一時的に広まりを見せ、使われなくなっていく流行語ではな
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ⅵ.①（記述）
ⅵの①は、ⅱの①で知らないと回答した人に「1.ねむみ」「2.やばみ」「3.サ

クみ」という言葉を見てどのように感じるかを尋ねた質問であったため、回
答者の総数は1名である。

上記の表39は回答者の回答をそのまま示したものである。表39をみると
「ねむみ」、「やばみ」の意味は通じるがオノマトペを語基とする「サクみ」
は伝わりにくいということ、従来とは異なる接尾辞「み」の用法を知らない
人が目にした時には瞬時に意味を理解することが難しいということが分かる。

ⅵ.②
ⅵの②は、ⅱの①で知らないと回答した人に従来とは異なる接尾辞「み」

の用法を使用した会話を見て感じる印象を尋ねた質問であったため、回答者
の総数は1名である。

下記の表40を見ると、従来と異なる接尾辞「み」の用法を知らない人は
「わかりみが深い」という返答に対し、会話の前後に違和感を覚えること、
言葉の意味が分からず困惑してしまうということが分かる。
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表39．言葉を見て感じる印象 N=1

データ番号 回答

97
1.眠いという意味かと思った。
2.大変だという意味かと思った。
3.意味が全く分からない。

元の形で話した方が理解しやすい
と思う。急に言われるとどういう
意味か瞬時に判断できない。分か
らない。

�
�
�

表40．会話を見て感じる印象

データ番号 回答

97

言語のニュアンスが変な感じがする。前後の関係がおかしいと思う。
犬がかわいい。ずっと見てられる。
＝相手の理解が深い？相手への理解が深い？のように意味の通じていな
い文に見える。
→ずっと見てられないかという質問の答えになっていない感じがする。

N=1
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上記の表37からも分かるように、場面や媒体を問わずに最近目にした、耳
にした従来とは異なる接尾辞「み」の用法を尋ねたところ、日常会話に次い
でYouTubeが多い結果となった。YouTubeという内容の回答の中でもデー
タ番号3、「YouTubeで「kemio」が「あげみ～」と言っていた。Kemioが流
行り出してから、若者を中心に「〇〇み」が使われるようになった印象があ
る。」というように、kemio9というYouTuberが使っていたという回答が圧
倒的に多く見られた。このことから考えると、使用の拡大がみられる1つの
要因として、YouTuberのkemioが大きく関わっているのではないかと考え
られる。

また、表38のデータ番号8のような回答があることから、従来とは異なる
接尾辞「み」の用法を流行語として捉えている人がいるということも分かる
のではないだろうか。

9　所属事務所ホームページ（https://www.miha.co.jp/miha-creators/51/）より、主に
YouTubeを中心として活動する動画クリエイターであることが分かる。

回答 人数 回答 人数

日常会話 16 TwitterとLINE 1

YouTube 14 会話とSNS 1

言葉のみ（わかりみ、やばみな
ど）の回答

7 会話とテレビ 1

Twitter 4 YouTubeとInstagram 1

LINE 3 YouTube&曲 1

なし 3 曲 1

会話とYouTube 2 雑誌 1

覚えてない 2 漫画 1

Instagram 1 その他 1

SNS 1 無回答 40

表37．最近目にした、耳にしたものの回答 N=102

データ番号 回答

8 1年前くらいにはわりと使われていた気がするが最近耳にしない。

表38．ⅴの③その他の回答 N=1
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上記の表35からは、広告においても従来とは異なる接尾辞「み」の用法が
使用されていたことが分かる。だが、テレビなどと比べ、情報が少ないこと
から考えると使用されている頻度はかなり少ないことが伺える。

下記の表36はテレビ、雑誌、ラジオ、広告のいずれにも属さないその他の
回答である。表36からは、マスメディアではないが、YouTubeやアーティ
ストの曲、漫画において従来とは異なる接尾辞「み」の用法が使用されてい
ることが分かる。

ⅴ.③
ⅴの③は、場面や媒体を問わず最近目にした、耳にした従来とは異なる接

尾辞「み」の用法を尋ねた。下記の表37は、回答があったものを分類し、使
用されていた場面をまとめたものを示すこととする。表38は、その他の回答
としてそのまま示したものである。
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データ番号 回答 人数

59 メイク系の広告でヤバみが使われていた。 1

表35．広告 N=1

データ番号 回答 人数

19 Kemio（YouTuber）が使っていた。
デ ー タ 番 号19、25と
同様の内容の回答が225

YouTuberのKEMIOさんが「あげみ」と言ってい
た。

75
「ヤバみ」「ふかみ」ヤバイTシャツ屋さんが使っ 
ていたテレビというよりは、カラオケ屋で聞いた。

データ番号75と同様
の内容の回答が1

43 まんがにだるみ～ってあった。 1

6 覚えていない（すみません）
データ番号6と同様の
内容の回答が3

N=12表36．ⅴの②その他の回答
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上記の表33からは、『non-no』5、『ar』6というファッション雑誌、『アニ
メージュ』7というアニメ雑誌において従来とは異なる接尾辞「み」の用法
が使用されていることがわかる。雑誌のどのような場面、タレントへのイン
タビューで使われていたのか、見出しとして使用されていたのかなどについ
ては具体的な記述がなかったため定かではないが、主に若者を狙った雑誌に
おいて使用されているということがわかる。

上記の表34からは、ラジオにおいてタレントが従来とは異なる接尾辞「み」
の用法を使用していたということがわかる。データ番号102の「有吉さんが

「テンションあげみ」と言っていた。」という回答からは、ラジオを行ってい
る、お笑い芸人の有吉弘行が使用していたと考えられる。有吉弘行は、現在
45歳8であることを考えると、本研究で若者とする範囲である10代から30代
前後には当てはまらない。だが、若者の範囲ではない人の使用があることを
考えると、従来とは異なる接尾辞「み」の用法が世代を問わず認知されてい
る可能性があるのではないかと考えられる。

5　集英社より出版されている女性向けのファッション雑誌である。
6　主婦と生活社より出版されている女性向けのファッション雑誌である。
7　徳間書店より出版されているアニメ雑誌である。
8　所属事務所ホームページ（https://www.ohtapro.co.jp/talent/ariyoshihiroiki.html）より

N=11表33．雑誌

データ番号 回答 人数

20 雑誌で「かわいみ」が使われていた。「non-no」「ar」 1

72 『アニメージュ』で「わかりみ」が使われていた。 1

具体的な記述がないためデータとしない回答 9

データ番号 回答 人数

1 タレントがやばみと使っていた 1

50 「ヤバみやわかりみが深いとコメントしていた。」 1

102 有吉さんが「テンションあげみ」と言っていた。 1

表34．ラジオ N=3
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上記の表32を見ると、テレビで従来とは異なる接尾辞「み」の用法が使用
される場合はバラエティ番組においてタレントが使用しているということ
が分かる。また、回答として最も多く見られたものは、表32のデータ番号1、

「タレント（ゆきぽよ、みちょぱ）がやばみと使っていた」のような、ゆき
ぽよ（木村有希）、みちょぱ（池田美優）が使用していたという回答である。
木村有希は現在23歳3、池田美優は現在21歳4であることから考えると、若い
年代のタレントがテレビにおいて使用しているということが伺える。データ
番号5、「昼の番組で特集をしていた。」からは、若者の言葉であるという認
識がされているため、特集が組まれたのではないかと考えられる。

3　所属事務所ホームページ（http://www.vip-model.com/models/kimurayuri.html）より
4　所属事務所ホームページ(http://ikedamiyu.jp/）より

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

データ番号 回答 人数

1
タレント（ゆきぽよ、みちょぱ）がやばみと使っ
ていた データ番号1、22と同

様の内容の回答が22
22

バラエティ番組で芸能人が「やばみ」と話してい
た。

5 昼の番組で特集をしていた。

データ番号5、17と同
様の内容の回答が3

17
テレビで「尊み」と言っていた。また、テレビで「い
み」となぜつかうのかについてやっている番組が
あった。

87
テレビのインタビューで「わかりみ」と答えた女
性がいた。

データ番号87と同様
の内容の回答が3

38
ドラマ「3年A組」で「わかりみが深い」という
台詞が言われていた。

データ番号33、103と
同様の内容の回答が1

103
ドラマ「おっさんずラブ」で部長がヤバみ～とか
言ってた気がする。

（ちがうかも）その他諸々。よく覚えていません。

具体的な記述がないためデータとしない回答 3

表32．テレビ N＝39
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ⅴ.①（複数回答可）
ⅴの①では、最近マスメディアにおいて目

にした、耳にした従来とは異なる接尾辞「み」
の用法はあるかを尋ねた。その結果、右記の
表31のようになった。テレビで目にした、耳
にしたことがあるという回答が全体の43％を
占める結果となった。雑誌、ラジオ、広告に
おいても目にした、耳にしたことがある人が
いるということから、かなり使用が拡大し
てきていることがわかるのではないだろう
か。だが、マスメディアにおいて目にしたこ
と、耳にしたことはないという回答が全体の30％占めていることから考える
と、まだまだ使用の範囲は限られているということが伺える。

また、新聞において回答が得られなかったことは、新聞に触れる機会が少
ないであろう大学生に尋ねているということも影響しているのではないかと
考えられる。

ⅴ.②
ⅴの②は、具体的な回答があったものの結果を示す。ⅴの①でテレビは53

名の回答があったがここで回答があったのは39名であった。そのうち、37名
の回答をデータとして扱う。ⅴの②で雑誌は20名の回答があったがここで
回答があったのは11名であった。そのうち、2名の回答をデータとして扱う。
ⅴの①でラジオは5名の回答があったがここで回答があったのは3名であった。
ⅴの①で広告は4名の回答があったが、ここで回答があったのは1名であった。
ラジオ、広告の回答はすべてをデータとして扱う。

マスメディア 人数

テレビ 53

目にした、耳にし
たことはない

36

雑誌 20

ラジオ 5

広告 4

新聞 0

無回答 5

表31．使用されている媒体
人数の最大は102
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上記の表29は最近使用した言葉の使用した意図を分類し、まとめたもので
ある。表29を見ると表現を和らげるため、冗談のようにするため、深刻さを
出さないため、そっけなさを解消するためなど、言葉を緩衝的に表現したい
という使用者の意図があることがわかる。また、表29で特に意味はない、な
んとなく、言いやすいと回答した人がいること、表30のデータ番号15「語尾
がのびる「る」で終わるよりイ段のほうがかわいい」、データ番号43「おも
しろいから」などの回答があることから語呂の良さや言葉の可愛さ、言いや
すさがあるため使用しているという使用者の意図が伺えるのではないだろう
か。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

データ番号 使用した言葉 使用した意図

14 あげみ 興奮した時に出る

15 わかりみ
語尾がのびる「る」で終わるよりイ段のほうがか
わいい

20 ねむみ
特に意図はない感覚的に何も考えず使ってしまっ
ている。

25 おけみ 有名人が使っているのが耳に残っていたから。

34 つらみ
実際はそんなにつかれたと思っていないけど使
う。

35 やばみ 楽しく話すため

43 だるみ おもしろいから

50 わかりみが深い ヤバTの曲の話

56 やばみ みんな使うから

72 うれしみ
敬語を使わない場面でかつ相手に親しみを持って
もらうため。

74 帰りたみ（が強い）
ただ「帰りたい」と言うよりも伝わりやすいと思
ったから。

79 やばみ 話が盛り上がったから

86 覚えてないです

91 やばみ 意味は無い 癖

表30．使用した意図の単一回答 N＝14
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データ番号 使用した言葉 使用した意図 分類 人数

21 しんどみ
言葉をよりやわらか
く表現するため。

表現を和らげるため
データ番号21と同
様の内容の回答が8

19 わかりみ 特に意味はない
意味はない、理由な
し

データ番号19と同
様の内容の回答が7

1 岸さんみ
岸投手に似ていたか
ら

言葉に伴う意図
データ番号1のよう
な内容の回答が6

7 つらみ
冗談っぽく受け取っ
てほしかったから。

冗談のようにするた
め

データ番号7と同様
の内容の回答が5

13 やばみ
語尾になんとなくつ
けた

なんとなく
データ番号13と同
様の内容の回答が5

9 やばみ
相手がよく使う人だ
ったから

相手が使うため
データ番号9と同様
の内容の回答が2

30 やばみ
しんこくさをあまり
ださないよう。

深刻さを出さないた
め

データ番号30と同
様の内容の回答が2

75 わかりみ 言いやすい
言いやすい、使いや
すいため

データ番号75と同
様の内容の回答が2

62 わかりみ
わかりみが深い←こ
の深いをつけるため

深いを接続させるた
め

データ番号62と同
様の内容の回答が1

36 やばみ
やばさがより伝わる
かなと思い使用。

強調するため
データ番号36と同
様の内容の回答が1

38 やばみ
「やば」よりも「やば
み」の方がそっけな
さが無いから

そっけなさを解消す
るため

データ番号38と同
様の内容の回答が1

単一で見られた回答 14

無回答 4

表29．使用した意図 N=69
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上記の表27では、友達と回答した人が69名中50名と全体の72％を占める結
果となった。また、表27の結果を見ると、友達、妹、彼氏などといった親密
な関係の間で使用されていることが伺えるのではないかと思われる。

表28の使用した場面では、日常会話がTwitterやLINE、Instagramなどの
SNSを大きく上回る結果となった。最近使用した言葉を使用した場面で、日
常会話と回答した人が多かったことを考えると、従来とは異なる接尾辞「み」
の用法が日常会話において浸透してきているということが分かるのではない
だろうか。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

使用した場面 人数

日常会話、ふつうの会話、
会話、会話中、日常

40

LINE、ライン、LINEでの会話 8

Twitter 3

InstagramのDM、インスタ 2

日常会話＆LINE 1

SNS 1

電話 1

好きな動画をみている時 1

ちょっとうざかった時 1

推しに沸いた時 1

無回答 4

データとしない回答 6

表27．使用した相手

使用した相手 人数

友達、友だち、友人、友 50

妹 3

フォロワー 3

SNS 2

彼氏 1

ヲタク友達 1

父 1

無回答 4

データとしない回答 4

N=69 表28．使用した場面 N=69
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上記の表25を見ると、最近使用した言葉で「やばみ」と回答した人が22名
で、全体の32％を占めていること、「わかりみ」と回答した人は12名で、全
体の17％を占める結果となった。様々な回答がみられる中でまとまった数字
として表れたことを考えると「やばみ」、「わかりみ」という言葉が多くの人
に使用されているということが伺えるのではないだろうか。また、表26では

「おけみ」という言葉が見られた。この「おけみ」は英語の「OK」から日本
語で「おけ」と使われるようになったものに「み」が接続されたものである
と考えられる。　

使用した言葉 人数

やばみ（「ヤバみ」含む） 22

わかりみ（「分かりみ」含む） 12

ねむみ 6

つらみ（「ツラみ」含む） 4

しんどみ 3

あげみ 2

尊み 2

単一で見られた回答 13

無回答 4

データとしない回答 1

使用した言葉

わかりみが深い うれしみ

おけみ 帰りたみ（が強い）

おはみ ありえんよさみが深い

つかれみ わろみ

さむみ うざみ

だるみ 岸さんみ

あげみ

表25．使用した言葉

N＝13

表26．使用した言葉の
単一で見られた回答N=69
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ⅳ.⑤（記述）
ⅳの⑤では、最近使用した従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用した

言葉、使用した相手、使用した場面、使用した意図についてそれぞれ記述
してもらった。ここでは、使用した言葉（表25、表26）、相手（表27）、場
面（表28）、意図（表29、表30）にわけ、回答をまとめ傾向を示すこととす
る。使用した意図については、使用した言葉と共に示す。使用した相手の回
答個所に「ヤバみ」のように記入されているなど、質問と回答が一致しない
ものは、データとしない回答として扱うこととする。また、表25で見られた、

「尊み」は『日本国語大辞典』で立項されており、その意味も現代の若者が
使用するものと同じものだと考えられる。そのため、本研究では「尊み」を
正用ということにする。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

データ番号 回答

3 特に深い意味はないが、会話が楽しくなるから使っている

7 SNSでよく目にするのでなんとなく使っている。

23
～な。という意味。
ex）つらみ（つらいな～）／おもしろみ（おもしろいな～）

25 ～さ（程度）の意味or特に意味はない

26 なんとなく使用している。～みは感覚的なイメージがある。

33 ～みたいなというニュアンスで使うことが多い

34 「～的（な）」の意味

43 おもしろいから

61 〇〇の名詞（？）として使う

79 けみおが使っていてカワイイと思ったから。

84 形容詞的に、感想を伝えるために使用している。

85 非常に、たいへんという意味を含めて使っている

88 ～ぽいか和らげるためか～みが深いと言って強調するため

92 ～のでという意味で使うことが多い。眠み＝眠いのでのように

表24．単一で見られた回答 N=14
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とんどの使用者は、特に意図を持って使用をしていないことが伺える。意図
を持つものとして多く挙げられたのは、「〇〇っぽい」というニュアンスを
出すためという内容の回答である。このことから考えると使用者はやわらか
い表現や曖昧な表現にすることを意図的に行っていることが伺える。だが、
表23のデータ番号5のように、やわらかい表現にするためではなく、言葉に
深みを持たせたい、言葉を強調させたいという意味で使用している人がいる
ことも分かるのではないだろうか。

下記の表24のデータ番号23を見ると『日本国語大辞典』で立項されてい
る「おもしろみ」という言葉が従来とは異なる接尾辞「み」の用法として認
識されているということがわかる。「おもしろみ」と同様に挙げられている

「つらみ」は、『日本国語大辞典』で立項されているが、その意味は現代の若
者が使う「つらみ」の意味とは異なるように思われる。また、松島（2017：
132）では「従来、「うらみつらみ」の一セットで使われていたものが、一つ
の独立した言葉として確立している。」と述べられている。そのため本研究
では、「つらみ」を従来とは異なる接尾辞「み」の用法として扱うこととす
る。また、表24でデータ番号33、データ番号34、データ番号88のような回答
があることから考えると緩衝の機能を持たせようとする意図が伺える。
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上記の表23からは従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用するとき、ほ

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

表23．使用する理由 N=69

データ番号 回答 人数

6 特に意味はない

データ番号6、9、41と同様の内容の
回答が22

9 特に深い意味はない

41
なんとなく使用しているので深い
意味はありません。

2
〇〇っぽいと同じ意味で使用して
いる データ番号2、38と同様の内容の回答

が9
38

～っぽいというようなニュアンス
で使用している。

15
やわらかい表現になる気がする。
あまり意識はしていない

データ番号15、39、57と同様の内容
の回答が4

39
なんとなく言葉がかわいい気がす
る。

57

・表現を和らげトゲのある言葉に
ならないように。

・その要素を少しだけ匂わせてい
るというニュアンスを伝えるた
め

・ことばのかわいらしさ

5
軽く返事をしているようで深い意
味に聞こえるため、そういう意味
で使用している。 データ番号5、56と同様の内容の回答

が3

56
強調性をだすため？よく分かりま
せん

42
特に意味はないが、今らしい表現
で面白いから。

データ番号42と同様の内容の回答が1

35
短くするためになんとなく使用し
ている。

データ番号35と同様の内容の回答が1

単一で見られた回答 14

無回答 3
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ⅳ.④（記述）
ⅳの④では、従来とは異なる接尾辞「み」の用法の使用する理由を語基を

限らず尋ねた。

データ番号 回答 人数

5 あまり使用しない
データ番号5、6、20と同様の内容の回
答が13

6 使わない

20 名詞・人名にはつけない

75 聞いたことがない 1

表20．（3）のその他の回答 N＝17

表21．（4）オノマトペの場合 人数の最大は 69

使用理由 人数

会話を面白くするため 12

表現を和らげるため 8

「っぽい」「～みたい」と同じ意味を表すため 8

みんなが使用しているため 6

短く簡潔に話すため 5

個人的な感覚であることを示すため 4

断定的な言い方を避けるため 2

そっけなさを解消するため 1

その他 30

無回答 7

表22．（4）のその他の回答

データ番号 回答 人数

6 使わない
データ番号6、20、23 と同様の内容の回答が
25

20 オノマトペにもつけない

23 言わない

1 初めて見ました 1

62 その他で無回答 1

N=30
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日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

使用理由 人数

表現を和らげるため 30

会話を面白くするため 21

みんなが使用しているため 19

「っぽい」「～みたい」と同じ意味を表すため 16

個人的な感覚であることを示すため 11

短く簡潔に話すため 11

そっけなさを解消するため 9

断定的な言い方を避けるため 5

その他 4

無回答 1

表17．（2）動詞の場合 人数の最大は69

表18．（2）のその他の回答 N＝4

データ番号 回答 人数

19 普通よりそれっぽく聞こえるから 1

34 使わないです 1

56 共感度を上げるため 1

61 （1）と同じ 1

使用理由 人数

「っぽい」「～みたい」と同じ意味を表すため 35

会話を面白くするため 10

個人的な感覚であることを示すため 6

短く簡潔に話すため 4

表現を和らげるため 2

断定的な言い方を避けるため 2

みんなが使用しているため 2

そっけなさを解消するため 1

その他 17

無回答 4

表19．（3）名詞や人名の場合 人数の最大は 69
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（4）のオノマトペの場合は多く、従来とは異なる接尾辞「み」の用法は、語
基により認知度と使用度が大きく変わるということが伺える。回答者が使用
している前提で選択肢を用意していたため、使わない、聞いたことがないは
選択肢として挙げていなかった。そのため、普段は使用しない人も選択肢か
ら強制的に選択した可能性がある。選択肢の中に、使わない、聞いたことが
ないが挙げられていれば大きくデータが変わっていた可能性がある。

使用する理由としては形容詞、オノマトペの場合において会話を面白くす
るため、動詞の場合において表現を和らげるためという理由が上位にきてい
ることが分かる。名詞や人名の場合においては、「っぽい」「～みたい」と同
じ意味を表すためという理由が多いことが分かる。そのため、語基により使
用意図が異なるということも伺える。

人数の最大は69

使用理由 人数

会話を面白くするため 30

表現を和らげるため 26

「っぽい」「～みたい」と同じ意味を表すため 26

みんなが使用しているため 17

個人的な感覚であることを示すため 11

短く簡潔に話すため 10

そっけなさを解消するため 7

断定的な言い方を避けるため 9

その他 3

無回答 2

表15．（1）形容詞の場合

データ番号 回答 人数

19 普通よりそう思っている風に聞こえるから 1

56 うまみみたいな感じのニュアンスで 1

61
その後に言葉が続くから名詞（？）にする
例）やばみが深い

1

表16．（1）のその他の回答 N＝3
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ⅳ.③（複数回答可）
下記の表15から表22では、従来とは異なる接尾辞「み」の用法の使用理由

を語基ごとにわけ、質問した結果である。
（1）の形容詞、（2）の動詞に従来とは異なる接尾辞「み」がつく場

合は、使用しない、聞いたことがないと回答した人が0名だったのに対
し、（3）の名詞や人名、（4）のオノマトペに従来とは異なる接尾辞「み」
がつく場合は、使わない、聞いたことがないという回答があった。特に

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

表14．使用理由のその他の回答 N＝6

データ番号 回答

23
好きなアイドル（永瀬廉くん）が「しんどみちゃん」をよく使うから、 
マネしています。

34 7の理由から、友人同士で通じやすいから。

50 けみおという好きな有名人が多用しているため

61
「やばい」などでみをつけずに表現しきれない感情を相手に伝えるた
め

78 ～みがすぎるといったニュアンス

89
その形容詞を強調するため
やばみ→とてもやばい、つらみ→とてもつらい
その他【人名】み→【人名】らしさを感じる

表13．使用理由 人数の最大は69

使用理由 人数

表現を和らげるため 35

会話を面白くするため 32

さまざまな言葉に使用でき、便利であるため 29

みんなが使用しているため 19

そっけなさを解消するため 10

断定的な言い方を避けるため 10

個人的な感覚であることを示すため 11

その他 6

無回答 1
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ⅳ.①                              
従来とは異なる接尾辞「み」の用法に使用

されている接尾辞の「み」は本来ならば、限
られた形容詞に接続されるものだと知ってい
るかを尋ねたところ、右記の表12のように
知っているが全体の67％を占める結果となっ
た。知らないは全体の32％、無回答が1％を
占めている。そのため、ほとんどの使用者が従来とは異なる接尾辞「み」が
本来は限られた形容詞にしか使用されないものであるということを知ってい
る上で使用しているということが分かる。今回の調査対象者は日本語教育に
ついて学ぶ、日本語に対して比較的関心の高い人を対象としていることも関
係している可能性があるが、本来の意味を理解し、言葉を変化させ楽しんで
いる人も多いことが伺える。

　　　　
ⅳ.②（複数回答可）

下記の表13、14からは、従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用する使
用者が表現を和らげるため、会話を面白くするため、さまざまな言葉に使用
でき、便利であるためであるため従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用
していることが分かる。加えて、好きなアイドル、有名人が使用しているか
ら使用するという結果を得ることができたことから、言語を使用する理由と
して、好きな人の言葉を真似たいという意識が関係すること、芸能人、有名
人の影響も強く受けるということが伺えるのではないだろうか。

表10．使用場面 表11．ⅲ②のその他の回答 N＝1
人数の最大は69

使用場面 人数

友人との会話 65

LINE 59

Twitter 38

Instagram 25

目上の方との会話 0

その他 1

無回答 1

データ番号 回答

34 家族との会話

表12．本来の意味の認知度
N＝69

認知度 人数

知っている 46

知らない 22

無回答 1
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上記の表８で従来とは異なる接尾辞「み」の用法を友人に対して使用する
人が67名、家族に対して使用する人が23名いることから考えると、Twitter
やInstagramなどのSNS上のみで使用されていた言葉ではなくなっていると
いうことが分かるのではないだろうか。だが、SNSを利用しているか、して
いないかの質問を用意していなかったため、SNSを利用していなくても、従
来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用している人がいると断定することは
できない。

ⅲ.②（複数回答可）
下記の表10からは回答者69名中65名が友人との会話で従来とは異なる接尾

辞「み」の用法を使用していることが分かる。また、TwitterやInstagram
などに比べ、より日常会話に近い形で使用されると考えられるLINEにおい
て使用されていることから、日常会話で使用されていることがよく分かるの
ではないかと思われる。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

表８．使用相手 表９．ⅲ①のその他の回答 N＝1
人数の最大は69

使用相手 人数

友人 67

SNSフォロワー 43

家族 23

先生 1

目上の方 0

その他 1

無回答 1

データ番号 回答

23 アイドルへのファンレター
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下記の表７、グラフ２からは、従来と異なる接尾辞「み」の用法を耳にす
るようになった時期が伺える。ⅱの③で示した表5、グラフ１と重なる部分
が多くあり、耳にするようになった時期についても1年前くらいが最も多く、
2年前くらいが全体の28％、最近が全体の17％、3年前くらいが全体の12％を
占めていることから考えると、認識にはばらつきがあるように思われる。し
かしながら、耳にするようになったと感じられるようになった時期も2016年
から2019年にかけて見られることを考えると、2016年から2019年にかけて使
用状況に大きな変化が見られたと言って良いのではないだろうか。

ⅱ.⑥
ⅱの⑥は、⑤でそれ以前と回答した人に何年前くらいから耳にしていたか、

耳にしていた言葉は何であったかを尋ねる質問であったが、⑤でそれ以前と
回答した回答者が無回答であったため、結果が得られなかった。

ⅲ.①（複数回答可） 
ⅲの①からⅳの⑤までは、ⅱの②でよく使用する、たまに使用すると回答

した人にのみ尋ねる質問であるため、回答者の総数は69名となる。

表７．耳にするようになった
時期

グラフ２．耳にするようになった時期の割合

N＝102
時期 人数

1年前くらい 36

2年前くらい 29

最近 17

3年前くらい 12

4年前くらい 3

それ以前 1

無回答 4
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上記の表５、グラフ１からは、従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用
するようになった時期がわかる。1年前くらいが最も多いという結果になっ
ているが、2年前くらいが全体の26％、最近が全体の22％、3年前くらいが全
体の15％という結果になっていることから考えると、従来とは異なる接尾辞

「み」を使用する使用者が使用するようになったと認識する時期はさまざま
であり、ばらつきが見られることがわかる。だが認識としては、ここ2、3年
つまりは2016年から2019年にかけて使用者の間で使用していると広く認識さ
れるようになってきたことが伺える。

ⅱ.④
ⅱの④では、ⅱの③でそれ以前と回答した人にのみ尋ねているため、回答

者の総数が1名となっている。下記の表６を見ると2014年から「ねむみ」と
いう言葉が使用されていたことが分かる。

ⅱ.⑤
ⅱの⑤は、ⅱの①で知っていると回答した人に尋ねているため、回答者の

総数は102名となる。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

時期 人数

1年前くらい 23

2年前くらい 18

最近 15

3年前くらい 10

4年前くらい 1

それ以前 1

無回答 1

表５．使用するようになった
時期

グラフ１．使用するようになった時期の割合

N＝69

データ番号 何年前くらい 使用していた言葉

28 5年前くらい ねむみ

表６．ⅱ③のそれ以前の回答 N＝1
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るため、表２で得られたすべての年齢を対象とする。

ⅱ.①　　　　　　　　　　　 
従来とは異なる接尾辞「み」の用法の認

知度は、右記の表３のような結果となった。
103名中102名が知っていると回答したことか
ら考えると従来とは異なる接尾辞「み」の用
法は、かなり多くの人に認知されているとい
うことが分かるのではないだろうか。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ⅱ.②　

ⅱの②は、ⅱの①で知っていると
回答した人にのみ尋ねているため、
回答者の総数は102名となる。右記
の表４を見ると、たまに使用するが
全体の50％、耳にはするが自分では
使用しないが全体の32％、よく使用
するが全体の18％となっていること
が分かる。表３で、多くの人に認知されていることが分かったが、耳にはす
るが自分では使用しないと回答した人が全体の32％を占めていることから考
えると、認知度と使用度は等しいものではないということが伺える。

　　　
ⅱ.③

ⅱの③は、ⅱの②でよく使用する、たまに使用すると回答した人に尋ねて
いるため、よく使用する18名とたまに使用する51名を足した69名が対象の質
問となる。そのため、回答者の総数は69名となる。

表３．認知度 N＝103

認知度 人数

知っている 102

知らない 1

表４．使用頻度 N＝102

使用頻度 人数

たまに使用する 51

耳にはするが
自分では使用しない

33

よく使用する 18
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ⅵは、従来とは異なる接尾辞「み」の用法を知らない人が、従来とは異な
る接尾辞「み」の用法をどのように感じるのか、言葉の印象について探るこ
とを目的としている。

以上がアンケートの項目と目的である。

5.3. 調査結果と分析
ここでは、アンケート調査によって得られた結果を表にして示すこととす

る。アンケート用紙には1から103の番号が付してある。記述、その他の回答
を取り扱う際にはデータ番号を用いる。記述は、総数が多いためすべての回
答を示さず、類ごとにわけ、傾向を示すこととする。類ごとにわけ、傾向
を示すものは、2つ以上回答があったものである。その他の回答については、
回答人数が10以下のものはすべて結果を示すが、11以上のものについては回
答を類ごとにわけ、傾向を示すこととする。記述、その他の回答で見られた
単一の回答は、すべて結果を示すこととする。回答については誤字脱字、記
号も含め回答者の回答をそのまま示す。表は、その他、無回答、単一で見ら
れた回答、データとしない回答を除き人数の多い順となっている。Nで示し
ているのは回答者の総数である。

以下より、5.2.調査の項目と目的の順に従い調査の結果と分析を示してい
くこととする。

ⅰ.性別 ⅱ.年齢
　

性別は、本学の学生を対象としているため表１のような結果となった。年
齢は表２の通りである。本研究では、10代から30代前後を研究対象としてい

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

あなた：犬ってかわいいよね。ずっと見てられない？
Aさん：わかりみが深い。

表２．年齢

年齢 人数

15 ～ 19歳 78

20 ～ 25歳 24

26 ～ 30歳 1

N＝103表１．性別

性別 人数

女性 103

男性 0

N＝103
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ⅳでは、従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用する使用者が接尾辞
「み」の本来の意味を理解しているかを探ること、回答者が最近どのような
従来とは異なる接尾辞「み」の用法を使用したか、どのような意図で使用し
ているかを探ることを目的としている。

ⅴでは、従来とは異なる接尾辞「み」の用法がSNS上以外でどの程度使用
されているのか、またどのような媒体で使用されているのかを探ると同時に、
最近使用されているもの、使用されている言葉などの情報を回答者に協力し
てもらい収集することを目的としている。

⑤最近、使用した「○○み」は何ですか。最近使用したものを1つあげ
てください。

　使用した言葉、使用した相手、使用した場面、使用した意図について
記述してもらう。

ⅴ. 「○○み」という言葉とマスメディアについてお聞きします。
① 「○○み」という言葉を次の媒体で目にした、耳にしたことはありま

すか。（複数回答可）
　1.テレビ　　2.ラジオ　　3.新聞　　4.雑誌　　5.広告　　6.目にした、

耳にしたことはない
②①で1.2.3.4.5を回答した方にお聞きします。目にした、耳にした言葉

は何でしたか。（記述）
③最近、目にした、耳にした「○○み」という言葉があれば教えてくだ

さい。（媒体、本、小説、アニメ、歌、YouTube、日常会話など、ど
のような場面でも構いません。）（記述）

ⅵ．ⅱの①で2.知らないと回答した方だけにお聞きします。回答をご記
入ください。

①次の1 ～ 3の言葉を見てどのような印象を受けますか。（記述）
1. ねむみ　　2. やばみ　　3. サクみ

②あなたがAさんと会話しているときに、Aさんが次のように返答した
らどのように感じますか。（記述）
あなたとAさんの会話
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ⅲでは、回答者が従来とは異なる接尾辞「み」の用法を口語においても使
用をしているかを探ることを目的としている。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

6.その他
②どのような場面で使用しますか。（複数回答可）
　1.Twitter　　2.LINE　　3.Instagram　　4.友人との会話

5.目上の方との会話　　6.その他

ⅳ. あなたが「○○み」という言葉を使う場合についてお聞きします。
①「○○み」という言葉に接続している「み」が、本来ならば限られた

形容詞（厚み、高みなど）にしか使用されないものだと知っています
か。

　1.知っている　　2.知らない
②あなたが、「○○み」という言葉を使用する理由は何ですか。（複数回

答可）
　1.表現を和らげるため　　2.会話を面白くするため　　3.断定的な言

い方を避けるため　　4.個人的な感覚であることを示すため
5.そっけなさを解消するため　　6.さまざまな言葉に使用でき、便利
であるため　　7.みんなが使用しているため　　8.その他
③次の（1）～（4）の言葉を使用する理由は何ですか。（複数回答可）
（1）やばみ、うれしみなど（形容詞に「み」をつける場合）
（2）わかりみ、疲れみなど（動詞に「み」をつける場合）
（3）ジャムみ、星野源み、沖縄みなど（名詞や人名に「み」をつける

場合）
（4）サクみ、ホカみなど（オノマトペに「み」をつける場合）

※（1）～（4）の選択肢は以下のものである。
　1.表現を和らげるため　　2.会話を面白くするため　　3. そっけなさ

を解消するため　　4.個人的な感覚であることを示すため　　5. 断定
的な言い方を避けるため　　6.みんなが使用しているため　　7.「っ
ぽい」「～みたい」と同じ意味を表すため　　8.短く簡潔に話すため
9.その他

④「○○み」という言葉をどのような意味で使用していますか。（記述）
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5.2. 調査の項目と目的
アンケートの構成は、ⅰからⅵまでの6部構成としている。以下からは、

アンケート調査の項目を載せ、項目ごとの目的を述べることとする。

ⅰでは、回答者の性別と年齢を把握することを目的としている。

ⅱでは、従来とは異なる接尾辞「み」の用法をどの程度の人が認知してい
るかおよび使用しているか、使用されようになった時期はいつ頃なのかにつ
いて探ることを目的としている。

ⅰ. あなた自身のことについてお答えください。
〇性別　1. 男性　　2. 女性
〇年齢　1. 15 ～ 19歳　　2. 20 ～ 25歳　　3. 26 ～ 30歳

ⅱ. 「○○み」という言葉についてお聞きします。
①「○○み」という言葉を知っていますか。 

1.知っている　　 2.知らない（Ⅵの回答へ）
②「○○み」という言葉を使用しますか。

1.よく使用する　　2.たまに使用する　
3.耳にはするが自分では使用しない（ⅱ⑤の回答へ）
③②で1.よく使用する、2.たまに使用すると回答した方にお聞きします。

使用するようになったのはいつ頃からですか。
1.最近　　2.1年前くらい　　3.2年前くらい　　4.3年前くらい
5.4年前くらい　　6.それ以前

④③で6. それ以前と回答した方はこちらに何年前くらいだったか、使用
していた言葉は何であったかをご記入ください。（記述）

⑤よく耳にするようになったのはいつ頃からですか。
　②の選択肢に同じ。　　　
⑥⑤で6. それ以前と回答した方はこちらに何年前くらいだったか、耳に

していた言葉は何であったかをご記入ください。（記述）

ⅲ. 「○○み」という言葉の使用場面についてお聞きします。
① どのような相手に対して使用しますか。（複数回答可）
　1.友人　　2.先生　　3.家族　　4.目上の方　　5.SNSのフォロワー
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持つのではないかと考える。そのため、本研究では、従来とは異なる接尾辞
「み」の用法が口語においてどの程度使用されるようになっているのかとい
う口語においての使用状況の実態、これまであまり研究がされてこなかった
使用者本人の意図を探るところに研究の余地があると考える。

３．研究対象
従来とは異なる接尾辞「み」の用法の使用者は主に若者であるとされてい

る。本研究でも、同様に考えているため米川（1997）の若者語の定義の範
囲である10代から30代前後の女性を研究の対象としたい。対象とする語は、

『日本国語大辞典』を基に正用のものは除き、従来とは異なる接尾辞「み」
の用法であると判断されるものだけを研究の対象とする。語基については制
限せず、従来とは異なる接尾辞「み」の用法であるものはすべてを対象とす
る。

４．研究方法
本学の学生へ従来とは異なる接尾辞「み」の用法の使用頻度や使用場面、

使用意図に関するアンケート調査を行う。アンケート結果を集計し、分析す
ることで口語においての使用状況の実態、従来とは異なる接尾辞「み」の用
法を使用する使用者本人から得られた使用意図について考察していくことと
する。

５．アンケート調査
5.1. 調査の概要

調査は、2019年10月23日と2019年10月24日の2日間にかけて実施した。調
査対象者は、本学の日本文学科で後期に開講されている日本語教育発展演習
Ⅱ、日本語教育概説Ⅱ、文学語学入門セミナー Bを履修している学生103名
である。アンケートは、裏表印刷のA3用紙1枚、表のみ印刷のA4用紙1枚の
計5ページからなる紙媒体で作成したものを使用した。選択肢から単一回答
で回答してもらうか複数回答で回答してもらうものを主とし、例を見て回答
してもらう記述式、自由記述の形を採用している。選択肢の回答でその他を
選んだ場合は、回答を記入してもらった。アンケートの選択肢および例は、
先行研究、事前調査の結果を踏まえ作成したものである。
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2.3. 使用状況の実態
従来とは異なる接尾辞「み」の用法の使用状況の実態については、主に

Twitter上のものから考察されているものがほとんどである。宇野（2015）
では、初出の従来とは異なる接尾辞「み」の用法はTwitterのツイートであ
り、2007年に見られた「つらみ」と「ねむみ」であるとしている。形容詞に
おいての従来とは異なる接尾辞「み」のツイート数は2007年から2014年の間
の7年で4000倍にまで増えているとし、第一次拡大期は2010年、第二次拡大
期は2013年であると述べている。

2.4. 使用者の意図
宇野（2015）では、従来とは異なる接尾辞「み」の用法には若者語の7つ

の機能1、娯楽機能、会話促進機能、連帯機能、イメージ伝達機能、隠蔽機
能、緩衝機能、浄化機能のうちの娯楽機能、会話促進機能、連帯機能、緩衝
機能、浄化機能の5つの機能を備えているとし、その中でも重要なものは娯
楽機能と緩衝機能と浄化機能であると述べられている。しかし、これらは従
来とは異なる接尾辞「み」の用法の機能として述べられたものであり、使用
者の意図については、示されていない。またその他の研究においても使用者
の意図が明確に示されているものは調べた限りではなく、従来とは異なる接
尾辞「み」の用法の意味機能という位置づけで述べられているものがほとん
どである。

2.5. これまでの研究で明らかにされていないこと
これまで挙げてきた先行研究を見ると使用者の意図について述べられた先

行研究はないと考えられる。また、これまで行われてきた従来とは異なる接
尾辞「み」の用法の研究はそのほとんどがTwitter、InstagramやLINE2など
のSNS上における研究に留まっており、日常会話における研究、つまりは口
語においての研究はあまりなされていないのである。従来とは異なる接尾辞

「み」は比較的新しい語形であるとみられるため、口語においての研究がな
されていないということもあるだろうが、日常会話においても使用されるよ
うになってきた現段階において、SNS上以外での研究は非常に大きな意味を

1　米川明彦（1997）『若者ことば辞典』東京堂出版などにより定義されている。
2　松島（2017）において、Twitter、LINE、Instagramが調査の対象とされている。
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る接尾辞「み」の用法の使用状況の実態、従来とは異なる接尾辞「み」の用
法を使用する使用者本人の意図について探っていきたいと考える。

２．先行研究
2.1. 従来とは異なる接尾辞「み」の用法

宇野（2015）では、Twitter上に現れた形容詞に接続する従来とは異なる
接尾辞「み」の用法をとるものを「新しいミ形」として定義し、Twitterの
ユーザーが用いる人工的に作られた語形であると考え、ネット集団語である
と述べている。また、その後、宇野自身が宇野（2015）で対象が形容詞のみ
になっていたことを指摘し、宇野（2017）で名詞に接続する従来とは異な
る接尾辞「み」、宇野（2018）でオノマトペに接続する従来とは異なる接尾
辞「み」について述べている。また、宇野（2018）では新しいミ形とは主
にTwitter上で用いられる形容詞、形容動詞、名詞、動詞、助動詞、接尾辞、
オノマトペと様々な品詞を語基として作られた接尾辞ミの新語形であるとし
ている。

2.2. なぜ接尾辞「み」が応用されるようになったのか
宇野（2015）では、意味的にほとんど透明であり、品詞転換の機能しか持

たない接尾辞「さ」に対し、接尾辞「み」は、「主体側にある感覚の程度」
を表すことを中心的な意味として持つとしており、この接尾辞「み」が持つ
機能が従来とは異なる接尾辞「み」の用法の出現に関係しているのではない
かと述べている。また、従来とは異なる接尾辞「み」の用法は、形容詞言い
切りの文末の断定的なそっけなさを解消することができ、使用者の「個人的
な感覚」を示すことができると考え、その機能性と利便性からTwitterにお
いて採用され、言語変化を起こしていったと述べている。接尾辞「み」の語
基拡張について述べている水野（2017）では、従来とは異なる接尾辞「み」
の用法が生まれている理由を共起する述部の観点から考察し、自分の抱いた
感情を強調して表現するためには「○○み」と名詞化した語を主語や目的語
にとり、共起する述部によって程度の甚だしさを表す方が様々なバリエー
ションを生むことが可能になり、より新鮮でインパクトの強い表現を生むた
めであるとしている。
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形容詞の名詞化に使われる
接尾辞「み」の用法の変化

田　中　幸　奈

１．はじめに
近年、若者の日常会話において「わかりみ」、「ねむみ」、「やばみ」などの

言葉が使用されているのをよく耳にするようになった。これらの言葉を初め
て耳にした時、少々違和感を覚えた。なぜ違和感が生じたのかを考えたとこ
ろ、これらの言葉に接続されている接尾辞「み」は本来、形容詞の名詞化に
使用されるものであるからだと気が付いた。接尾辞「み」はこれまで、庵・
高梨・中西・山田（2000：27）のように述べられてきた。

逆に生産性の低い接辞としては、「春めく」などの「～めく」など、ご
く限られた語にしか付かないものがあります。また、「～さ」と同じく
形容詞に付く接辞でも「～み」は、「厚み」とは言えても「薄み」とは
言えないなど、限られた形容詞と共に用いられる生産性の低い接辞です。

上記からも分かるように、接尾辞「み」は同じように形容詞を名詞化する
接尾辞「さ」に比べ、限られた形容詞に接続される生産性の低い接尾辞とさ
れてきたのだ。しかしながら、先に挙げた「わかりみ」の語基は動詞であ
り、「ねむみ」、「やばみ」は本来ならば、「ねむさ」、「やばさ」のように接尾
辞「さ」によって名詞化されるものである。このことから考えると、接尾辞

「み」の語基が形容詞だけではなくなっていること、接尾辞「さ」と接続さ
れるはずのものにも応用されていることが分かるのではないだろうか。だが、
この言葉を使用している使用者達は、接尾辞「み」が本来、形容詞の名詞化
に使用されるものであることを知っているのだろうか。また、接尾辞「み」
を語基に接続することで、どのような効果を得ようとしているのか疑問に感
じる。そのため、本研究では、形容詞の名詞化に使用される接尾辞の「み」
がなぜ「わかりみ」などのように応用され、使用されるようになったのかを
先行研究の知見をまとめ、アンケート調査から口語においての従来とは異な

形
容
詞
の
名
詞
化
に
使
わ
れ
る
接
尾
辞
「
み
」
の
用
法
の
変
化

（192）
－22－



shotou/new-cs/qa/02.htm（2020.1.8取得）
文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）』http://www.mext.go. 

jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2019/03/18/1387017_002.pdf#search='%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6
%A0%A1%E5%AD%A6%E7%BF%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%A6
%81%E9%A0%98+%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%99
+%E5%9B%BD%E8%AA%9E' （2020.1.8取得）

文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　国語編』http://
www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/
afieldfile/2019/03/18/1387017_002.pdf （2020.1.8取得）

文部省編（1952）『国語審議会報告書』秀英出版
文部省編（1960）『国語審議会報告書4』秀英出版

「旅券法施行規則　平成25年9月17日 改正」http://roppou.mark-point.jp/条
文/旅券法施行規則.html（2020.1.8取得）

山本玲子・池本淳子（2017）「英語教育につながるヘボン式ローマ字学習の
ための教材開発」『小学校英語教育学会誌』17　P38-53

臨時ローマ字調査会編（1936）『臨時ローマ字調査会議事録　上』臨時ロー
マ字調査会

臨時ローマ字調査会編（1937）『臨時ローマ字調査会議事録　下』臨時ロー
マ字調査会

謝辞　調査実施にあたっては、宮城学院女子大学学芸学部日本文学科の学生
の皆様からのご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

（193）
－21－



菊地悟（2007）「ローマ字論争―日本式・標準式の対立と消長」加藤正信、
松本宙編『国語論究第13集　昭和前期日本語の問題点』　Ｐ66-84

日下部文夫（2018）「ローマ字」日本語学会編『日本語学大辞典』東京堂出
版　P1017-1018

竹端暸一（2018）「ローマ字のつづり方」日本語学会編『日本語学大辞典』
東京堂出版　P1021-1022

田中博史（2009）『身のまわりのことば　がっこう、かぞく、まち』，楽しい
ローマ字　全5巻①.　学習研究社

田中博史（2009）『生きものや自然　つばめ、さくら、たいふう』，楽しい
ローマ字　全5巻②.　学習研究社

田中博史（2009）『地図にあることば　にっぽん、ふじさん』，楽しいローマ
字　全5巻③.　学習研究社

田中博史（2009）『おぼえよう！なれよう！ローマ字入力』，楽しいローマ字
全5巻⑤.　学習研究社

成田徹男（2011）「ローマ字表記の問題点」『人間文化研究』　16号
蜂谷清人（2007）「ローマ字」飛田良文、遠藤好英、加藤正信、佐藤武義、

蜂谷清人、前田富祺編『日本語学研究事典』明治書院　P123-124、383-
385

飛田良文（2007）「ことばのゆれ」飛田良文、遠藤好英、加藤正信、佐藤武
義、蜂谷清人、前田富祺編『日本語学研究事典』明治書院　P537

文化庁（2006）『国語施策百年史』ぎょうせい
松本宙（2014）「ローマ字」佐藤武義、前田富祺編『日本語大事典』（下）朝

倉書店　Ｐ2148-2149
三井はるみ（2018）「ゆれ」日本語学会編『日本語学大辞典』東京堂出版　

P974-975
文部科学省「ローマ字のつづり方」www.mext.go.jp（2020.1.8取得）
文部科学省『小学校学習指導要領（平成10年12月）』http://www.mext.go. 

jp/a_menu/shotou/cs/1319951.htm（2020.1.8取得）
文部科学省『小学校学習指導要領解説　国語編』http://www.mext.go.jp/ 

component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2010/12/28/1231931_02.pdf（2020.1.8取得）

文部科学省「学習指導要領「生きる力」Q＆A」www.mext.go.jp/a_menu/

ロ
ー
マ
字
の
規
範
意
識
と
実
態

―
大
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

―

（194）
－20－



渡航の便宜のため特に必要であると認めるとき」と限定されている。
（2）紙幅の都合上、本稿のもとになった卒業論文を大幅に省略あるいは要約

した部分がある。
（3）『読んでみよう！書いてみよう！楽しいローマ字』１巻～３巻、５巻の

４冊。なお、田中（2009）４巻は単語でなく、文章であることから今回の
調査項目選定からは除外している。また、内閣訓令第一号第２表のうち上
記以外の文字は田中（2009）において含まれる単語が無かったため今回の
調査対象としていない。内閣訓令第一号そえがきについては、まえがきに
おいて「３前二項のいずれの場合においても、おおむねそえがきを適用す
る」とあり、第1表の訓令式であっても第２表の標準式であっても共通に
適用されることとなっている。そのため今回の調査では主にそのまま従う
こととする。ただし、そえがき２、４、６はキーボードでのローマ字入力
が日本語を表示する手段としての使用であり、ローマ字を表示する目的で
はないことから比較対象にならないため除外している。また、５について
も今回の調査項目に特殊音が含まれないため調査対象外としている。

（4）ただし、2-3で触れたように、中学までの学校教育時にヘボン式を学習
した経験の可能性は排除できない。

参考文献
天沼寧「国語問題の歴史」金田一春彦、林大、柴田武編（1988）『日本語百

科大事典』大修館書店　P1229-1238
有元秀文（2014）「ローマ字教育」佐藤武義、前田富祺編『日本語大事典』
（下）朝倉書店　Ｐ2150

石井久雄（2018）「日本語とローマ字」日本語学会編『日本語学大辞典』東
京堂出版　P1018-1020

石綿敏雄（1997）「ローマ字使用の実態－かな・漢字との比較－」『国文学解
釈と鑑賞』第62巻１至文堂　P14-20

梅棹忠夫、金田一春彦、阪倉篤義、日野原重明監修（1989）『日本語大辞典』
講談社

大野晋・柴田武編（1977）『岩波講座日本語３国語国字問題』岩波書店
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おわりに
ローマ字表記における使用者の規範意識と表記の実態はどのようになって

いるのかを明らかにした。ローマ字使用の実態とキーボードでのローマ字入
力の使用実態を明らかにすることで、規範意識と実態にずれが見られるのか
について調査した。またそれぞれの原因について考察した。調査結果より以
下のことを述べた。
（1）大学生には、学校教育で習った訓令式が規範意識として比較的多く

残っていると見られるが、明確な表記方式が意識されていない人も多い。
（2）手書きで表記では、必ずしも個人の表記意識と一致しない形で標準式

が現れる「ずれ」の存在、訓令式と標準式とが混ざる「曖昧」な状態も
見られ、規範意識と実際表記との間に異なりが生じている。

今後は、規範と規範意識の差に世代差はみられるのか、日常生活でのロー
マ字表記形式の個人差は、各人が持つ規範意識に対して、どのように影響を
及ぼすのかなどを研究課題としたい。

注
（1）パスポートのローマ字表記は、旅券法施行規則第五条「旅券の記載事

項」第2項によると、「氏名はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記す
る」とされ、ヘボン式によらないローマ字表記も可能であるものの、「外
務大臣又は領事官が、出生証明書等により当該表記が適当であり、かつ、

図14　パソコンで最初に日本語入力をした学年（人）
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８　ローマ字表記に見る規範意識と実態のゆれ
手書きおよびパソコン入力によるローマ字表記の意識と実態とを比較した

結果、ゆれが見られた内容のは、大きく次の4種にまとめられる。
まず、手書きでは、訓令式で書いているはずだが、書いてみると標準式に

なっているという「ずれ」が存在する状態である。次に、訓令式で書いてい
るはずだが、書いてみると必ずしもそうなっておらず、はっきりしない書き
方で必ずしも標準式で書くという意識はないが、書いてみると標準式になっ
ている書き方であり、これらは「曖昧」な状態と言える。一方のキーボード
入力では、訓令式で入力するという意識はないが、入力してみると訓令式に
なっている「曖昧」な状態である。

これらの背景には、図２や図４からも明らかであるが、大学生には学校教
育で習った訓令式が規範意識として比較的残っているものの、意識されてい
ない人も多いことが挙げられる。そのため手書きで表記してみると標準式が
現れてくる「ずれ」の発生や、訓令式と標準式とが混ざってくる「曖昧」状
態が発生し、規範意識と実際表記の間に異なりが生じてくる。

キーボード入力においては、「スピードが大切なのでタイピング数が少な
くなるように打つ」「楽に操作できるようにキーの位置が近いもので打つ」

（図３）ということが意識され、タイピングの省力化がはかられている傾向
がある。また、「あなたがパソコンを用いて日本語を初めて入力したのはい
つですか」という質問を行い、図14のような回答が得られた。指導要領に
沿った、「小学校3年生」「小学校4年生」に回答が集中している。そのため初
等教育で頃に身に付いたつづり（訓令式）を使用している可能性から、訓令
式が優勢となったとも考えられる。
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残り約4割には何らかのゆれが認められた。ローマ字入力における意識と実
態は、ゆれが見られたのは38人、ゆれが見られなかったのは30人であった。

ゆれが見られなかった人のうち、訓令式の使用が15人、標準式の使用が1
人であった。

また、ゆれが見られた38人のうち、意識が明確であるが実態はゆれであ
るのは9人、意識は曖昧であるが実態は明確であるのは25人となった。一方、
意識は訓令式でありながら実態は標準式であるのは3人、意識は標準式であ
りながら実態が訓令式であるのは1人であり、意識と実態とでずれがある現
象が見られた。ゆれが見られたなかで「意識は曖昧・実態はゆれ」の回答が
著しく多くなっている。

この結果を、今度は訓令式と標準式のつづり方ごとに見たものが図13であ
る。図12で「意識曖昧・実態曖昧」を加えていた分は除外されたデータであ
る。

訓令式あるいは標準式の規範意識を持ちながらも、実際の入力もそれに沿
うケースは合計16人であり、訓令式の意識はないが、実際の入力では訓令式
に従うとする場合が特に多くなっている。

図13　つづり方から見たローマ字入力における意識と実態（人）
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る。図10で「意識曖昧・実態曖昧」を加えていた分を除外したデータである。

訓令式の規範意識を持ち、実際の表記もそれに沿うケースは8人であり、
訓令式の意識は持つものの、実際の表記ではゆれが見られる場合がやや多く
なっている。一方、標準式では、標準式の規範意識を持ち、実際の表記もそ
れに沿うケースは3人であり、標準式の意識はないものの、実際の表記では
標準式である場合がやや多くなっている。

7-2　キーボードでのローマ字入力の規範意識と表記実態
キーボードでのローマ字入力において、意識と表記実態のクロス集計を行

い、結果を図12に示した。

手書き表記の場合と同様に、訓令式あるいは標準式それぞれの方式におい
て、入力意識と入力の実際とにはゆれがあった。一致しているのは約6割で、
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図11　つづり方から見た手書きローマ字における意識と実態のゆれ（人）
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７　ローマ字の規範意識と使用実態
ここまで取り上げた手書きおよびパソコン入力によるローマ字表記の意識

と実態とを比較してみることにする。

7-1　手書きローマ字の規範意識と表記実態
手書きローマ字において、意識と表記実態のクロス集計を行い、結果を図

10に示した。　
 

手書き意識と実態との関係は図中にあるように、「意識明確・実態明確」、
「意識明確・実態曖昧」、「意識曖昧・実態明確」、「意識訓令・実態標準」に
分けた。このうち「意識明確・実態明確」には、いったん「意識訓令・実態
訓令」および「意識標準・実態標準」に加え、厳密にはゆれている現象であ
る「意識曖昧・実態曖昧」を加えて集計した。

訓令式あるいは標準式それぞれの方式において、表記意識と表記の実際と
が一致しているケースは約４割に過ぎず、約６割には何らかのゆれが認めら
れた。ゆれが見られたのは43人、ゆれが見られなかったのは25人であった。
ゆれが認められた43人のうち、意識が明確であるが実態はゆれであるのは15
人、意識は曖昧であるが実態は明確であるのは15人、意識は訓令式でありな
がら実態は標準式であるのは13人であった。「意識が訓令式・実態が標準式」
が一定人数いたのに対し「意識が標準式・実態が訓令式」である回答は1人
も見られなかった。

この結果を、今度は訓令式と標準式のつづり方ごとに見たものが図11であ

図10　手書き意識と実態の関係（人）

25

15

15

13

035202510150

意識明確・実態明確

意識明確・実態ゆれ

意識曖昧・実態明確

意識訓令・実態標準

ロ
ー
マ
字
の
規
範
意
識
と
実
態

―
大
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

―

（200）
－14－



用の少なさが際立ち、全体として表記にゆれが見られることが明らかとなっ
た。

6-2　キーボードでのローマ字入力の実態
次に、パソコンのキーボードで用いられるローマ字入力の実態を示す。前

項で扱った手書き表記用の項目と同一の語について選択肢から該当するつづ
り方を選んでもらう形式とした。また、複数の回答がある場合は、最も多く
使用するつづりに印を付してもらった。調査票にはキーボードの図も用意
した。回答は手書きの場合と同様に分類し、「訓」「標」「訓―標」「標―訓」

「仮名分け」「訓―仮名」「標―仮名」「自己」「回答なし」の9項目となった。
　

図９を見ると、訓令式の使用が標準式の2倍以上と、圧倒的に多い。「訓―
標」「標―訓」の混用は手書きの場合と大きく変わらず、仮名分けや自己流
つづりは少ない。

前項の手書き表記同様、訓令式と標準式の大まかな使用実態を把握するた
めに、結果を統合してみた。手書き表記の場合と大きく逆転し、訓令式での
回答が突出して全体の6割近くを占め、標準式での入力はわずか6名にとどま
り、１割にも満たなかった。「ゆれ」型は手書きの場合と比較的同様で３割
程度であった。

このように、キーボード入力では、手書きとは大きく異なり、訓令式（第
1表）使用が優勢であり、また手書きと同様に表記に一定程度のゆれの実態
も確認できる。
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図９　キーボードでのローマ字入力（人）
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図８を見ると、標準式の使用が最も多く、次に訓令式の使用が見られた。
例は比較的少なくなるが、「訓―標」「標―訓」の混用も見られ、それと同等
に規範である内閣訓令のつづり表にない自己流の表記を使用している回答も
見られた。

訓令式と標準式の大まかな使用実態を把握するために、データを統合して
みた。つづり調査部分42か所の８割である33を超える形式の回答があったも
のはそのまま「訓令式」あるいは「標準式」として処理し、33を超える回答
がなかった場合でも、最も多い回答と２番目に多い回答の差が調査部分42か
所の３分の１である14を超える場合には「訓令式」または「標準式」とす
る。さらに14を越えない場合は「ゆれ」に分類した。この結果から、特筆で
きることは、手書き表記では、たとえばitsukusima（厳島）、syurijo（首里
城）のように、同一個人が訓令式と標準式を１語の中に混在させている例が
あることである。また、aisatu とaisatsu（挨拶）、otyaとocha（お茶）のよ
うに、同一語でも同一個人が両者の表記方式を併用していたり、tyusyazyo

（駐車場）とoshaberi（おしゃべり）のように、語例全体の中でも訓令式と
標準式が錯綜して使用されている。訓令式の長音の例では、母音字の上に訓
令式で用いられる「ˆ」が付される場合とそうでない場合とが混じっている。
このような「ゆれ」型は、29人と最も多く、半数近くを占めた。続いて「標
準式」が25人、一方、「訓令式」を用いた例は標準式の半数近い14人で全体
の２割にとどまった。

このように、手書き表記では学校教育で扱われている訓令式（第1表）使

図８　手書きローマ字の表記（人）
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６　ローマ字表記の実態
6-1　手書きローマ字表記の実態

ローマ字を手書きで表記した時の実態を見る。調査では「駐車場」、「出席
簿」など31語をローマ字で表記してもらうこととし、全体で42か所にわたる、
つづりの調査対象部分を設けた。表記が複数ある場合、あるいは複数の表記
で迷いがある場合は、それらの表記をすべて回答してもらった。同一個人の
１語のつづりの中には、複数のつづり方が混在して、ゆれている場合も少な
くなく、たとえば、「お茶」が訓令式のtya、「おもちゃ」では標準式の cha、
またどちらにも該当しないcyaとなる例など、バリエーションが認められた。

これらすべての調査結果のつづりを、訓令式（「訓」）、標準式（「標」）、さ
らに内閣訓令第一号ローマ字のつづり方の第1表、第2表どちらにも該当しな
いつづりで、個人ごとの表記形式である自己式（「自」）の３種に分けた。ま
た、複数回答では使用順位の順に並べ、３種の複数回答があった場合は、２
例以上が該当する表記方式を「－」の前に置いた。この結果をもとに、以下
の10パターンに回答を分類した。「訓」「標」「訓ー標」「標―訓」「訓ー自」

「標―自」「自ー訓」「自―標」「自」「回答なし」。この結果を示したのが図８
である。
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号図７　ローマ字を学習した科目（人）
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かしながら、図7よりローマ字を学習した科目について本来学習したはずの
国語よりも、英語で学習したという回答が最も多い。多くは中学校から始ま
り、大学まで続く長期間の英語の授業において、標準式の学習経験のほか、
英単語のつづりにローマ字のつづり学習意識が引っ張られていることも考え
られる。その結果、訓令式から離れた標準式によって一定の規範意識が形成
されていくことも推測される。
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図５　ローマ字を学習した学年（人）
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５　規範と規範意識の差
ローマ字の規範と使用者の規範意識の差をもたらすいくつかの原因につい

て考察する。
その1つとしてローマ字学習期間の短さが考えられる。意識調査において、

「どのくらいの期間ローマ字を学習しましたか」（図４）という質問に対し、
「覚えていない・わからない」という回答が大部分を占め、他には「1週間～
1 ヵ月」という短い期間の回答がみられた。現行の学習指導要領では、学習
の期間については言及されておらず、国語の授業の中で学習することから比
較的短い期間で学習している可能性が考えられる。その結果、訓令式につい
ての一定程度の学習経験や知識が蓄積されても、実社会あるいは英語の授業
などで触れる標準式と錯綜が起こりやすくなり、規範意識が形成されにくく
なっているのかもしれない。

 　

2つ目に英語の学習時間がはるかに多かったことの影響である。
図５、図６よりローマ字を学習した時期について、学習指導要領で決めら

れた小学校3年生、4年生以前の「小学校入学前～小学校2年生」で学習した
という回答がある。このことは、教わった人が学校の先生だけでなく、塾の
先生や親、独学との回答ともあわせてみると、小学校で学習する前に塾や家
庭で学習した可能性が考えられる。一方で、学習指導要領で決められた小学
校3年生、4年生以降に学習したとする回答が、全体の3割を占めていること
が分かる。このように、学習経験の記憶には大きなばらつきが見られた。し
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図４　ローマ字の学習期間（人）
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打つ」および「表示したい文字が出れば何でもよいので特に何も考えずに打
つ」は、書き分けの意識がないようにも思われ、手書きの場合と同様に、表
記への規範意識が必ずしも高くないことがうかがわれる。一方で、「何も考
えずに」は、場合によってはタイピング時に無意識的に訓令式に従っている
ことがあるかもしれない。ただし、キーボードの前では、あるいはキーボー
ドを離れると、手書きの場合と異なり、明確な入力意識を内省できないこと
もうかがえる。「手書きの時と同じつづりで打つ」への回答は意外に少なく、
ローマ字表記では手書きとキーボード入力とで意識に異なる部分があること
が浮き彫りになった。

また、手書き表記の場合と同様に、14例見られた複数回答の組み合わせに
よっては意識に迷いがあり、入力形式への規範意識が薄いことが考えられる。

このように手書き表記の場合と比べ、訓令式や標準式の区別をしていない
人や回答に曖昧な人が増え、訓令式を意識している人が減っているようであ
る。キーボードでのローマ字入力の際には規範意識がより低下していると見
られる。ここには、場合によっては、小学国語および中学英語で、訓令式と
標準式の両方に触れたことによる知識の錯綜が生じている可能性もある。
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図３　ローマ字入力の意識（人）
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「小学校・中学校で学習した知識があり、その通りに書く」が最も多い結
果である。続く「小学校・中学校で学習した知識は曖昧だが、それを意識し
て書く」と合わせ、何らかの書き方を意識している人は７割にのぼった。こ
の結果は、学校で学習した規範に対する意識が大学生の現在でも存在はして
いることを示している。

４　ローマ字入力における規範意識
ローマ字表記の機会は必ずしも手書きの場面とは限らない。一般に、また

大学生の場合はむしろパソコンのキーボード入力場面で行われることが多い
と思われる。

キーボードでのローマ字入力における意識について、「あなたはパソコン
のキーボードで日本語の文章を書くためにローマ字入力を行う時にどのよう
に打ちますか」という質問を行い、図3のような回答が得られた。

回答項目の「小学校・中学校で学習した通りに打つ」は、おそらく訓令式
に沿う回答と考えられるが、英語の授業など標準式を習っていれば、双方の
方式が入り込んだ回答となっているかもしれない。また、「スピードが大切
なのでタイピング数が少なくなるように打つ」は表記形式の特性上、訓令式
に該当する特徴が含まれる。「楽に操作できるようキーの位置が近いもので
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図２　手書きローマ字における学校教育での学習記憶と表記意識（人）
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 「小学校・中学校で学習した通りに書く」はほぼ訓令式（第1表・第2表を
含む）に沿った回答と考えられ、最も多い結果となった（注４）。「早く書ける
ように文字数が少なくなるように書く」、「英字のつづりにならないように書
く」も同様に訓令式が意識されているものと考えられる。これらを合わせる
と、手書きローマ字の表記意識については、その半数近くは訓令式を意識し
ている状況がうかがえる。他方で、「実際の発音に合わせて書く」、「外国人
にも読めるように英字のつづりを意識して書く」は標準式とみられる回答と
判断され、回答の１割程度であった。訓令式への規範意識が高いと思われ
る一方で、「意味が伝われば良いので特に何も考えずに書く」が３割を占め、
やや多い回答であった。ここからは、書き分けの意識がない人も多いと判断
される。また、「小学校・中学校で学習したとおりに書く」と「実際の発音
に合わせて書く」等の複数回答をしている例は7例あり、意識に迷いがあり、
表記への規範意識が薄いことが考えられる。

このように、手書きローマ字における規範意識は、一定程度は訓令式が意
識されながらも、全体としてはそれほど高くないという状況が見られた。

上記と類似した表記意識についての質問として、「あなたは手書きでロー
マ字を書く時にどのように書きますか」という単一回答項目も用意した。特
に学校教育での記憶との関係から尋ねた質問である。結果は図２の通りであ
る。

図１　手書きローマ字の表記意識（人）
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３　調査の概要
ローマ字表記の実態を明らかにするため、アンケート調査を行った。調査

内容は、規範意識を明らかにする項目であるローマ字の学習状況などの選択
式の設問と、使用実態を明らかにする項目として、単語をローマ字で書く場
合の記入式およびパソコンのキーボードで入力する場合の選択式の設問を用
意した。ローマ字表記をしてもらう調査対象語は記入式・選択式ともに同じ
ものとし、被調査者である大学生が問題なく意味を理解できるものとした。

被調査者は宮城学院女子大学の学生68人である。年齢が相互に比較的近く、
学習指導要領の内容が同じであることから、学校教育でのローマ字学習によ
る基礎的事項に差異が少ないことを考慮した。また、今回の調査で明らかに
するローマ字とパソコン使用との関わりにおいては、大学生として授業等を
通して日常的に使用する頻度にばらつきが少ないことも見込んでいる。

調査項目の選定は、ローマ字学習初めの小学校低学年向け単行本の田中
（2009）より、内閣訓令第一号第２表にあるつづり「しゃ（sha）・し（shi）・
しゅ（shu）・しょ（sho）・つ（tsu）・ちゃ（cha）・ち（chi）・ちゅ（chu）・
ちょ（cho）・ふ（fu）・じゃ（ja）・じ（ji）・じゅ（ju）・じょ（jo）」が含ま
れる語を全て抜き出し、つづりの種類ごとに分類を行った。調査するつづり
数は同数になるよう調査語を決定した。各つづりの数は回答の正確性を高
めるために、たとえば、「チャ」項目では「おもちゃ」・「お茶」・「イソギン
チャク」のように、拍ごとに３回用意した。また被調査者の負担を少なくす
るため「駐車場（tyu・chu / sya・sha / zyo・jo）」や「富士山（hu・fu / 
zi・ji）」のように、１語に複数の調査対象となる拍が含まれる語を設定する
ようにし、全31語を用意した。（注3）

４　ローマ字使用者の規範意識
4-1　手書きローマ字における規範意識

手書きローマ字における規範意識について、「あなたは手書きでローマ字
を書く時にどのように気をつけていますか」という表記意識についての質問
を複数回答も可能として行った。図1のような回答を得た。
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日常使われている簡単な単語とは、地名や人名などの固有名詞を含め
た、児童が日常目にする簡単な単語のことである。

ローマ字の表記に当たっては、「ローマ字のつづり方」（昭和29年内閣
告示） を踏まえることとなる。ここでは、「一般に国語を書き表す際に
は第１表に掲げたつづり方によるものと」し、「従来の慣例をにわかに
改めがたい事情にある場合に限り、第２表に掲げたつづり方によっても
差し支えない」こととされている。第１表（いわゆる訓令式）による表
記の指導に当たっては、日本語の音が子音と母音の組み合わせで成り
立っていることを理解することが重要である。第２表（いわゆるヘボン
式と日本式）による表記の指導に当たっては、例えば、パスポートに記
載される氏名の表記など、外国の人たちとコミュニケーションをとる際
に用いられることが多い表記の仕方を理解することが重要である。

学習におけるローマ字表記については、「ローマ字のつづり方」（昭和29年内
閣告示）に沿い、日本語をローマ字で書き表す場合には第1表の訓令式を中
心としつつも、第2表のヘボン式も指導することが明確に示されている。一
方、中学校の英語学習でローマ字が取り扱われる場合は、積極的に標準式が
使用されることもあり、教材開発の試みもある（山本・池本2017）。　　

2-4　かな漢字変換とローマ字入力
パスポートの申請時などを除けば、ローマ字を手書きする場面が日常の中

にあまり多くない現代では、ローマ字を最も使用する場面はパソコンのキー
ボードでの入力であろう。この場合、ローマ字はあくまでパソコン上に日本
語を表示する手段としての使用であり、直接ローマ字を表示すること自体が
目的ではない。キーボードでのローマ字入力は、日本語を表示する目的に
よって「訓令式」や「標準式」などローマ字の区別は必要なく、表示したい
語の平仮名表記を思い浮かべ、ローマ字に置き換えるという2段階のプロセ
スを行っている。すると、「デュ」や「ティ」など「ローマ字のつづり方」

（内閣告示第一号）にない表記を行おうと思った時、「デ」と「ュ」〔d-e-x-
y-u〕、「テ」と「ィ」〔t-e-x-i〕など分けて入力することも可能である。このよ
うに仮名で分ける表示方法を本稿では「仮名分け」と呼ぶことにする。
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2-2　ローマ字教育の歴史
次に日本におけるローマ字教育ついて概観する。なお、以下については文

化庁（2006）を参考にした。
アメリカ教育使節団によるローマ字採用勧告が昭和21年４月６日に公表さ

れ、文部省は同年６月15日にはローマ字教育対策懇談会を設置、同月29日に
はローマ字教育協議会を設置している。昭和22年４月の新学年からは義務教
育にローマ字教育が導入された。当時はローマ字教育を導入するか否かは学
校の責任者に一任され、原則として小学校４学年以上の各学年で行い、授業
時間数は１年で40時間以上とされていた。教科書は文部省編集のものを使用
することが原則とされていたが、文部省が「ローマ字教育の指針」とともに
刊行した「ローマ字文の書き方」では、昭和12年の訓令式の他に、備考２で
標準式・日本式も示している。

今日国語教育の中で実施されるローマ字教育であるが、それは第１期国
語審査会に設けられたローマ字教育部会の『国語審議会報告書』（1952）中

「「国語科における必修科目としてローマ字を含む」ということが妥当である
ことを確認した」ことにある。

その後ローマ字教育は昭和33年の学習指導要領改訂で「小学校では昭和36
年度より、中学校では昭和37年度より「必修」」となっている。

2-3　現行のローマ字教育
続けて現行の『小学校指導要領（平成29年告示）』においてのローマ字の

取り扱いを概観する。『小学校指導要領（平成29年告示）』では第2節「第3学
年及び第4学年」の内容の項において

ウ　（前略）また、第3学年においては、日常使われている簡単な単語に
ついて、ローマ字で表記されたものを読み、ローマ字で書くこと。

となっている。また、『小学校指導要領（平成29年告示）解説　国語編』で
は、項目ウの解説として以下のように示されている。

ローマ字で表記されたものを読み、ローマ字で書くことは、ローマ字
での読み書きについて示したものである。ローマ字表記が添えられた案
内板やパンフレットを見たり、コンピュータを使ったりする機会が増え
るなど、ローマ字は児童の生活に身近なものになっていることを踏まえ、
第3学年で指導するものとする。
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リック入力など「かな入力」をしつつも、キーボードによる入力では「ロー
マ字入力」を行う人が多いのではないかとみられる。キーボードでのローマ
字入力においては、訓令式・標準式のどちらでも入力が可能なだけでなく、
変換予測などの機能によってある程度の自由性があることから、ローマ字の
規範を意識して使用する人は少ないかもしれない。キーボードのローマ字入
力による自由なローマ字使用が規範意識を薄めているという問題も挙げられ
る。

本稿では訓令式を主とする国語教育がある一方で、実社会では標準式が主
になっている状況を踏まえ、現代人のローマ字に対する規範意識はどのよう
になっているのかに焦点を当てる。またローマ字の手書き表記の実態とキー
ボードでのローマ字入力の使用実態を明らかにすることで、規範意識と実態
に何らかのゆれが見られるのかを明らかにする。さらに、ゆれが見られる場
合はその原因について、調査の結果をもとに考察する。（注２）

２　ローマ字表記の歴史と教育
2-1　ローマ字表記の歴史

現代ローマ字表記に用いられている方式は、昭和29年12月９日の内閣告
示第一号によって示された。しかし、この内閣告示第一号が示されるまで、
ローマ字のつづり方には長い歴史が存在する。まずその歴史について概観す
る。なお、歴史事実の確認については石井（2018）、菊地（2007）、文化庁

（2006）等を参考にした。
日本にローマ字が始めて渡来したのは、ポルトガル船の漂着で鉄砲が伝来

し、イエズス会のフランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸した16世紀半ばで
ある。その後、多くの有識者の下、五十音図式つづりやヘボン式ローマ字、
日本式ローマ字など様々なつづり方が提案された。政府がローマ字のつづり
方の制定に向け乗り出したのは、昭和５年11月26日設置の臨時ローマ字調査
会からである。臨時ローマ字調査会は標準式側、日本式側に分かれて意見交
換が行われ、日本式つづりを基本にジ・ヂ、ズ・ヅの区別を行わず統一した
表記の「ローマ字綴表」、昭和12年９月21日に実施された内閣訓令第三号な
どが提案された。しかし、昭和20年８月15日に終戦を迎え、最高司令部指令
第二号によって、ヘボン式使用の指令となった。
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ローマ字の規範意識と実態
―大学生へのアンケート調査から―

大　戸　あや香

はじめに
ローマ字表記について、訓令式と標準式の特徴を確認しながら、大学生を

対象に調査を行い、規範意識と使用実態を明らかにする。また規範意識と使
用実態との間に何らかのゆれは見られるのかどうか、また、ゆれが見られる
場合、その原因は何かについて考察する。

１　問題の所在と本稿の目的
ローマ字は義務教育として主に国語の教科で誰しもが学習する文字の一つ

である。義務教育の中で獲得するローマ字のルールは昭和29年内閣告示第一
号に沿い、「国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある
場合」に第２表の標準式を使用しても差し支えないとされるが、「国語を書
き表す場合」は基本的に第１表の訓令式を使用することとなっている。

一方で、日常生活の中で自然に目にするローマ字は道路の案内標識や駅名
標識、プロ野球やサッカー選手のユニフォームの選手名など、ヘボン式を使
用しているものが多い。また実際にローマ字で書く場面を考えると、パス
ポートなど各種書類を作成する際や外国へ手紙を出すときの自分の住所を書
く場合などがある。（注１）また、英語学習ではヘボン式を使用することも多い。

ここで問題となるのは、国語教育と実社会の間で使用されるローマ字に
おいて、規範と実態に差が生じていることである。たとえば、「富士山」を
ローマ字表記する場合、国語教育で学習する訓令式（第1表）ではHuzisan
となる。一方、実社会ではfujisanのようなヘボン式を目にすることが少なく
ない。

また、現代では小学生がネットゲームや動画へのコメントを投稿したり、
学生ではレポート作成、社会人になると会社での資料作成やメールのやり取
り、事務的作業など、パソコンのキーボードで日本語を入力する機会はます
ます増加している。日本語を表示する手段として、スマートフォンではフ
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前
後
の
文
脈
で
通
じ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
私
は
、
日
本
語
に
は

相
手
を
敬
い
尊
重
す
る
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
、
そ
こ
が
日
本
語

の
美
点
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
は
日
本
語
や
日
本
文
学
を
専
門

に
学
ぶ
学
科
に
在
籍
す
る
者
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
美
し
い
日
本

語
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
文
学
科
２
年　

森　

野　

美　

恵　

今
回
、
私
た
ち
の
学
科
は
去
年
、
一
昨
年
に
引
き
続
き
、
文
部

科
学
大
臣
賞
を
頂
戴
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
大
変
誇
ら
し
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
受
検
に

〈
報
告
〉
令
和
元
年
度
第
二
回
日
本
語
検
定
「
文
部
科
学
大
臣
賞
」
を
受
賞
し
て

－214－



あ
た
っ
て
、
日
ご
ろ
日
本
文
学
を
学
ぶ
者
と
し
て
、
ま
た
過
去
二

回
素
晴
ら
し
い
記
録
を
残
さ
れ
た
先
輩
方
に
続
く
者
と
し
て
、
ひ

ど
い
結
果
は
残
せ
な
い
と
気
合
を
い
れ
て
臨
み
ま
し
た
。
そ
の
結

果
を
こ
の
よ
う
な
形
で
評
価
し
て
い
た
だ
い
て
、
と
て
も
う
れ
し

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
学
科
で
開
設
し
て
い
る
日
本
語
検
定
対
策
と
い
う
授
業
で
、

改
め
て
日
本
語
を
学
び
直
し
、
多
く
の
間
違
い
や
勘
違
い
に
気
付

か
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
と
く
に
二
重
敬
語
が
癖
の
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
は
気
を
つ
け
ね
ば
と
真
面
目
に
取
り
組
み
ま
し

た
。
敬
語
は
場
面
や
相
手
に
応
じ
て
使
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
敬
語
を
正
し
く
用
い
る
こ
と
は
相

手
と
の
関
係
性
や
距
離
感
を
適
切
に
保
ち
、
大
切
に
し
て
い
こ
う

と
す
る
意
識
の
あ
ら
わ
れ
な
の
だ
と
思
い
い
た
り
ま
し
た
。
そ
の

他
、
自
分
で
は
語
彙
を
増
や
す
こ
と
と
言
葉
の
意
味
の
把
握
に
努

め
ま
し
た
。
知
ら
な
い
言
葉
も
ま
だ
ま
だ
多
く
、
字
面
だ
け
で
な

ん
と
な
く
意
味
を
想
像
し
て
い
た
単
語
や
熟
語
も
、
こ
の
際
き
ち

ん
と
読
み
方
や
意
味
を
調
べ
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
分
か
っ
た

気
に
な
っ
て
い
た
だ
け
で
実
は
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
か
っ

た
言
葉
が
面
白
い
ほ
ど
見
つ
か
り
、
改
め
て
日
本
語
の
語
彙
は
本

当
に
豊
か
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

私
は
「
母
国
語
で
考
え
た
り
学
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
知
ら
な
け

れ
ば
、
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
、
少
し
は

意
識
し
て
国
語
／
日
本
語
を
学
ん
で
き
た
つ
も
り
で
す
。
そ
う
し

て
大
学
で
は
日
本
文
学
科
に
進
み
、
日
々
の
学
び
の
中
で
日
本
語

の
細
や
か
さ
や
美
し
さ
を
知
り
ま
し
た
。
ぼ
ん
や
り
と
し
た
世
界

や
感
情
が
言
葉
を
知
る
ご
と
に
鮮
や
か
に
な
っ
て
い
く
、
そ
う
し

た
気
付
き
や
驚
き
を
、
他
の
言
語
で
は
な
く
私
た
ち
の
母
語
で
あ

る
日
本
語
で
実
感
で
き
て
良
か
っ
た
、
と
思
う
こ
と
が
何
度
も
あ

り
ま
し
た
。
日
本
語
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
言
語
で
す
。
そ
の
多

様
な
表
現
の
あ
り
方
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
ご
指
導
く
だ
さ
い
ま
し
た
先
生
方
に
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
よ
り
い
っ
そ
う
勉
学
に
励
み
、
日
本
語

に
習
熟
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

（
日
本
語
検
定
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
転
載
）

（
い
ず
れ
も
学
年
は
受
検
当
時
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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二
〇
二
〇
年
度
新
入
生
の
皆
さ
ん
へ

日
本
文
学
科
長　

教
授　
　

深　

澤　

昌　

夫　

本
当
な
ら
入
学
式
が
あ
り
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
も
あ
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
バ
タ
バ
タ
し
て
い
る
う
ち
に
、
ピ

ア
ノ
池
の
桜
も
咲
き
始
め
、
き
れ
い
だ
な
ぁ
、
と
思
う
間
も
な
く

授
業
が
始
ま
っ
て
、
初
め
て
の
九
〇
分
授
業
に
緊
張
し
つ
つ
も
少

し
ず
つ
ペ
ー
ス
が
で
き
、
机
を
並
べ
い
っ
し
ょ
に
お
昼
ご
飯
を
食

べ
る
お
友
だ
ち
も
で
き
た
り
し
て
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
で
よ

う
や
く
ほ
っ
と
一
息
…
…
と
な
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
今
年
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
た
め
、
明
確
な
区
切
り
感
の
な
い
ま
ま
今
日

に
至
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

新
入
生
の
皆
さ
ん
、
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

数
多
の
大
学
・
学
部
・
学
科
か
ら
宮
城
学
院
を
、
そ
し
て
我
が

日
本
文
学
科
を
選
ん
で
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
ま
ず
は
、
御
祝
い
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
、
日
本
全
国
ど
こ
も
か
し
こ
も
「
不
要
不
急
の
外
出
自

粛
」
や
「
三
密
」
回
避
等
、
感
染
拡
大
防
止
が
叫
ば
れ
る
中
、
本

学
も
警
戒
レ
ベ
ル
を
一
気
に
引
き
上
げ
、
学
生
は
キ
ャ
ン
パ
ス
内

立
入
禁
止
、
授
業
は
対
面
授
業
な
し
の
遠
隔
授
業
等
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
当
分
の
間
（
少
な
く
と
も
前
期
中
は
）、

学
生
の
皆
さ
ん
と
は
直
に
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
も
こ
の
先
ど
う
な
る
こ
と
か
と
不
安
な
お
気
持
ち
で
し
ょ

う
が
、
い
ず
れ
事
態
は
収
束
す
る
も
の
と
信
じ
、「
い
ま
で
き
る

こ
と
」
を
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
皆
さ
ん
を
含
む
「
私
た
ち
」
に
と
っ
て
、「
い
ま
で
き

る
こ
と
」
は
何
で
し
ょ
う
？

ま
ず
第
一
に
、「
感
染
し
な
い
」「
さ
せ
な
い
」
よ
う
日
々
注
意

を
怠
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
何
が
必
要
か
は

十
分
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
ま
ご
ま
申
し
ま
せ

ん
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
国
を
問
わ
ず
、
地
域
を
問
わ
ず
、
年

齢
・
世
代
・
信
条
・
国
籍
・
宗
教
を
問
わ
ず
、
こ
の
社
会
の
一
員

と
し
て
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
で
す
。

そ
れ
を
大
前
提
と
し
て
、
で
は
、
こ
の
春
か
ら
大
学
生
に
な
っ

た
ば
か
り
の
皆
さ
ん
が
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」、
そ
し

て
「
い
ま
で
き
る
こ
と
」
は
何
で
し
ょ
う
？

そ
れ
は
、
大
学
と
い
う
「
新
天
地
」
に
お
け
る
「
学
び
」
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
は
就
職
で
も
な
く
、
専
門
学
校
で
も
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ

二
〇
二
〇
年
度
新
入
生
の
皆
さ
ん
へ

－216－



大
学
へ
の
進
学
を
希
望
さ
れ
ま
し
た
。
ご
家
族
は
皆
さ
ん
の
そ
う

し
た
希
望
を
受
け
入
れ
、
寄
り
添
い
、
協
力
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
そ
し
て
皆
さ
ん
は
、
そ
の
理
由
や
経
緯
は
と
も
あ
れ
、
最
終

的
に
宮
城
学
院
の
日
本
文
学
科
を
自
ら
選
び
、「
い
ま
」
に
至
っ

て
い
ま
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
皆
さ
ん
を
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
ご
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
多

く
の
方
々
の
期
待
に
応
え
る
た
め
に
も
、
私
た
ち
は
み
な
、
自
分

た
ち
に
与
え
ら
れ
た
「
チ
ャ
ン
ス
」
を
活
か
す
努
力
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
私
た
ち
」
と
申
し
ま
し
た
。
大
学
側
も
ま
た
、
皆
さ
ん
の
期

待
に
応
え
る
べ
く
、
最
大
限
の
努
力
を
し
て
い
ま
す
。

大
学
で
は
い
ま
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
遠
隔
授
業
に
つ

い
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
ど
う
い
う
条
件
な
ら
で
き

る
か
、
学
生
た
ち
の
ネ
ッ
ト
環
境
や
Ｐ
Ｃ
環
境
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、

種
々
検
討
と
研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
全
国
ど
こ
の
大
学

も
同
じ
状
況
で
す
。

ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
ど
こ
か
の
大
学
で
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
開
始

し
た
と
た
ん
、
ア
ク
セ
ス
が
集
中
し
て
サ
ー
バ
ー
が
ダ
ウ
ン
し
た

と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
不
具
合
も
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
が
、
最
初

か
ら
う
ま
く
い
く
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
大
学
で
は
今
ま

で
、
ど
こ
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
規
模
で
実
施
し
た
こ
と
が
な
い
の
で

す
か
ら
。
そ
ん
な
こ
と
を
不
安
に
思
っ
た
と
こ
ろ
で
仕
方
あ
り
ま

せ
ん
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
遠
隔
授
業
は
、

通
常
の
対
面
式
・
双
方
向
型
の
授
業
に
比
べ
て
、
か
な
り
不
便
で

す
。
授
業
を
す
る
私
た
ち
も
、
受
け
る
側
の
皆
さ
ん
も
、
不
自
由

な
思
い
を
す
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で

も
「
や
ら
な
い
よ
り
は
ま
し
」
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
い
ま
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ

手
立
て
を
さ
ま
ざ
ま
講
じ
な
が
ら
、
大
学
と
し
て
の
務
め
を
果
た

す
べ
く
、
全
学
の
教
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
そ
れ
ぞ
れ
に
努

力
を
積
み
重
ね
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
学
び
」
を
求
め
て
い
る
人

た
ち
（
皆
さ
ん
の
こ
と
で
す
）
が
い
る
限
り
「
学
び
」
と
い
う
名

の
「
火
」
を
絶
や
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
連
休
明
け
に
は
授
業
を
開
講
す
る
予
定
で
す
。（
付

記
…
こ
の
時
は
ま
だ
ギ
リ
ギ
リ
そ
う
い
う
予
定
で
い
ま
し
た
。
が
、

結
局
前
期
い
っ
ぱ
い
遠
隔
授
業
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
）

今
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
や
む
な
く
延
期
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
聖
火
は
ど
こ
か
で
保
管
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
も
ど
う
ぞ
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
胸
に
宿
っ
た
「
学

び
」
へ
の
「
思
ひ4

」
を
守
り
通
し
て
、
四
年
間
の
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン

に
挑
戦
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
一
言
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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今
回
、
皆
さ
ん
に
お
送
り
し
た
資
料
の
中
に
、
日
文
必
修
科
目

「
日
本
文
学
史
Ⅰ
（
古
典
）」
の
テ
キ
ス
ト
と
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル

（
本
学
と
デ
ィ
ズ
ニ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
グ
ッ
ズ
）
を
同
封
し
て
お
き

ま
し
た
。
外
出
自
粛
要
請
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
面
な
い
と

思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
は
む
し
ろ
こ
れ
を
「
チ
ャ
ン
ス
」
と
捉
え
、

勉
強
に
い
そ
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
本
日
は
こ
れ
に
て
失
礼
い
た
し
ま
す
。

通
常
授
業
が
再
開
さ
れ
る
そ
の
日
ま
で
、
日
々
、
食
事
・
睡

眠
・
規
則
正
し
い
生
活
を
心
が
け
、
体
力
と
免
疫
力
を
高
め
て
お

い
て
く
だ
さ
い
（
私
の
経
験
上
、
学
力
は
体
力
に
比
例
し
ま
す
）。

そ
し
て
、
い
つ
の
日
か
、
桜
ヶ
丘
キ
ャ
ン
パ
ス
で
お
会
い
し
ま

し
ょ
う
。
学
科
の
教
職
員
一
同
、
そ
の
日
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。
末
筆
な
が
ら
、
保
護
者
の
方
々
に
も
よ
ろ
し
く
お
伝
え
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
。

以
上
、
と
り
い
そ
ぎ
一
筆
し
た
た
め
ま
し
た
。

【
付
記
】
も
し
、
皆
さ
ん
の
中
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
た
め

予
想
外
の
困
難
に
直
面
し
て
お
ら
れ
る
ご
家
庭
が
あ
れ
ば
、

遠
慮
な
く
本
学
学
生
課
に
ご
連
絡
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
二
〇
二
〇
・
四
・
二
〇
）

※
二
〇
二
〇
年
四
月
下
旬
、
新
入
生
全
員
に
こ
の
手
紙
を
発
送
し

た
。
世
界
中
に
蔓
延
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
危
機
に
私

た
ち
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
、
記
録
の
一
つ
と
し
て
あ
え

て
掲
載
す
る
。

二
〇
二
〇
年
度
新
入
生
の
皆
さ
ん
へ
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ジ
ブ
リ
映
画
に
お
け
る
田
舎
の
表
象　
　
　
　
　
　

…
今　

野　

花　

菜

　
―
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
と
『
お
も
ひ
で
ぽ
ろ
ぽ
ろ
』
を
比
較
し
て
―

教
育
現
場
に
お
け
る
い
じ
め
問
題
―
教
師
と
し
て
何
が
で
き
る
か
―
…
齋　

藤　
　
　

彩

植
民
地
朝
鮮
映
画
に
お
け
る
二
重
拘
束　
　
　
　
　

…
佐　

藤　

亜　

美

　

―
『
家
な
き
天
使
』
と
『
望
楼
の
決
死
隊
』
を
中
心
に
―

現
代
日
本
語
に
お
け
る
食
感
表
現
…
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　

知　

花

Ｂ
Ｌ
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
お
よ
び
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
表
象
…
佐　

藤　
　
　

蛍

与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』
論
―
各
章
に
お
け
る
恋
愛
表
現
を
中
心
に
―
…
庄　

司　

美　

帆

現
代
に
お
け
る
新
海
誠
―
『
君
の
名
は
。』
に
お
け
る
君
と
は
誰
か
―
…
菅　

井　

明
日
香

『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
あ
こ
き
の
役
割
…
…
…
…
…
…
鈴　

木　

優　

花

高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
「
四
大
定
番
」
の
採
択
の
理
由
…
鈴　

木　

莉　

里

　

―
学
習
指
導
要
領
と
の
相
関
を
中
心
に
―　

創
作
「
秘
密
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
髙　

橋　

亜　

子

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
男
性
ら
し
さ
・
女
性
ら
し
さ
…
髙　

橋　

杏　

莉

　

―
漫
画
『
と
り
か
へ
・
ば
や
』
と
の
比
較
―

宮
城
県
方
言
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
髙　

橋　

沙　

織

形
容
詞
の
名
詞
化
に
使
わ
れ
る
接
尾
辞
「
み
」
の
用
法
の
変
化
…
田　

中　

幸　

奈

村
山
槐
多
に
お
け
る
詩
風
の
変
遷
…
…
…
…
…
…
…
…
千　

葉　
　
　

響

創
作
「
死
ん
だ
髪
恋
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
千　

葉　

史　

佳

中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙
…
寺　

嶋　

朝　

香

宮
崎
駿
作
品
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
像　
　
　
　
　
　

…
沼　

田　

梨　

沙

　
―
映
画
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
と
『
も
の
の
け
姫
』
を
中
心
に
―

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
谷
崎
文
学
に
お
け
る
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
―
…
長
谷
川　

媛　

加

太
平
洋
戦
争
下
の
特
攻
隊
―
特
攻
作
戦
は
何
を
思
い
実
施
さ
れ
た
か
―
…
長
谷
川　

怜　

美

《
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
度
》

　
　
日
本
文
学
科
卒
業
論
文
題
目

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
月
の
研
究
―
禁
忌
を
中
心
に
―
…
…
阿　

部　

透　

子

大
学
生
の
敬
語
意
識
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
飯　

田　

夏　

美

発
生
源
と
構
造
か
ら
見
る
流
行
語
の
傾
向
に
つ
い
て
…
石　

塚　

智　

絵

創
作
「
短
編
集　

人
生
狂
想
曲
」
…
…
…
…
…
…
…
…
伊　

藤　

海　

琴

江
戸
川
乱
歩
研
究
―
一
寸
法
師
と
踊
る
一
寸
法
師
を
中
心
に
―
…
井　

上　

沙　

耶

江
戸
川
乱
歩
研
究
―
『
芋
虫
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
…
内　

田　

奈
津
美

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
生
霊
・
死
霊
が
持
つ
役
割
…
遠　

藤　

さ
つ
き

『
平
家
物
語
』
の
研
究
―
「
語
り
」
か
ら
見
た
俊
寛
の
役
割
―
…
遠　

藤　

眞　

以

高
村
光
太
郎
研
究
―
戦
前
か
ら
戦
後
に
お
け
る
智
恵
子
像
の
変
化
―
…
太　

田　

野
々
花

ロ
ー
マ
字
表
記
に
見
る
ゆ
れ
の
実
態
…
…
…
…
…
…
…
粕　

谷　

瑞　

月

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
役
割
…
…
…
…
加　

藤　

千　

穂

　

―
紫
の
上
と
の
関
連
性
を
中
心
に
―

若
年
層
に
お
け
る
方
言
意
識　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
小　

泉　

安　

菜

　

―
仙
台
市
出
身
者
を
対
象
と
し
た
調
査
か
ら
―

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
歌
こ
と
ば
「
夢
」
の
表
現
…
…
郷　

内　

音　

乃

　

―
恋
歌
を
中
心
と
し
て
―

創
作
「
至
福
」「
な
な
し
の
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
コ
ア
」
…
…
児　

玉　

理
香
子

日
本
語
表
記
の
誤
用
・
ゆ
れ
の
実
態
…
…
…
…
…
…
…
小　

林　

萌　

美

『
落
窪
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
車
争
い
」
…
今　

田　
　
　

栞

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
か
ら
見
え
る
夢
野
久
作
の
〈
狂
人
〉
論
…
蜂　

谷　

里
佳
子

日
本
に
お
け
る
化
粧
文
化
の
変
容
…
…
…
…
…
…
…
…
平　

澤　
　
　

萌

創
作
「
魔
都
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
藤　

澤　
　
　

愛

現
代
日
本
語
に
お
け
る
色
彩
語
彙
の
使
用
実
態
…
…
…
藤　

原　

優　

香

八
代
集
夏
歌
に
詠
ま
れ
る
景
物
の
推
移
…
…
…
…
…
…
星　
　
　

千　

秋

『
万
の
文
反
古
』
の
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村　

上　

桃　

子

八
木
重
吉
の
『
秋
の
瞳
』
に
お
け
る
自
然
観
…
…
…
…
目
々
澤　

史　

織

１
９
７
０
年
代
の
大
島
渚
映
画
に
お
け
る
天
皇
制
と
日
本
人
…
森　

山　

比　

蕗

　

―
映
画
『
儀
式
』『
夏
の
妹
』
を
中
心
に
―

文
化
面
か
ら
見
る
日
本
語
教
育
…
…
…
…
…
…
…
…
…
湯　

原　

舞　

衣

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
悪
女
を
中
心
と
し
て
―
…
…
…
…
…
…
吉　

田　

千　

尋

創
作
「
相
死
相
愛
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
渡　

部　
　
　

葵

日
本
語
教
科
書
に
お
け
る
男
女
差
…
…
…
…
…
…
…
…
渡　

邊　

実　

来

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
『
痴
人
の
愛
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
渡　

邉　

梨
紗
子

江
戸
川
乱
歩
研
究
―
乱
歩
の
描
く
人
形
愛
の
世
界
―
…
…
…
安　

藤　

倫　

子

日
本
語
学
習
教
材
の
研
究
―
ア
ニ
メ
・
マ
ン
ガ
を
応
用
し
た
教
材
開
発
―
…
飯　

坂　

真　

理

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
『
細
雪
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
…
…
伊　

藤　
　
　

楓

仙
台
方
言
を
用
い
た
日
本
語
教
材
の
作
成
と
授
業
の
実
施
…
伊　

藤　

萌　

梨

小
津
安
二
郎
映
画
に
お
け
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の
表
象
…
丑　

島　

早　

樹

北
園
克
衛
に
お
け
る
視
覚
詩
―
「
図
形
説
」
と
白
の
イ
メ
ー
ジ
―
…
梅　

津　

知　

佳

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
『
痴
人
の
愛
』
を
中
心
と
し
て
―
…
…
大　

泉　

彩　

恵

ロ
ー
マ
字
の
規
範
意
識
と
実
態　
　
　

…
…
…
…
…
…
大　

戸　

あ
や
香

　

―
大
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
―

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
『
陰
翳
礼
讃
』
を
中
心
に
―
…
…
…
…
尾　

形　

美　

和

テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
『
魔
法
少
女
ま
ど
か
☆
マ
ギ
カ
』
に
お
け
る　　
　
　
　

…
岡　

本　
　
　

彩

　
魔
法
少
女
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
―
「
愛
と
正
義
」「
希
望
と
絶
望
」
の
観
点
か
ら
―

『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
「
悲
し
」
に
つ
い
て
…
…
…
…
小　

原　

佳　

菜

四
つ
仮
名
表
記
に
見
る
ゆ
れ
の
実
態
…
…
…
…
…
…
…
粕　

谷　

葉　

月

韓
国
文
化
は
ど
の
よ
う
に
日
本
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
…
勝　

又　

侑　

希

創
作
「
三
人
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
加　

藤　

優
美
花

創
作
「
の
こ
さ
れ
た
も
の
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鎌　

田　

美　

咲

時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
女
性
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
川
久
保　

彩　

華

日
本
語
教
育
と
機
械
翻
訳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小　

平　

夢　

乃

タ
イ
ム
ル
ー
プ
作
品
の
普
及
の
背
景
…
…
…
…
…
…
…
後　

藤　

紗　

耶

創
作
「
怒
ら
な
い
で
聞
い
て
ほ
し
い
」
…
…
…
…
…
…
近　

藤　

美　

樹

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
西
洋
に
つ
い
て
―
…
…
…
…
…
…
…
齋　

藤　

花　

菜

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
日
本
語
教
育
…
…
…
…
齊　

藤　

知　

沙

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
け
る
若
年
層
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
…
酒　

井　

柚　

奈

　

―T
w

itter

に
見
る
文
章
表
現
の
特
徴
―

創
作
「
修
学
旅
行
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
櫻　

田　

仲　

美

仙
台
市
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
実
態
…
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　

美　

里

娯
楽
化
す
る
恐
怖
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　

佑　

香

谷
崎
潤
一
郎
論
―
『
春
琴
抄
』
を
中
心
と
し
て
―
…
…
…
…
佐　

藤　

雪　

菜

村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
文
学
的
手
法
と
し
て
の
音
楽
…
庄　

子　

愛　

乃

創
作
「
ウ
ツ
ボ
カ
ズ
ラ
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
庄　

司　

涼　

香

『
古
今
和
歌
集
』
春
の
部
に
お
け
る
桜
歌
…
…
…
…
…
…
鈴　

木　

里　

奈

創
作
「
夢
を
紡
ぐ
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
髙　

橋　

智　

香

《
二
〇
一
九（
令
和
元
）年
度
》日
本
文
学
科
卒
業
論
文
題
目
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寺
山
修
司
作
品
に
お
け
る
母
性
憧
憬
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
…
竹　

田　

有
理
沙

　
―
映
画
『
草
迷
宮
』『
田
園
に
死
す
』
に
見
る
固
定
楽
想
を
通
し
て
―

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト
が
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
し
て
成
功
し
た
理
由
…
長　

南　

虹　

歩

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
悪
女
小
説
を
中
心
と
し
て
―
…
…
…
…
角　

田　

真　

梨

創
作
「
は
な
の
そ
の
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
那　

須　

彩　

雪

谷
崎
潤
一
郎
研
究
―
『
盲
目
物
語
』
を
中
心
と
し
て
―
…
…
浜　

野　

美　

穂

科
学
技
術
と
大
衆
文
化
の
発
展
と
そ
の
関
係
性
に
つ
い
て
…
常　

陸　

麻　

奈

　

―
明
治
か
ら
昭
和
―　

『
大
経
師
昔
暦
』
の
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日　

野　

愛　

心

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
か
ら
見
る
〈
世
づ
か
ぬ
〉
表
現
…
平　

塚　

詩　

帆

創
作
「
ラ
イ
ラ
ッ
ク　

他
短
編
」
…
…
…
…
…
…
…
…
本　

郷　

亜　

美

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
後
見
」
表
現
…
…
…
…
…
…
松　

村　

優
理
子

　

―
紫
の
上
と
女
三
の
宮
を
中
心
に
―

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
と
継
承
日
本
語　
　

…
…
…
…
…
眞　

山　
　
　

夏

　

―
グ
ア
ム
在
住
の
子
ど
も
か
ら
見
る
実
例
―

読
書
が
人
に
与
え
る
影
響
と
今
後
の
読
書
推
進
活
動
…
萬　

田　

朱　

音

創
作
「
マ
ー
メ
イ
ド
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
…
…
…
…
…
三　

浦　

清
和
子

夢
野
久
作
研
究
―
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
を
中
心
に
―
…
…
山　

崎　

杏　

香

日
本
に
お
け
る
少
女
歌
劇
の
変
遷
と
女
性
の
み
で
演
じ
る
こ
と
の
意
味
…
山　

本　

優　

花

「
あ
い
づ
ち
」
に
お
け
る
非
言
語
行
動
の
機
能
…
…
…
…
横　

倉　

実
可
子

ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
の
歴
史
と
体
系
…
…
…
…
…
…
…
…
吉　

田　

恵　

理

映
画
『
イ
ノ
セ
ン
ス
』
に
お
け
る
押
井
守
の
死
生
観
…
我　

妻　

日
央
里

江
戸
川
乱
歩
研
究
―
江
戸
川
乱
歩
作
品
に
お
け
る
一
人
二
役
―
…
後　

藤　

歌　

歩

是
枝
裕
和
の
映
画
『
万
引
き
家
族
』
に
お
け
る
作
家
的
普
遍
性
と
特
殊
性
…
笹　

岡　

怜　

奈

　

―
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
日
本
社
会
の
在
り
方
を
通
し
て
―

凡
庸
な
悪
の
正
体
―
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
見
る
―
…
佐　

藤　

聖　

香

野
辺
地
町
方
言
に
お
け
る
方
言
分
布
の
特
徴
と
特
異
性
…
村　

山　

慧　

子

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号

－221－



九　

里　

順　

子　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ（『
若
菜
集
』を
読
む
）

近
代
文
学
Ⅰ
Ａ
（
室
生
犀
星
を
読
む
）

近
代
文
学
Ⅱ
Ａ
（
北
村
透
谷
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｄ
（
北
原
白
秋
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｄ
（
石
川
啄
木
を
読
む
）

日
本
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
近
代
文
学
特
殊
講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

志　

村　

文　

隆　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ａ（
現
代
日
本
語
入
門
）

現
代
語
Ⅰ
（
日
本
語
の
地
域
差
を
学
ぶ
）

現
代
語
Ⅱ
（
言
葉
の
多
様
性
（
変
異
）
を
学
ぶ
）

日
本
語
学
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ⅱ
Ａ
（
日
本
語
方
言
考
察
）

日
本
語
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

東
北
の
文
学
・
文
化
・
こ
と
ば
Ｉ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
語
学
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

菊　

地　

恵　

太　
　

日
本
語
概
説
Ⅰ
・
Ⅱ

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ
（
古
典
籍
を
読
む
）

日
本
語
学
演
習
Ⅰ
Ｂ（
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
を
読
む
）

日
本
語
学
演
習
Ⅱ
Ｂ（
説
話
集『
三
宝
絵
』を
読
む
）

日
本
語
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

山　

口　

一　

樹　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ａ
（
く
ず
し
字
で
書
か

れ
た
『
伊
勢
物
語
』
を
読
む
）

《
二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
度
》

　
　
日
本
文
学
科
講
義
題
目

深　

澤　

昌　

夫　
　

日
本
文
学
史
Ⅰ
（
古
典
）

日
本
文
化
史
Ⅰ
・
Ⅱ
（
古
典
芸
能
史
入
門
）

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ
（
く
ず
し
字
で
書
か

れ
た
「
百
人
一
首
」
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｂ
（
中
世
文
学
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｂ
（
近
世
文
学
を
読
む
）

日
本
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

東
北
の
文
学
・
文
化
・
こ
と
ば
Ｉ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
古
典
文
学
演
習
Ｉ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

澤　

邉　

裕　

子　
　

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ｂ（
日
本
語
教
育
入
門
）

日
本
語
教
育
概
説
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
語
教
育
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
外
国
語
と
し
て
の
日

本
語
の
構
造
を
学
ぶ
）

日
本
語
教
育
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
語
教
育
実
習
Ⅱ

日
本
語
教
育
学
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

修
士
論
文
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

《
二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
度
》日
本
文
学
科
講
義
題
目
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日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ａ
・
Ⅱ
Ａ
（
王
朝
文
学

を
読
む
）

古
典
文
学
Ⅰ
Ａ
（『
源
氏
物
語
』
を
読
む
）

日
本
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

伊　

狩　
　
　

弘　
　

日
本
文
学
史
Ⅱ
（
近
代
）

文
学
語
学
入
門
セ
ミ
ナ
ー
Ａ（
短
編
小
説
を
読
む
）

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｃ
・
Ⅱ
Ｃ
（
太
宰
治
を

読
む
）

日
本
文
学
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
近
代
文
学
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス　
　

日
本
文
化
論
Ⅰ
（「
日
本
文
化
論
」
的
な
言
説
を

越
え
た
日
本
文
化
を
学
ぶ
）

日
本
文
化
論
Ⅱ（
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
学
ぶ
）

日
本
文
化
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

相　

澤　

秀　

夫　
　

国
語
科
教
材
研
究

張　
　
　

基　

善　
　

世
界
の
な
か
の
日
本
Ａ
（
ア
メ
リ
カ
映
画
に
お
け

る
日
本
表
象
）

世
界
の
な
か
の
日
本
Ｂ
（
ア
ジ
ア
諸
国
の
映
画
に

お
け
る
日
本
表
象
）

千　

葉　

正　

昭　
　

近
代
文
学
Ⅰ
Ｂ
（
太
宰
治
を
読
む
）

近
代
文
学
Ⅱ
Ｂ
（
永
井
荷
風
を
読
む
）

早
矢
仕　

智　

子　
　

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

日
本
語
教
育
学
特
殊
講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

廣　

瀬　
　
　

愛　
　

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
Ｆ
（
日
本
の
映
画
史
）

日
本
文
化
発
展
演
習
Ⅱ

堀　

田　

智　

子　
　

第
二
言
語
習
得
論
Ⅰ
・
Ⅱ

市　

瀬　

智　

紀　
　

対
照
言
語
学

程　
　
　

艶　

春　
　

対
照
言
語
学

五
十
嵐　

伸　

治　
　

国
語
科
教
育
法
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ

国
語
科
実
践
研
究
Ⅰ
・
Ⅱ

ニ
ュ
ー
ス
時
事
能
力
検
定
対
策

池　

上　

冬　

樹　
　

創
作
表
現
発
展
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

石　

川　

秀　

巳　
　

古
典
文
学
Ⅰ
Ｂ
・
Ⅱ
Ｂ
（『
百
人
一
首
一
夕
話
』

研
究
）

岩　

澤　

万
里
子　
　

書
道
Ⅲ
・
Ⅳ

笠　

間　

は
る
な　
　

日
本
語
検
定
対
策

小　

林　
　
　

隆　
　

社
会
言
語
学
（「
も
の
の
言
い
か
た
」
の
地
域
差

研
究
）

久　

保　
　
　

豊　
　

映
像
文
化
論
Ⅰ
・
Ⅱ
（
映
像
文
化
と
「
ポ
ス
ト
３
・

11
」「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」「
エ
イ
ジ
ン
グ
」

に
つ
い
て
学
ぶ
）

三　

島　

敦　

子　
　

音
声
学
（
日
本
語
音
声
学
の
基
礎
知
識
の
習
得
）

日
本
語
教
育
実
習
Ⅰ

大　

木　

一　

夫　
　

日
本
語
史
Ⅰ
・
Ⅱ

大　

沼　

郁　

子　
　

創
作
表
現
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

日
本
文
学
ノ
ー
ト
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五
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卒
業
研
究
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ

猿　

渡　
　
　

学　
　

メ
デ
ィ
ア
編
集
Ａ
・
Ｂ（
メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
体
感
）

Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル

日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅰ
Ｆ
（
日
本
の
映
画
史
）

日
本
文
化
発
展
演
習
Ⅰ

佐　

竹　

保　

子　
　

中
国
文
学
特
殊
講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

佐　

藤　

育　

美　
　

日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル

佐　

藤　

伸　

宏　
　

比
較
文
学
Ａ
・
Ｂ

篠　

本　

賢　

一　
　

身
体
表
現
Ａ
・
Ｂ
（
演
劇
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
通
し

て
、『
身
体
表
現
』
に
つ
い
て
実
践
的
に
考
察

す
る
）

鈴　

木　

由
利
子　
　

民
俗
学
Ａ
・
Ｂ

髙　

野　

静　

枝　
　

書
道
Ⅰ
・
Ⅱ

武　

田　
　
　

拓　
　

日
本
語
学
特
殊
講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

津　

田　

大　

樹　
　

古
典
文
学
Ⅱ
Ａ
（『
万
葉
集
』
を
読
む
）

渡　

部　

東
一
郎　
　

中
国
文
学
概
説
Ⅰ
・
Ⅱ
（
漢
文
訓
読
）

中
国
文
学
Ａ
（「
唐
代
伝
奇
」
を
読
む
）

中
国
文
学
Ｂ
（『
聊
斎
志
異
』
を
読
む
）

横　

溝　
　
　

博　
　

日
本
古
典
文
学
特
殊
講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
（
大
学
院
）

《
二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
度
》日
本
文
学
科
講
義
題
目

－224－



受
贈
図
書
目
録
（
二
〇
一
九
年
四
月
～
二
〇
二
〇
年
三
月
）

國
語
國
文
學
報　

77
（
愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
）

愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究　

27
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教

育
専
攻
）

青
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
報　

26
（
青
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
）

緑
岡
詞
林　

43
（
青
山
学
院
大
学
日
文
院
生
の
会
）

青
山
語
文　

49
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）

紀
要　

61
（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
）

日
本
・
ア
ジ
ア
言
語
文
化
研
究　

13
（
大
阪
教
育
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育

講
座
）

国
語
と
教
育　

44　

45
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会
）

大
阪
国
際
児
童
文
学
振
興
財
団 

研
究
紀
要　

32
（
大
阪
国
際
児
童
文
学

振
興
財
団
）

文
学
史
研
究　

59（
大
阪
市
立
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
文
学
史
研
究
会
）

上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報　

19
（
大
阪
府
立
大
学
上
方
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
）　

言
語
文
化
学
研
究　

日
本
語
日
本
文
学
編　

14
（
大
阪
府
立
大
学
人
間
社

会
シ
ス
テ
ム
科
学
研
究
科 

人
間
社
会
学
専
攻
言
語
文
化
学
分
野
）

大
妻
女
子
大
学
紀
要　

―
文
系
―　

51
（
大
妻
女
子
大
学
）

大
妻
国
文　

50
（
大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
）

研
究
所
年
報　

12
（
大
妻
女
子
大
学 

草
稿
・
テ
キ
ス
ト
研
究
所
）

岡
大
国
文
論
稿　

47
（
岡
山
大
学
文
学
部
言
語
国
語
国
文
学
会
）　

國
文　

131　

132
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）　　

帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要　

56
（
帯
広
大
谷
短
期
大
学
）

帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
紀
要　

6
（
帯
広
大
谷
短

期
大
学
）

香
川
大
学
国
文
研
究　

43　

44
（
香
川
大
学
国
文
学
会
）

学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究　

44（
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
会
同
人
）

學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
誌　

63
（
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
）

國
文
学　

103
（
関
西
大
学
国
文
学
会
）

関
西
学
院
大
学
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要　

8　

9
（
関
西
学
院
大
学

日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
）

日
本
文
藝
研
究　

70
―
2　

71
―
1
（
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）

神
田
外
語
大
学
大
学
院
紀
要　

言
語
科
学
研
究　

26
（
神
田
外
語
大
学
大

学
院
）

語
文
研
究　

127　

128
（
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
）

和
漢
語
文
研
究　

17
（
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
）

金
城
日
本
語
日
本
文
化　

95
（
金
城
学
院
大
学
日
本
語
日
本
文
化
学
会
）

国
文
研
究　

64
（
熊
本
県
立
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究　

39
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文

学
会
）

大
学
院
諸
究　

16
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
諸
究
編
集

委
員
会
）

高
知
大
國
文　

50
（
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
）

神
女
大
国
文　

31
（
神
戸
女
子
大
学
国
文
学
会
）

神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要　

13
（
神
戸
女
子
大
学
古

典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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日
本
文
化
研
究　

4
（
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
國
文
學
會
）

国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録　

42
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要　

45　

46
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

調
査
研
究
報
告　

39
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

古
代
文
学
研
究　

第
二
次　

28
（
古
代
文
学
研
究
会
）

論
輯　

45
（
駒
澤
大
学
大
学
院
国
文
学
会
）

相
模
国
文　

46
（
相
模
女
子
大
学
国
文
研
究
会
）

實
踐
國
文
學　

96　

97
（
実
践
女
子
大
学
実
践
国
文
学
会
）

島
大
國
文　

36
（
島
根
大
学
法
文
学
部
国
文
学
研
究
室
）

上
智
大
学
国
文
学
論
集　

53
（
上
智
大
学
国
文
学
会
）

上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要　

37
（
上
智
大
学
国
文
学
科
）

文
学
研
究　

30
（
聖
徳
大
学
短
期
大
学
部
国
語
国
文
学
会
）

国
文
白
百
合　

50
（
白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）

椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集　

社
会
・
人
文
・
自
然
科
学
篇　

各
51
（
椙

山
女
学
園
大
学
）

成
蹊
國
文　

52
（
成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
）

成
城
國
文
學
論
集　

42
（
成
城
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科
）

成
城
国
文
学　

36
（
成
城
大
学
成
城
国
文
学
会
）

聖
心
女
子
大
学
大
学
院
論
集　

41
―
1　

41
―
2
（
聖
心
女
子
大
学
）

清
泉
語
文　

7
（
清
泉
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

文
学
研
究　

30
（
聖
徳
大
学
短
期
大
学
部
国
語
国
文
学
会
）

全
国
文
学
館
協
議
会　

紀
要　

12
（
全
国
文
学
館
協
議
会
）

専
修
国
文　

105　

106
（
専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会
）

日
本
文
学
論
集　

44
（
大
東
文
化
大
学
大
学
院
）

日
本
文
学
研
究　

59
（
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
）

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要　

29
（
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
）

語
文
論
叢　

34
（
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
会
）

中
央
大
學
國
文　

63
（
中
央
大
學
國
文
學
會
）

紀
要　

言
語･

文
学･

文
化　

125　

126
（
中
央
大
学
文
学
部
）

中
京
大
学
文
学
会
論
叢　

6
（
中
京
大
学
文
学
会
）

中
京
大
学
文
学
部
紀
要　

54
―
1　

54
―
2
（
中
京
大
学
文
学
部
）

文
藝
言
語
研
究 

文
藝
篇
・
言
語
篇　

75　

76　

77
（
筑
波
大
学
大
学
院
人

文
社
会
科
学
研
究
科
文
芸
・
言
語
専
攻
）

国
文
学
論
考　

55
（
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
）

國
文
鶴
見　

53
（
鶴
見
大
学
日
本
文
学
会
）　

奈
良
学
研
究　

21
（
帝
塚
山
大
学
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所
）

日
本
文
化
史
研
究　

50
（
帝
塚
山
大
学
奈
良
学
総
合
文
化
研
究
所
）

山
邊
道　

59　

60
（
天
理
大
學
國
語
國
文
學
會
）

学
芸
国
語
国
文
学　

51
（
東
京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会
）

東
京
女
子
大
學
日
本
文
學　

115
（
東
京
女
子
大
学
学
会
日
本
文
学
部
会
）

東
京
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究　

28（
東
京
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
会
）

東
京
大
学
国
文
学
論
集　

14
（
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
）

日
本
語
日
本
文
学　

31
（
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

同
朋
文
化　

14　

15
（
同
朋
大
学
人
文
学
会
）

国
語
学
研
究　

58
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
「
国
語
学
研
究
」
刊

行
会
）

言
語
科
学
論
集　

23
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科 

言
語
学
・
日
本

語
学
・
日
本
語
教
育
学
専
攻
分
野
）

受
贈
図
書
目
録（
二
〇
一
九
年
四
月
～
二
〇
二
〇
年
三
月
）
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日
本
文
芸
論
叢　

28
（
東
北
大
学
文
学
研
究
科
国
文
学
研
究
室
）

文
藝
研
究　

―
文
芸
・
言
語
・
思
想
―　

185　

186
（
東
北
大
学
文
学
部
日
本

文
芸
研
究
会
）

日
本
文
芸
論
稿　

41
・
42
合
併
号
（
東
北
大
学
文
芸
談
話
会
）

文
学
論
藻　

94
（
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
）

徳
島
文
理
大
学
文
学
論
叢　

36
（
徳
島
文
理
大
学
文
学
部
文
学
論
叢
編
集

委
員
会
）

徳
島
文
理
大
学
比
較
文
化
研
究
所
年
報　

35
（
徳
島
文
理
大
学
比
較
文
化

研
究
所
）

富
山
大
学
日
本
文
学
研
究　

6（
富
山
大
学
人
間
発
達
学
部
日
本
文
学
会
）

並
木
の
里　

87　

88
（『
並
木
の
里
』
の
会
）

叙
説　

46
（
奈
良
女
子
大
学
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
会
）

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集　

19
（
南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
）

西
日
本
国
語
国
文
学　

6
（
西
日
本
国
語
国
文
学
会
）

二
松
學
舍
大
学
人
文
論
叢　

102　

103
（
二
松
學
舍
大
学
人
文
学
会
）

日
本
近
代
文
学
館
年
誌　

資
料
探
索　

15
（
日
本
近
代
文
学
館
）

國
文
目
白　

59
（
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
）

清
心
語
文　

21
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

日
本
文
学
研
究　

54
（
梅
光
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）

花
園
大
学
日
本
文
学
論
究　

12
（
花
園
大
学
日
本
文
学
会
）

阪
神
近
代
文
学
研
究　

20
（
阪
神
近
代
文
学
会
）

言
語
表
現
研
究　

36
（
兵
庫
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会
）

弘
学
大
語
文　

46
（
弘
前
学
院
大
学
国
語
国
文
学
会
）

國
文
學
攷　

241　

242　

243
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
）

文
教
國
文
學　

63
（
広
島
文
教
女
子
大
学
国
文
学
会
）

玉
藻　

53
（
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
国
文
学
会
）

香
椎
潟　

60
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会
）

香
椎
潟 

創
刊
号
復
刻
版
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会
）

福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学　

29
（
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
）

藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌　

99　

100　

101　

102
（
藤
女
子
大
学
日
本
語
・

日
本
文
学
会
）

文
教
大
学
国
文　

48
（
文
教
大
学
国
文
学
会
）

作
家
特
殊
研
究　

研
究
冊
子　

9
（
法
政
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科

日
本
文
学
専
攻
）

日
本
文
学
論
叢　

48　

49
（
法
政
大
学
大
学
院
日
本
文
学
専
攻
委
員
会
）

能
楽
研
究　

43
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
）

能
楽
資
料
叢
書
5
『
近
世
諸
藩
能
役
者
由
緒
書
集
成
』（
上
）（
法
政
大
学

能
楽
研
究
所
）

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学　

30
（
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
会
）

武
庫
川
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
所
年
報　

29
（
武
庫
川
女
子
大
学
）

武
庫
川
国
文　

85　

86　

87　

88
（
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
学
会
）

日
本
語
日
本
文
学
論
叢　

14　

15
（
武
庫
川
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
）

武
蔵
野
日
本
文
学　

29
（
武
蔵
野
大
学
国
文
学
会
）

武
蔵
野
大
学
日
本
文
学
研
究
所
紀
要　

8
（
武
蔵
野
大
学
文
学
部
日
本
文

学
研
究
所
）

文
芸
研
究　

137　

138　

139　

140　

141
（
明
治
大
学
文
芸
研
究
会
）

日
本
文
学
会
誌　

31
（
盛
岡
大
学
日
本
文
学
会
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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日
本
文
學
會
學
生
紀
要　

27
（
盛
岡
大
学
日
本
文
学
会
）

東
北
文
学
の
世
界　

27
（
盛
岡
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
）

国
語
国
文
論
集　

50
（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会
）

米
澤
國
語
國
文　

48
（
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
）

論
究
日
本
文
學　

110　

111
（
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
）

琉
球
ア
ジ
ア
文
化
論
集　

5
（
琉
球
大
学
人
文
社
会
学
部
）

國
文
學
論
叢　

65
（
龍
谷
大
學
國
文
學
會
）

文
藝
と
批
評　

12
―
9　

12
―
10
（
早
稲
田
大
学
文
学
部
日
文
コ
ー
ス
室

内
文
藝
と
批
評
の
会
）

中
國
文
學
研
究　

44　

45
（
早
稲
田
大
學
中
國
文
學
會
）

国
文
学
研
究　

188　

189　

190
（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
）

早
稲
田
大
学
大
学
院　

教
育
学
研
究
科
紀
要　

30
（
早
稲
田
大
学
大
学
院

教
育
学
研
究
科
）

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊
27
―
1　

27
―
2
（
早

稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
）

和
洋
國
文
研
究　

54
（
和
洋
女
子
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
）

宮
城
学
院
女
子
大
学
研
究
論
文
集　

128
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
紀
要
編
集

委
員
会
）

宮
城
学
院
女
子
大
学
大
学
院
人
文
学
会
誌　

20　

21
（
宮
城
学
院
女
子
大

学
大
学
院
）

２
０
１
９
年
度
創
作
表
現
研
究
Ⅱ
作
品
集
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
日
本
文

学
科
）

日
本
神
話
を
ひ
ら
く 

「
古
事
記
」
編
纂
１
３
０
０
年
に
寄
せ
て
（
フ
ェ
リ

ス
女
学
院
大
学
国
文
学
会
）

公
益
財
団
法
人
日
本
財
団
よ
り

『
ふ
れ
あ
い
文
芸
〈
平
成
三
十
一
年
版
〉』（
公
益
財
団
法
人
日
本
財
団
）

『
ふ
れ
あ
い
文
芸
〈
令
和
二
年
版
〉』（
公
益
財
団
法
人
日
本
財
団
）

秦　

恒
平
様
よ
り

『
秦　

恒
平　

湖
の
本
』　

144　

145　

146　

147
（
湖
の
本
）

深
澤
昌
夫
先
生
よ
り

『
日
本
の
舞
台
芸
術
に
お
け
る
身
体 

死
と
生
、
人
形
と
人
工
体
』（
晃

洋
書
房
）

澤
邉
裕
子
先
生
よ
り

『
隣
国
の
言
語
を
学
び
、
教
え
る
と
い
う
こ
と
―
日
韓
の
高
校
で
教
え

る
言
語
教
師
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
』（
ひ
つ
じ
書
房
）

受
贈
図
書
目
録（
二
〇
一
九
年
四
月
～
二
〇
二
〇
年
三
月
）
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前
集
要
目

日
本
文
学
ノ
ー
ト　
　

第
五
十
四
号
（
通
巻
七
十
六
号
）

伊
狩
弘
教
授
定
年
退
職
記
念
特
集
号

目　
　

次

略
歴
と
業
績
一
覧
に
代
え
て
―
フ
ー
ウ
ー
エ
ン
と
マ
イ
ダ
ン
の
中
国

―
…
…
…
伊　

狩　
　
　

弘
…
…
…
…
…
一

『
源
氏
物
語
』に
お
け
る
密
通
の
研
究

　

―
柏
木
と
女
三
の
宮
を
中
心
と
し
て

―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
富　

山　

晴　

菜
…
…
…
…
…
三

『
一
握
の
砂
』に
お
け
る
三
つ
の
歌
群
が
示
す
照
応

　

―
啄
木
が
捉
え
た
刹
那
の
い
の
ち

―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴　

木　

綾　

華
…
…
…
…
一
九

木
下
夕
爾『
笛
を
吹
く
ひ
と
』
―
不
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ

―
…
…
…
…
…
…
…
…
九　

里　

順　

子
…
…
…
…
三
九

戦
時
下
朝
鮮
映
画
に
お
け
る
金
信
哉
の
女
優
表
象（
２
）

　

―
表
象
の
専
有
化（appropriation

）と「
明
る
い
植
民
地
」

―
……
…
…
…
…
…
李　
　
　

敬　

淑
…
38（
一
〇
三
）

〈
報
告
〉宮
城
学
院
女
子
大
学
に
お
け
る
日
本
語
教
員
養
成
課
程
の
10
年
を
振
り
返
る

　
　

―
日
本
語
教
師
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と「
日
本
語
教
育
実
践
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」の
形
成
へ

―
……
澤　

邉　

裕　

子
…
22（
一
一
九
）

「
帰
る
」の
意
味
分
析
―
「
戻
る
」「
去
る
」と
の
比
較
か
ら

―
……
…
…
…
…
…
…
小
野
寺　

彩　

香
…
４（
一
三
七
）

書
籍
紹
介

　

澤
邉
裕
子
著『
隣
国
の
言
語
を
学
び
、教
え
る
と
い
う
こ
と

　
　

―
日
韓
の
高
校
で
教
え
る
言
語
教
師
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
』……
…
…
…
…
…
早
矢
仕　

智　

子
…
１（
一
四
〇
）

彙
報

　

二
〇
一
八
年
度　

日
本
文
学
科
卒
業
論
文
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
一

　

二
〇
一
九
年
度　

日
本
文
学
科
講
義
題
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
三

　

受
贈
図
書
目
録（
二
〇
一
八
年
四
月
～
二
〇
一
九
年
三
月
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
六

　
『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』投
稿
規
定

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
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日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号（
通
巻
七
十
七
号
）

《
執
　
筆
　
者
　
紹
　
介
》

（
本

学

名

誉

教

授
）

（
本
学
大
学
院
二
〇
一
九
年
度
修
了
生
）

（
本
学
二
〇
一
九
年
度
卒
業
生
）

（
本
学
二
〇
一
九
年
度
卒
業
生
）

（
本

学

教

授
）

（
本

学

助

教
）

（
本

学

准

教

授
）

（
本

学

教

授
）

（
本
学
二
〇
一
九
年
度
卒
業
生
）

（
本
学
二
〇
一
九
年
度
卒
業
生
）

（
本

学

学

生
）

（
本

学

学

生
）

（
本

学

教

授
）

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス

阿あ　

部べ　

日ひ

菜な

子こ

寺て
ら　

嶋し
ま　

朝あ
さ　

香か

梅う
め　

津つ　

知ち　

佳か

九く　

里の
り　

順じ
ゅ
ん　

子こ

菊き
く　

地ち　

恵け
い　

太た

李い　
　
　

敬ぎ
ょ
ん　

淑す
く

澤さ
わ　

邉べ　

裕ゆ
う　

子こ

田た　

中な
か　

幸ゆ
き　

奈な

大お
お　

戸と　

ああ

やや

香か

大お
お　

内う
ち　

優ゆ

未み

子こ

森も
り　

野の　

美み　

恵え

深ふ
か　

澤さ
わ　

昌ま
さ　

夫お
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編
集
後
記

今
年
も
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
緑
が
眩
し
い
季
節
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
学

生
の
姿
は
な
い
。
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
対
策
で
、
入
構
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
昨
年
度
の
卒
業
式
も
今
年
度
の
入
学
式
も
、
日
本
文
学
科

で
開
催
を
予
定
し
て
い
た
、
こ
の
三
月
に
定
年
退
職
さ
れ
た
モ
リ
ス
先
生

を
囲
む
茶
話
会
も
す
べ
て
中
止
と
な
り
、
今
に
至
っ
て
い
る
。

昨
年
度
の
伊
狩
弘
教
授
定
年
退
職
記
念
特
集
号
に
続
き
、
本
号
も
、

Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
教
授
定
年
退
職
記
念
特
集
号
と
し
て
、
充
実
し
た
内
容

と
な
っ
た
。
モ
リ
ス
先
生
は
、
長
ら
く
国
際
文
化
学
科
で
教
鞭
を
執
ら
れ

た
後
、
二
〇
一
六
年
度
の
学
部
学
科
改
組
に
よ
っ
て
、
日
本
文
学
科
に
移

っ
て
来
ら
れ
た
。
先
生
の
幅
広
い
視
野
と
教
養
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ユ
ー
モ

ア
は
、
巻
頭
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
も
窺
え
る
。

本
号
に
は
、
深
澤
昌
夫
学
科
長
が
、
新
入
生
に
宛
て
て
送
っ
た
手
紙
も

掲
載
し
た
。
最
初
に
触
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、
本
年
度
の
新
入
生
は
、
ま

だ
キ
ャ
ン
パ
ス
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
。
彼
女
た
ち
の
不
安
や
戸
惑

い
を
思
い
や
り
、
励
ま
し
つ
つ
、
変
則
的
な
形
で
も
共
に
学
び
の
場
を
作

っ
て
い
こ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
。「「
学
び
」
と
い
う
名
の
「
火
」
を
絶

や
さ
な
い
」
と
い
う
学
科
の
意
思
を
皆
さ
ん
と
共
有
し
た
い
。
こ
れ
は
、

大
学
が
大
学
で
あ
り
続
け
る
本
質
を
示
し
た
言
葉
で
あ
る
。

明
る
い
話
題
も
あ
る
。
前
号
で
も
俳
句
大
会
入
賞
で
ご
紹
介
し
た
、
本

学
科
三
年
の
吉
田
詩
織
さ
ん
が
、
第
二
〇
二
回
コ
バ
ル
ト
短
編
小
説
新
人

賞
を
受
賞
し
た
。
ま
た
、
中
古
文
学
担
当
の
山
口
一
樹
先
生
を
新
た
に
お

迎
え
し
た
。
山
口
先
生
の
ご
専
門
は
『
源
氏
物
語
』
で
、
緻
密
で
明
晰
な

論
考
に
よ
り
、
将
来
が
嘱
望
さ
れ
て
い
る
。
昨
年
度
の
菊
地
恵
太
先
生
に

続
き
、
若
い
方
々
の
着
任
は
、
新
鮮
な
風
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
る
。
学
科

長
の
手
紙
に
も
あ
る
よ
う
に
、
教
え
る
側
も
試
行
錯
誤
の
只
中
に
あ
る
が
、

新
た
な
信
頼
関
係
を
築
い
て
、
こ
の
難
局
を
乗
り
切
っ
て
い
き
た
い
。

（
九
里
順
子
）

『
日
本
文
学
ノ
ー
ト
』
投
稿
規
定

１
．
投
稿
資
格　

日
本
文
学
会
の
会
員
と
す
る
。
な
お
、
編
集
委
員
会
の

許
可
を
得
た
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
．
掲
載
内
容　

①
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト　

②
創
作
作
品　

③
講
演
会
原

稿　

④
書
評　

な
ど

そ
の
他
、
編
集
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
も
の
を
掲
載
す
る
。

３
．
本
誌
は
年
一
回
発
行
す
る
。

４
．
著
作
権
お
よ
び
電
子
化

　

著
者
は
、
自
ら
の
有
す
る
著
作
権
の
う
ち
複
写
権
お
よ
び
公
衆
送

信
権
の
行
使
を
投
稿
段
階
に
お
い
て
日
本
文
学
会
に
許
諾
し
た
も
の

と
す
る
。
日
本
文
学
会
は
著
者
よ
り
行
使
を
許
諾
さ
れ
た
複
写
権
お

よ
び
公
衆
送
信
権
に
よ
り
、
そ
の
著
作
物
を
電
子
化
ま
た
は
複
製
の

形
態
な
ど
に
よ
り
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
自
ら
の
著
作

を
他
に
転
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
事
前

に
日
本
文
学
会
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。　

日
本
文
学
ノ
ー
ト 

第
五
十
五
号
（
通
巻
七
十
七
号
）

二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
七
月
二
〇
日　

印
刷

二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
七
月
三
〇
日　

発
行

発

行

人

発

行

所
仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
西
町
一
番
五
十
五
号

☎
〇
二
二
─

二
八
七
─

三
三
五
一

深

澤

昌

夫

宮
城
学
院
女
子
大
学

日
本
文
学
会

仙
台
市
青
葉
区
桜
ヶ
丘
九
丁
目
一
番
一
号

☎
〇
二
二
─

二
七
七
─

六
一
二
一

印

刷

所

株

式

会

社 

東

誠

社

〒
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〒
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