
第ll[J，'r_ 形式（Iり物語論の展開

た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
、

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
主
張
す
る
通
り
、
語
り
手
が
泊
滅
す
れ
ば
残
る
の
は
白
紙
に
す
ぎ
な
い
と

わ
れ
わ
れ
も
思
う
の
で
あ
る
。

ア
ン
・
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
語
り
手
の
い
な
い
物
語
言
説
な
ど
存
在
し
な
い
と
公
言
し
た
バ
ル
ト
や
ト
ド
ロ
フ
な
ど
、
彼

論
に
ふ
さ
わ
し
い
作
家
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が

り
手
を
消
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
れ
ば

し
か
し
、
と
は
言
う
も
の
の

さ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
前
章
の
終
り
で
、

(•ー·)

語
り
手
に
つ
い
て

第
111
章

ー
写
実
主
義
的
錯
覚
の
拒
否

『
迷
路
の
中
で
』
に
登
場
す
る
語
り
手
は
も
は
や
便
宜
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
た
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
決
し
て
作
品
の
中
か
ら
語
り
手
を
消
し
去
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
も
し
語

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
は
、

ま
さ
に
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
な
言
葉
の
自
律
的
展
開
理

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
は
結
局
、

形
式
的
物
語
論
の
展
開

リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
と
も
す
ぐ
に
袂
を
分
つ
こ
と
に
な
っ
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（一） 語り手について

実
際
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は

(a) 

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
デ
ヴ
ュ
ー
作
の
『
消
し
ゴ
ム
』
か
ら
第
三
作
目
の
『
嫉
妬
』
に
か
け
て
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
ま

女
の
意
見
と
は
逆
の
意
見
を
持
つ
著
述
家
た
ち
を
、
少
し
軽
蔑
を
交
え
て
紹
介
し
て
い
る
。
私
は
、
そ
れ
で
も
た
め
ら
わ
ず
、

こ
ち
ら
の
哀
れ
な
軍
勢
の
方
に
参
加
し
よ
う
。
と
言
う
の
も
、
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
は
、
そ
の
表
題
か
ら
し
て
、
語
り
と

い
う
言
表
行
為
の
審
級
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
こ
に
は
、
語
り
手
と
聞
き
手
が
、

な
か
ろ
う
が
、
姿
を
現
し
て
い
よ
う
が
い
よ
う
ま
い
が
、
無
口
で
あ
ろ
う
が
お
喋
り
で
あ
ろ
う
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
こ

そ
が
伝
達
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
の
中
に
、
常
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

さ
て
、
小
説
の
構
成
を
考
え
る
場
合
、
語
り
手
の
問
題
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
り
、

ず
問
題
に
し
た
の
は
、
実
は
こ
の
語
り
手
の
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
も
、
検
討
を
進
め
な
が
ら
、

も
う
す
で
に
多
少
な
り
と
も
語
り
手
の
問
題
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

お
け
る
物
語
論
的
問
題
の
展
開
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
語
り
手
の
問
題
か
ら
検
討
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ミ
メ
ー
シ
ス

の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
「
内
的
焦
点
化
」
を
次
第
に
徹
底
す
る
形
で
物
語
を
構
成
し
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
全
知
」
の
神
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、

そ
れ
が
架
空
の
も
の
で
あ
ろ
う
が

ジ
ャ
ン
・
プ
ィ
ヨ
ン
の
言
う
「
登
場
人
物
と
共
に
あ
る
」
視
像
を
用
い
て
、
す

な
わ
ち
、
登
場
人
物
の
視
点
で
物
語
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
ス
リ
ジ
ー
・
ラ
・
サ
ル
の
討
論
会
で
、
こ
の
解
釈
を
裏
付
け
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
し
、
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第III章

に
姿
を
現
さ
な
い
の
が

形式的物語論の展開

る。

り
手
は

場
面
は
、
例
え
ば
ワ
ラ
ス
の
よ
う
な
一
人
の
人
物
だ
け
の
語
り
に
帰
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
『
覗
く
ひ
と
』
に
お
い

て
は
語
り
は
集
中
化
し
、

『
嫉
妬
』
に
お
い
て
は
完
全
に
一
カ
所
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
場
面
は
一
っ
の
語
り

の
声
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
あ
ま
り
に
集
中
化
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
声
を
一
人
の
人
物
と
同
一
視
さ
れ
る
ほ
ど
だ
。

ま
た
、
初
期
の
評
論
集
に
お
い
て
も
、

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
に
お
い
て
は
、
物
語
世
界
を
一
体
誰
が
描
写
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

し
か
し
、

一
体
誰
な
の
か
？

追
い
、
現
在
と
過
去
と
、
す
べ
て
の
出
来
事
の
成
行
と
を
同
時
に
知
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
語
り
手
は
一
体
誰
な
の
か
？

(
3
)
 

そ
れ
は
神
で
し
か
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
登
場
人
物
の
視
点
を
中
心
に
物
語
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
解
釈
で
は
、
例
え
ば
、
特
に
『
嫉

妬
』
の
よ
う
な
作
品
は
、

語
り
手
が
物
語
内
容
の
時
間
の
一
体
い
つ
語
っ
て
い
る
の
か
が
判
断
で
き
な
い
よ
う
な
作
品
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
、

『
消
し
ゴ
ム
』

同
時
に
至
る
所
に
存
在
し
、
物
事
の
裏
と
表
を
同
時
に
見
、
顔
の
表
情
と
心
の
動
き
を
同
時
に

か
な
り
不
可
解
な
作
品
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
実
際
『
嫉
妬
』

一
種
の
内
的
な
レ
ア
リ
テ
探
究
の
せ
い
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
し
て
も
、

の
叙
述
は

の
語
り
手
が
物
語
世
界
に
直
接

そ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、

そ
の

そ
の
理
由
が

全
知
で
偏
在
性
を
持
つ
そ
の
語

一
種
の
複
数
指
導
体
制
の
よ
う
に
、
語
り
手
が
あ
ち
こ
ち
に
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
諸

バ
ル
ザ
ッ
ク
を
例
に
挙
げ
て
、
語
り
手
「
全
知
」
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
も
い
る
の
で
あ
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（一） 語り手について

は
、
例
え
ば

パ
ー
シ
ー
・
ラ
ポ
ッ
ク
が

）
の
考
え
方
は

こ
と
に
な
る
。

判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
意
識
は
非
時
間
的
だ
か
ら
だ
な
ど
と
言
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
仏
教
で
は
な
く
、

ス
ト
教
的
な
伝
統
か
ら
考
え
れ
ば
意
識
は
す
ぐ
れ
て
現
在
の
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
非
時
間
的
意
識
な
ど
は
意
識
の
存
在
の
否
定

実
は
、
問
題
は
、
焦
点
人
物
が
語
り
手
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
、

そ
の
考
え
方
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

リ
エ
の
作
品
を
、
ま
た
別
の
語
り
手
の
概
念
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
は
、
語
り
手
な
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

一
冊
の
本
が
表
示
す
る
そ
の
言
表
行
為
の
主
体
の
こ
と
だ
。

こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
小
説
は
常
に
一
人
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
語
り
手
は
、

語
る
の
で
は
な
く
、
物
語
世
界
に
現
れ
る
い
わ
ば
準
登
場
人
物
と
し
て
の
語
り
手
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
登
場
人
物
に
焦
点
化
し
、

ま
た
語
り
を
委
ね
た
り
し
な
が
ら
物
語
を
展
開
し
、

と
こ
ろ
で
、

も
元
祖
は
お
そ
ら
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
ろ
う
。

語
り
手
と
は

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
平
板
に
物
語
を

そ
の
よ
う
に
し
て
物
語
世
界
の
現
実
性
を
保
証
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う

一
見
非
常
に
新
し
い
考
え
方
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
少
し
前
に

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
『
ポ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を
論
じ
て
、
「
時
に
は
、
作
者
は
自
分
の
声
で

(
5
)
 

語
る
し
、
ま
た
時
に
は
、
作
中
人
物
の
一
人
を
通
し
て
語
る
」
と
述
べ
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
る
し
、
何
と
言
っ
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
描
写
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
の
方
法
の
一
っ
と
し
て
、
「
そ
の

ロ
プ
11
グ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
キ
リ
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に
向
か
っ
て
、

章ーーー第 形式的物語論の展開

に ス
に
お
い
て
は

と
き
そ
の
と
き
に
応
じ
て
、
作
者
自
身
が
出
来
事
を
報
告
す
る
か
た
ち
を
と
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
出
来
事
の
当
事
者
で
あ
る

別
の
人
物
に
な
り
き
っ
て
語
っ
た
り
す
る
方
式
」
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
一
っ

の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
方
法
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
有
名
な
ミ
メ
ー
シ
ス
と
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
の
対
立
の
問
題
が
、
そ
っ
く

つ
ま
り
、
結
局
小
説
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
の
複
雑
な
交
替
の
中
で
、
全
体
と
し
て
ミ
メ
ー
シ

ス
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
て
、

者
の
前
に
は
生
き
生
き
と
し
た
物
語
世
界
が
広
が
る
と
す
れ
ば
、
充
実
し
た
世
界
像
の
再
現
を
拒
否
す
る
ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
す
れ
ば
、

こ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
追
求
を
何
と
か
せ
ず
に
は
お
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

話
法
の
問
題

そ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
と
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
の
問
題
は
、

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
物
語
言
説
と
そ
れ
が
描
き
出
そ
う

(
8
)
 

と
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
対
象
と
の
間
の
距
離
と
、
語
り
手
と
作
中
人
物
の
声
の
大
き
さ
の
関
係
に
還
元
さ
れ
る
。

ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
に
お
い
て
は
物
語
言
説
と
そ
の
対
象
が
最
も
離
れ
て
お
り
、
語
り
手
の
声
ば
か
り
が
聞
こ
え
る
。
ま
た
、
ミ
メ
ー
シ

一
種
の
音
声
多
重
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
よ
う
な
も
の
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

示
唆
に
従
っ
て
、

こ
れ
と
逆
に
、
物
語
言
説
と
そ
の
対
象
が
最
も
接
近
し
て
お
り
、
作
中
人
物
の
声
ば
か
り
が
聞
こ
え
る
。
要
す
る

デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
中
間
地
帯
も
設
定
し
て
お
り
、
結
局
、

(b) 

り
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
テ
キ
ス
ト
全
体
を
語
る
声
が
一
種
透
明
な
存
在
と
化
し
、
読

つ
ま
り
、

デ

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
プ
ラ
ト
ン
の

デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
か
ら
ミ
メ
ー
シ
ス
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（一） 語り手について

し
か
し

法
と 三

、
再
現
さ
れ
た

(transpose)
言
説

(rapporte)
言
説

と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
範
疇
に
属
す
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
内
的
独
白
」
が
入
る
。
こ
の
「
内
的
独
白
」
を
、

一
に
は
地
の
語
り
の
部
分
、
二
に
は
間
接
話
法
と
自
由
間
接
話
法
、
三
に
は
直
接
話

と
呼
び
換
え
て
も
よ
い
と
い
う
主
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
が
、

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
後
に
、
「
《
直
接
的
言
説
》
の
自
律
的
状
態
」

《
自
由
直
接
話
法
》
と
い
う
の
は
、
境
界
を
示
す
記
号
の
な
い
、
《
直
接
的
言
説
》
の
自
律
的
状
態
の
こ
と
だ
。
（
…
）
。

（
…
）
《
自
由
直
接
》
と
言
っ
て
も
、

そ
れ
は
、
文
法
的
な
影
響
を
受
け
ず
、
従
っ
て
実
際
上
、
制
辞
を
持
た
ず
、
目
印
が
全
く

な
し
に
す
ま
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
自
由
な
だ
け
だ
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、

あ
る
、
対
話
と
独
白
の
因
習
に
最
も
と
ら
わ
れ
な
い
形
式
を
指
示
す
る
の
に
明
ら
か
に
有
効
で
あ
る
。
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
は
、

(10) 

あ
ち
こ
ち
に
こ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
「
内
的
独
白
」
と
「
直
接
的
言
説
の
自
律
的
状
態
」
を
区

別
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
便
宜
上
の
区
別
で
あ
る
が
、
前
者
は
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
が
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

の
終

り
の
方
の
モ
リ
ー
の
独
白
で
用
い
た
よ
う
な
、
句
読
点
も
な
く
、
文
法
的
統
辞
法
を
大
な
り
小
な
り
無
視
し
た
か
の
よ
う
に
単
語
を

二
、
転
記
さ
れ
た

一
、
物
語
化
さ
れ
た

(narrativise)
言
説

）
の
用
語
は
、
現
代
小
説
の
特
徴
で
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第III章 形式的物語論の展開

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
に
先
立
っ
て
言
っ
て
し
ま
え
ば

R
 

一
般
に
は
信
じ
難
い
と
思
わ

ず
ら
り
と
並
べ
る
方
法
を
そ
の
理
想
的
な
モ
デ
ル
と
し
、
後
者
は
、
直
接
話
法
が
引
用
符
も
な
し
に
そ
の
ま
ま
地
の
文
に
紛
れ
込
ん

で
い
る
よ
う
な
文
を
そ
の
理
想
的
モ
デ
ル
と
す
る
。
ま
た
、
以
後
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
言
葉
の
節
約
の
た
め
に
、
地
の
語
り
を

し
て
も
長
す
ぎ
る
の
で
、

(style i
n
d
i
r
e
c
t
 libre)
、
「
古
匡
接
的
言
説
の
自
律
的
状
態
」
を
、
こ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
略

と
り
あ
え
ず
S
D
L
(style 
d
i
r
e
c
t
 
libre)

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
の
他
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
あ

ま
り
頻
繁
に
は
使
用
し
な
い
し
、
ま
た
短
い
の
で
、
略
号
は
用
い
な
い
。

さ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
と
し
て
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
三
分
割
の
分
類
で
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
は
、
作
家
や

作
品
に
応
じ
て
応
用
は
自
由
な
わ
け
で
、
例
え
ば
、

(11) 

の
研
究
に
お
い
て
、
間
接
話
法
と

S
I
L
に
段
階
を
設
け
て
、
結
果
と
し
て
四
分
割
の
分
類
を
行
い
、
ま
た
、
ア
ン
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー

(12) 

の
分
析
を
行
い
、
五
分
割
の
分
類
を
行
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に

ソ
ン
は
、
ナ
タ
リ
ー
・
サ
ロ
ー
ト
の
『
あ
の
彼
ら
の
声
が
…
』

お
け
る
叙
述
の
徴
妙
な
推
移
の
様
相
を
描
き
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

人
物
の
言
説
が
混
同
さ
れ
混
じ
り
合
う
こ
と
を
意
識
的
に
企
図
し
て
作
品
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、

ト
が
「
ど
ち
ら
の
も
の
か
区
別
の
つ
か
な
い
言
説
は
非
常
に
ま
れ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

れ
る
の
で
、

ま
ず
、

と
に
か
く
あ
え
て
分
類
を
試
み
な
が
ら
順
に
論
じ
た
い
。

『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
は
、

L
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(recit)
、
自
由
間
接
話
法
を

S
I
L

レ
ー
モ
ン
ド
・
ド
ゥ
プ
レ
11
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
『
三
つ
の
物
語
』

『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
は
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、

分
類
そ
の
も
の
の
が
困
難
な

S
I
L
で
は
な
い
別
の
方
法
で
、
語
り
手
と
登
場

し
か
し
、

ジ
ュ
ネ
ッ

S
I
L
が
多
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ

S
D
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（一） 語り手について

n
e
 le 
savait pas? O
u
 alors elle 
n'a p
a
s
 v
o
u
l
u
 le 
dire? U
n
 cambrioleur! C
a
 n
e
 tient p
a
s
 debout. 

(…）． 

こ
れ
は
物
語
の
冒
頭
で
、

場
面
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
『
消
し
ゴ
ム
』
の
場
合
、
こ
の
引
用
文
だ
け
を
見
て
も
こ
こ
に

S
I
L
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ

る
い
は

S
D
L
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
判
断
し
難
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
お
よ
そ
次
の
事
項
に
よ
る
。
ま
ず
第

一
に
、

Qu'est-ce que,;;a v
e
u
t
 dire cette histoire d
e
 c
a
m
b
r
i
o
l
a
g
e
?
 II 
y
 avait u
n
e
 blessure plus grave, et la vieille 

L
e
 p
a
t
r
o
n
 r
e
p
r
e
n
d
 s
o
n
 journal. 
(G. 
p.30) 

カ
フ
ェ
の
主
人
が
デ
ュ
ポ
ン
暗
殺
を
報
じ
る
新
聞
を
読
み
な
が
ら
、

『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
は
、
語
り
手
の
言
説
は
も
っ
ぱ
ら
現
在
形
で
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
時
制
の
一
致
は
現
れ
ず
、
時

制
の
一
致
の
有
無
で

S
I
L
と
S
D
L
を
弁
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
『
消
し
ゴ
ム
」
は
、
全
体
と
し
て
考
え
れ
ば
三
人

称
の
物
語
言
説
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
全
編
に
わ
た
っ
て
一
人
称
の
人
称
代
名
詞
も
所
有
形
容
詞
も
滅
多
に
使
用
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
人
称
の
転
換
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
に

S
I
L
か
ら

S
D
L
を
弁
別
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
例

は
後
に
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
が
、

『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
は
確
か
に

S
I
L
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
作
中
人
物
の
言
説
で
あ
る

主
人
は
再
び
新
聞
を
手
に
取
る
。

か
ら
な
か
っ
た
の
か
？

ら
ん
話
だ
。

（…）。

そ
れ
と
も
、

J

の
押
し
込
み
強
盗
の
話
は

ば
あ
さ
ん
は
そ
れ
を
言
い
た
く
な
か
っ
た
の
か
？

つ
ぶ
や
く
か
考
え
る
か
し
て
い
る

押
し
込
み
強
盗
だ
と
1
・

筋
の
通

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
？
傷
は
も
っ
と
深
か
っ
た
の
に
、
ば
あ
さ
ん
に
は
そ
れ
が
わ
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第III章 形式的物語論の展開

よ
う
に
思
わ
れ
て
か
つ
直
接
話
法
で
な
い
言
説
は
、
す
べ
て

S
I
L
に
ひ
っ
く
る
め
て
考
え
た
く
な
っ
て
も
決
し
て
無
理
な
こ
と
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ゃ
な
い
だ
ろ
う
。
（
…
）
。

そ
れ
で
も
、
先
に
引
用
し
た
『
消
し
ゴ
ム
』
の
文
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
話
法
の
使
用
例
は
、

ゴ
ム
」
に
お
い
て
非
常
に
豊
富
で
あ
り
、

で
も
、

Evelyne. Q
u
e
 faitー

elle
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t●

Peut-etre qu'elle 
v
i
e
n
d
r
a
 q
u
a
n
d
 m
e
m
e
,
 apres tout●

U
n
 m
o
r
t
 ce 

n'est g
u
e
r
e
 s
o
n
 genre. 

(…). Ma
i
s
 p
e
r
s
o
n
n
e
 n
e
 s
a
u
r
a
 d
a
n
s
 quelle clinique. O
n
 n'aura qu'a r
e
p
o
n
d
r
e
 q
u
e
 

c
e
 n'est p
a
s
 ici. 
Jusqu'a sept h
e
u
r
e
s
 ce soir. 
(G. 
p.36) 

ま
た
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、

だ
け
だ
ろ
う
。
今
晩
の
七
時
ま
で
は
。

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
が
ジ
ョ
イ
ス
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る

エ
ヴ
リ
ー
ヌ
。
彼
女
は
今
ど
う
し
て
る
ん
だ
ろ
う
？
そ
れ
で
も
こ
こ
に
や
っ
て
く
る
か
な
？

）
の
点
に
お
い
て

ほ
と
ん
ど
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
部
が
こ
の
話
法
と
い
う
こ
と
も
あ
る
こ
と
や
、

ど
こ
の
診
療
所
な
の
か
だ
れ
に
も
分
か
ら
な
い
し
、
こ
こ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
っ
て
言
わ
れ
る

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に

S
D
L
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
例
が
あ
り
、

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
と
『
消
し
ゴ
ム
』
と
は
文
体
上
非
常
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、

わ
れ
わ
れ
が
時
間
の
問
題
を
論
じ
た
時
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

以
上
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、

『
消
し

死
人
な
ん
て
彼
女
の
趣
味
じ

さ
ら
に
、
作
品
構
成
全
体
を
考
え
れ
ば
、

『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

D
L
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

や
は
り
主
と
し
て

S

の
例
を
適
当
に
一
例
挙
げ
て
お
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（一）

彼
が
、
弱
い
光
の
中
で
針
金
の
よ
う
に
光
る
猫
の
ヒ
ゲ
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
と
、
猫
は
三
回
体
を
傾
け
て
ミ
ル
ク
を
そ
っ

と
甜
め
た
。
あ
の
ヒ
ゲ
、
切
っ
て
し
ま
う
と
も
う
ネ
ズ
ミ
が
捕
れ
な
く
な
る
っ
て
、
ほ
ん
と
か
な
。
で
も
、
な
ぜ
だ
ろ
う
？

H
e
 w
a
t
c
h
e
d
 t
h
e
 bristles s
h
i
n
i
n
g
 w
i
r
i
l
y
 in t
h
e
 w
e
a
k
 light a
s
 s
h
e
 t
i
p
p
e
d
 t
h
r
e
e
 t
i
m
e
s
 a
n
d
 l
i
c
k
e
d
 lightly. 

W
o
n
d
e
r
 is 
it 
t
r
u
e
 if 
y
o
u
 clip t
h
e
m
 t
h
e
y
 c
a
n
'
t
 m
o
u
s
e
 after. W
h
y
?
 T
h
e
y
 s
h
i
n
e
 in t
h
e
 d
a
r
k
,
 p
e
r
h
a
p
s
,
 t
h
e
 

し
か
し
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
お
い
て
は
、

S
D
L
の
中
に
、

僕
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
帽
に
チ
ラ
ッ
と
一
瞥
を
く
れ
る
。
も
し
、
僕
が
、
こ
こ
で
座
っ
た
ま
ま
突
然
裸
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ

ろ
う
？

今
は
僕
は
裸
じ
ゃ
な
い
。
太
陽
の
燃
え
る
剣
に
追
わ
れ
て
西
に
向
か
い
、
世
界
中
の
砂
浜
を
横
切
り
、
黄
昏
の
諸
国

を
探
検
す
る
。

い
ら
れ
て
お
り

tipg(l3)・ 

っ
ぽ
が
闇
の
中
で
光
る
の
か
な
。

語り手について

＜ ゚

そ
の
言
説
の
語
り
手
を
指
示
す
る
一
人
称
の
代
名
詞
が
繰
り
返
し
用 先

246 



第III章 形式的物語論の展開

る
こ
と
が
で
き
る
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

が
ら
、

ま
ず
、

し
て
排
除
し
て
い
る
所
に

一
人
称
の
代
名
詞
、
所
有
形
容
詞
を
徹
底

A
 side-eye at m
y
 H
a
m
l
e
t
 hat. 
If I
 

w
e
r
e
 s
u
d
d
e
n
l
y
 n
a
k
e
d
 h
e
r
e
 a
s
 I
 

sit? I
 

a
m
 not. A
c
r
o
s
s
 the s
a
n
d
s
 of 

all 
the world, f
o
l
l
o
w
e
d
 b
y
 t
h
e
 sun's f
l
a
m
i
n
g
 s
w
o
r
d
,
 to t
h
e
 west, t
r
e
k
k
i
n
g
 to e
v
e
n
i
n
g
 lands<14>_ 

こ
の
点
が
、

『
消
し
ゴ
ム
j

と
最
も
異
な
る
点
で
あ
る
。

S
D
L
を
多
用
し
な
が
ら
も
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
は
、
実
は
、
純
然
た
る

S
D
L
を
書
く
こ
と
に
対
し
て
根
本
的
な
抵
抗
が
あ
っ
た
こ

と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

と
も
あ
れ
『
消
し
ゴ
ム
』
に
は

S
D
L
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、

S
I
L
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
言
説
は
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

R
と
S
I
L
と
を
弁
別
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

が、

S
I
L
を
S
D
L
か
ら
弁
別
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

（…）、

そ
う
な
れ
ば
当
然
の
こ
と
な

R
が
現
在
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
て
も
過
去
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
て
も
基
本
的

な
状
況
は
何
ら
変
化
し
な
い
。

S
I
L
を
R
か
ら
弁
別
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
常
識
的
に
言
っ
て
、
作
中
人
物
の
声
を
指
し
示
す
特
徴
、

す
な
わ
ち
直
接
疑
問
や
近
接
を
表
す
指
呼
詞
や
間
投
詞
的
表
現
な
ど
、
意
味
内
容
を
含
め
て
考
え
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ

R
が
現
在
形
で
語
ら
れ
て
い
る
場
合
、
時
制
の
一
致
の
問
題
は
手
掛
か
り
に

な
ら
な
い
の
で
、
結
局
そ
の
言
説
の
語
り
手
自
身
を
指
示
す
る
三
人
称
の
人
称
代
名
詞
だ
け
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
次
の
用
例
の
傍
線
で
示
し
た
部
分
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て

S
I
L
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
部
分
で
あ
る
。

一
件
書
類
は
で
き
す
ぎ
る
ほ
ど
整
っ
て
い
る
し
、
情
報
提
供
者
も
山
ほ
ど
い
て
、

ロ
ー
ラ
ン
は
長
い
経
験
か
ら
、

犯
人
が
網
の
目
か
ら
完
全
に
逃
れ

そ
ん
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
。
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（一） 語り手について

っ
た
1
・

（
…
）
こ
何
も
起
ら
な
か
っ
た
ん
だ
！

な
ら
、
今
ご
ろ
に
は
も
う
何
か
が
分
か
っ
て
い
る
は
ず
な
ん
だ
が
。

索
人
か
？

(
…
）
l
e
 fichier 
est 
trop bien fait 
et 
les 
indicateurs trop n
o
m
b
r
e
u
x
 p
o
u
r
 qu'un malfaiteur puisse 

e
c
h
a
p
p
e
r
 c
o
m
p
l
e
t
e
m
e
n
t
 a
 leurs reseaux. L
a
u
r
e
n
t
 le 
sait p
a
r
 u
n
e
 l
o
n
g
u
e
 experience. A
 cette heure-ci,_ il 

devrait n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 savoir dfil_g_uel_g_ue 
chose. 

A
l
o
r
s●

U
n
 d
e
b
u
t
a
n
t
 isole? 
U
n
 a
m
a
t
e
u
r●

(G. p.36) 

自
殺
だ
と
し
て
も
死
体
は
残
る
は
ず
な
ん
だ
か
ら
。

告
も
な
し
に
ど
こ
か
へ
行
っ
ち
ま
っ
た
し
、

で
も
、
こ
う
し
て
、
死
体
は
予

お
上
が
、
も
う
お
前
さ
ん
は
首
を
突
っ
込
む
な
っ
て
言
う
ん
だ
か
ら
。
結
構
な
こ

(
…
）
i
l
 n
e
 s'est rien passe d
u
 tout! U
n
 suicide laisse tout d
e
 
m~me 

u
n
 cadavre; or voila q
u
e
 le c
a
d
a
v
r
e
 

屯

e
n
v
a
 s
a
n
s
 crier gare, et 
o
n
 lui 
d
e
m
a
n
d
e
 e
n
 h
a
u
t
 lieu d
e
 ne...2_as 
sぷ

e
nm~ler. 

Parfait! 
(G. 
p.37)05> 

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、

『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
は
、
少
量
の

R
の
前
後
に
ず
ら
り
と

S
D
L
が
続
き
、
そ
の

S
D
L
の
中
に

S

I
L
が
散
在
す
る
と
い
う
語
り
の
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
『
消
し
ゴ
ム
』
に
は
直
接
話

で
は
？
初
心
者
の
単
独
犯
行
か
？
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と
こ
ろ
で
、

を
五
分
割
す
る
分
類
に
辿
り
着
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
実
は
サ
ロ
ー
ト
は
デ
ヴ
ュ
ー
作
か
ら
ほ
と
ん
ど
作

風
を
変
え
ず
、
彼
女
も
ま
た
、

で
あ
る
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
と
わ
れ
わ
れ
が
、
同
じ
よ
う
な
物
語
言
説
を
対
象
に
し
て
い
る
の
に
、

な
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
が
手
を
抜
い
て
い
る
か
ら
で
も
、
ま
た
、

を
書
い
て
い
な
い
と
い
う
、
も
う
一
っ
重
要
な
共
通
点
が
あ
る
。

け
重
視
し
な
が
ら
も
「
内
的
独
白
」
を
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
に
し
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
結
局
は
「
内
的
独
白
」
に
反
感
を
持

(16) 

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
こ
の
指
摘
は
、
実
は
プ
ル
ー
ス
ト
よ
り
も
な
お
一
層
、

さ
て

い
。
む
し
ろ

(c) 

こ
の
結
果
の
相
違
に
は

に
は
分
類
し
難
い
言
説
が
多
数
残
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し

法
は
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
間
接
話
法
は
滅
多
に
出
て
こ
な
い
の
で
、
作
品
の
物
語
言
説
全
体
を
考
え
れ
ば
、
物
語
言
説
は
ミ
メ

ー
シ
ス
と
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
の
両
極
端
に
二
分
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
で
は
、

『
消
し
ゴ
ム
』
は
、

語
り
の
審
級
の
中
和

ロ
プ
11
グ
リ
エ
と
サ

S
D
L
や
「
内
的
独
白
」
を
多
用
し
た
他
の
い
ろ
い
ろ
な
作
品
と
、
物
語
言
説
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
ほ
ぽ
同
じ
パ
タ
ー
ン
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
分
類
で
は
『
消
し
ゴ
ム
』

ア
ン
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
ナ
タ
リ
ー
・
サ
ロ
ー
ト
の
小
説
を
分
析
し
て
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
の
間

『
消
し
ゴ
ム
』
と
同
じ
よ
う
に

S
D
L
を
多
用
し
、

R
に
現
在
形
を
用
い
て
作
品
を
構
成
し
て
い
る
の

お
互
い
に
ま
る
で
逆
の
結
果
に

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
詳
し
す
ぎ
る
か
ら
で
も
な

ロ
プ
11
グ
リ
エ
と
サ
ロ
ー
ト
の
、
作
風
の
違
い
が
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
と
サ
ロ
ー
ト
に
は
、
二
人
と
も
、
確
か
に

S
D
L
は
多
用
し
て
い
る
が
、
し
か
し
典
型
的
な
「
内
的
独
白
」

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
記
憶
な
り
意
識
な
り
を
と
り
わ
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（一）

と
こ
ろ
で
、

語
と
文
字
言
語
の
共
存
を
見
て
、

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
の
例
証
に
な
る
と
い
う
主
旨
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
が
、

い
て

つ
ま
り
、
二
人
と
も
、

れ
で
も
な
お
「
内
的
独
白
」
を
書
か
な
い
の
は
、

も
っ
て
、

そ
れ
が
現
在
の
あ
る
が
ま
ま
の
意
識
な
い
し
無
意
識
の
表
現
で
あ
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
に
、

と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
人
そ
れ
ぞ
れ
の
抵
抗
の
質
は
違
っ
て
お
り
、

ア
ン
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
作
中
人
物
の
声
と
語
り
手
の
声
が
共
存
す
る
と
い
う
S
I
L
の
あ
り
方
に
、
音
声
言

そ
れ
が
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
音
声
中
心
主
義
を
批
判
し
て
、
音
声
言
語
そ
の
も
の
が
一
種
の
エ

自
由
間
接
話
法
の
根
源
の
曖
昧
さ
は
、

自
由
間
接
話
法
は
、

S
D
L
を
駆
使
し
て
個
人
の
意
識
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、

そ

お
そ
ら
く
、
あ
た
か
も
文
法
的
統
辞
法
を
無
視
し
た
か
の
よ
う
な
単
語
の
羅
列
を

強
い
抵
抗
が
あ
る
か
ら
だ

サ
ロ
ー
ト
は
一
種
の
諦
念
と
果
せ
ぬ
夢
を
抱

デ
リ
ダ
の
現
存
哲
学
批
判
の
裏
付
け
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
(
…
)

そ
の
根
源
の
不
確
定
性
が
、
言
説
の
裏
に
語
り
手
が
い
る
の
か
あ
る
い
は
登
場
人
物
が
い
る
の
か
、
誰
の

心
や
魂
が
存
在
す
る
の
か
を
決
定
で
き
な
く
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
デ
リ
ダ
が
広
め
よ
う
と
し
て
い
る
概
念
の
適
切
な
例
と
な

(17) 

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
は
物
や
事
件
や
行
為
の
再
現
の
う
ち
に
あ
り
、
ミ
メ
ー
シ
ス
は
現
在
の
発
話
言
語
の
提
示
の
う
ち
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
は
事
物
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
（
…
）
、
ミ
メ
ー
シ
ス
は
発
話
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
（
…
）
。

(18) 

し
か
し
、
自
由
間
接
話
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
区
別
が
常
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
根
強
い
反
感
を
抱
い
て
で
あ
る
が
。

語り手について

ロ
ー
ト
に
適
合
す
る
と
思
わ
れ
る
。

250 
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し
か
し
、
サ
ロ
ー
ト
は
違
7
。
サ
ロ
ー
ト
も

な
る
。
だ
か
ら

対
す
る
ロ
ブ
11
グ
リ
エ
の
反
発
の
中
に
こ
そ

こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
直
接
話
法
で
あ
っ
て
も
、
小
説
に
お
い
て
は
そ
れ
は
も
と
も
と
書
か
れ
た
言
語
で
し

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

む
し
ろ
、

S
I
L
に
で
は
な
く
て
、
「
内
的
独
白
」
と
い
う
高
度
に
ミ
メ
ー
シ
ス
の
錯
覚
を
生
産
す
る
文
体
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
を
批
判
す
る
こ
と
か
ら
問
題
提
起
を
始
め
た
の
で
あ
り
、

超
越
論
的
主
観
な
る
も
の
の
実
在
性
に
対
し
て
、

語
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、

投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。
現
在
な
ど
と
い
う
も
の
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
音
声
言
語
が
現
在
の
意
識
に
直
結
す
る
生
き
た
言

(19) 

言
葉
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
「
差
延
作
用
」
が
あ
る
。
か
な
り
語

弊
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

H
常
会
話
の
、
あ
る
い
は
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
と
デ
リ
ダ
の
発
想
の
類
似
性
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
に
は

そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
い
わ
ば
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
と
し
て
、
深
い
疑
い
を

デ
リ
ダ
の
発
想
を
わ
れ
わ
れ
の
論
旨
の
必
要
性
に
応
じ
て
思
い
切
っ
て
要
約
す
る
と
以
上
の
よ
う
に

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、

『
消
し
ゴ
ム
』
執
筆
に
際
し
て
も
、
言
葉
に
よ
る
意
識
の
再
現
に
は
根
本
的
に
批
判
的
な
立
場

ロ
プ
11
グ
リ
エ
同
様
、
「
内
的
独
白
」
は
書
か
な
い
が
、

実
在
性
そ
の
も
の
に
疑
念
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
サ
ロ
ー
ト
の
場
合
、

そ
れ
は
遥
か
捉
え
難
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

し
か
し
、

現
在
の
意
識
の

現
在
の
意
識
は
重
要
で
あ
る
が
、

し
か
し
、

サ
ロ
ー
ト
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
は
捉
え
切
れ
な
い
精
神
の
徴
妙
な
動
き
を
、

(20) 

サ
ル
ト
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
「
常
套
句
」
の
羅
列
の
微
妙
な
陰
影
の
中
に
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

サ
ロ
ー
ト
に
お
い
て
は
、
作
中
人
物
の
言
説
を

R
か
ら
弁
別
す
る
た
め
の
、
表
現
上
の
特
徴
が
み
ご
と
に
活
用
さ
れ
て
お

り
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
サ
ロ
ー
ト
の
物
語
言
説
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
盛
ん
に
用
い
る
、
発
話
言
語
ら
し
い
、
あ
る
い
は
、
ら

(21) 

し
く
な
い
な
ど
と
い
う
基
準
が
十
分
に
生
き
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
精
神
の
微
妙
な
動
き
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
サ
ロ
ー
ト
の
物
語

251 



（一） 語り手について

の
言
説
で
あ
る
が
、
し
か
し

言
説
が
五
段
階
ぐ
ら
い
に
分
類
さ
れ
て
も
全
く
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
場
合
に
は
、
徴
妙
な
表
現
上
の
特
徴
と
い
う
基
準
が
あ
ま
り
有
効
に
機
能

し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
『
消
し
ゴ
ム
」
に
お
い
て
は
、
作
中
人
物
も
語
り
手
と
同
じ
よ
う
な
言
葉
で
語
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

一
階
で
は
、
耳
の
聞
え
な
い
老
家
政
婦
が
、
夕
食
の
準
備
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
は
フ
エ
ル
ト
の
ス
リ
ッ
パ
を
履

い
て
い
る
の
で
、
台
所
と
食
堂
の
間
の
廊
下
を
行
き
来
す
る
足
音
は
聞
え
な
い
。
台
所
の
大
き
な
テ
ー
プ
ル
の
上
に
、

一
人
分
の
食
器
を
並
べ
る
。

C
o
m
m
e
 a
 l'ordinaire, 
la 
g
r
a
n
d
e
 m
a
i
s
o
n
 est silencieuse. 

A
u
 rezー

de-chaussee,
la 
vieille 
g
o
u
v
e
r
n
a
n
t
e
 s
o
u
r
d
e
 
a
c
h
e
v
e
 la 
preparation d
u
 diner. 
Elle 
porte 
d
e
s
 

c
h
a
u
s
s
o
n
s
 d
e
 feutre et !'on n'entend p
a
s
s
e
s
 allees et v
e
n
u
e
s
 le 
l
o
n
g
 d
u
 corridorー
ー
ー
よ
出

ntre
la cuisine et la 

salle a
 ma
n
g
e
r
,
 oil, 
sur !
'
i
m
m
e
n
s
e
 table, elle dispose e
n
 u
n
 ordre i
m
m
u
a
b
l
e
 u
n
 u
n
i
q
u
e
 couvert. 
(G. p.141) 

こ
れ
は
、
実
は
、
暗
殺
事
件
の
こ
と
を
考
え
、
暗
殺
の
場
面
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
署
長
の
ロ
ー
ラ
ン

一
読
し
た
だ
け
で
分
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
こ
の
ま
ま
語
り
手
の
言
説
で
あ
る
と
考
え
て
も
何
の
違
和

感
も
な
い
の
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
場
面
で
は
、
こ
の
言
説
が
ロ
ー
ラ
ン
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
何
の
指
示
も

と
全
く
同
じ
よ
う
に

い
つ
も
の
よ
う
に
、
邸
宅
は
静
ま
り
返
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
サ
ロ
ー
ト
と
は
逆
に

い
つ
も
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る
に
は
違
い
な
く
、

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
は
や

)
こ
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ

な
く
、
作
品
の
第
三
章
の
冒
頭
に
い
き
な
り
出
て
き
て
、
こ
の
物
語
が
ロ
ー
ラ
ン
の
言
説
で
あ
る
こ
と
は
、

ど
経
過
し
て
か
ら
中
断
符
や
疑
問
符
の
多
用
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

デ
ュ
ポ
ン
は
仕
事
机
の
前
で
立
ち
止
り
、
書
い
た
ば
か
り
の
手
紙
に

H
を
落
す
。

は
ジ
ュ
ア
ー
ル
宛
だ
…
さ
ら
に
ま
だ
誰
か
に
書
く
だ
ろ
う
か
？

（…）。

ほ
と
ん
ど
一
ペ
ー
ジ
ほ

II s'arr~te 

d
e
v
a
n
t
 s
a
 table d
e
 travail et jette u
n
 c
o
u
p
 d'reil 
a
u
x
 lettres qu'il 
vient d'ecrire: 
u
n
e
 p
o
u
r
 

R
o
y
-
D
a
u
z
e
t
,
 u
n
e
 p
o
u
r
 J
u
a
r
d

…p
o
u
r
 qui encore? U
n
e
 p
o
u
r
 sa f
e
m
m
e
,
 p
e
u
tー

etre?
N
o
n
;
 

(…)． 

つ
な

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
よ
っ
て
、
語
り
手
の
言
説
と
作
中
人
物
の
言
説
と
の
混
同
が
意
識
的
に
企
図
さ

こ
う
な
れ
ば
、

(G. p
.
1
4
2
)
 

R
を
S
I
L
や
S
D
L
か
ら
弁
別
す
る
た
め
の
有
力
な
特
徴
と
し

て
は
、
そ
の
言
説
の
語
り
手
自
身
が
実
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

S
I
L
に
お
い
て

も
語
り
手
自
身
が
実
名
で
示
さ
れ
る
こ
と
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、

S
D
L
に
お
い
て
も
、
次
に
挙
げ
る
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

か
ら
の
例
は
、
語
り
手
自
身
に
対
す
る
一
種
の
二
人
称
の
呼
び
掛
け
で
は
あ
る
が
、

と
に
か
く
語
り
手
自
身
が
実
名
で
示
さ
れ
て
い

彼
の
妻
に
一
通
書
く
だ
ろ
う
か
？

い
や
、
書
か
な
い
だ
ろ

一
通
は
ロ
ワ
11
ド
ー
ゼ
宛
で
、
も
う
一
通
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（一） 語り手について

面
と
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
さ
ん
よ
、
あ
ん
た
、
絶
対
聖
人
に
ゃ
な
れ
な
い
よ
。
聖
人
た
ち
の
島
。
あ
ん
た
、
昔
は
と
て
も
信
心
深
か
っ

た
ん
だ
ろ
？

C
o
u
s
i
n
 Stephen, y
o
u
 will n
e
v
e
r
 b
e
 a
 saint. 
Isle 
of saints. 
Y
o
u
 w
e
r
e
 awfully holy, weren't y
o
u●
2
3
)
 

要
す
る
に
、
語
り
手
が
実
名
で
示
さ
れ
る
こ
と
を
そ
の
言
説
が

R
で
あ
る
こ
と
を
判
断
す
る
甚
準
に
し
て
も
、
大
し
た
役
に
は
立

た
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
し
、
ま
た
、
さ
ら
に
、
語
り
手
を
示
す
代
名
詞
も
実
名
も
何
も
出
て
こ
な
け
れ
ば
も
は
や
判
断
基

準
は
無
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

デ
ュ
ポ
ン
が
ピ
ス
ト
ル
の
掃
除
を
す
る
場
面
が
続
け
て
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
言
説
は
、

の
か
、
あ
る
い
は
署
長
の
語
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
ワ
ラ
ス
の

S
D
L
の
言
説
な
の
か
、
ま
た
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場

面
が
節
と
し
て
プ
ロ
ッ
ク
に
区
切
ら
れ
て
い
る
の
で
、

R
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
も
あ
り
、
明
確
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

お
い
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、

に
R
を
挿
入
す
る
の
で
は
な
く
、

り
も
、

「
消
し
ゴ
ム
』
の
一
七
ニ
ペ
ー
ジ
か
ら
一
七
三
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
、

は
た
し
て
署
長
の

S
D
L
の
言
説
な

R
と
作
中
人
物
の
言
説
を
区
別
で
き
る
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
が
、

わ
ざ
わ
ざ

S
D
L
を
用
い
て
物
語
を
構
成
し
て
お
き
な
が
ら
、

S
D
L
と
R
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

り
手
の
声
を
混
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、

デ
ュ
ポ
ン
自
殺
の
場

し
か
し
、
『
消
し
ゴ
ム
』
に

そ
の

S
D
L
そ
の
も
の
の
中
で
、

S
D
L
の
中
に

S
I
L
が
混
じ
っ
て
い
た
の
も
、
登

場
人
物
の
思
考
な
り
言
説
な
り
を
二
重
の
声
の
中
に
描
き
出
す
と
い
う

S
I
L
の
通
常
の
機
能
を
働
か
せ
る
た
め
で
あ
る
と
言
う
よ

S
D
L
に
語
り
手
の
声
を
混
在
さ
せ
る
た
め
の
―
つ
の
様
態
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は

S
D
L
の
中
に
語

そ
こ

254 



第lII章 形式的物語論の展開

ば

出
来
事
に
つ
い
て
の
物
語
言
説
の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限

と
こ
ろ
で
、

S
D
L
の
中
に
語
り
手
の
声
を
混
在
さ
せ
れ
ば
、

も
し
れ
な
い
が
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
そ
の
目
標
の
実

そ
れ
は
S
I
L
と
変
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
る
か

そ
れ
は
違
う
。
こ
の
違
い
は
是
非
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

S
I
L
の
場
合
は
、
確
か
に
そ

一
般
に
は
時
制
の
一
致
の
中
に
語
り
手
の
声
が
確
実
に
存
在
し
、
作
中
人
物
を
指
示

す
る
指
標
に
よ
っ
て
作
中
人
物
の
声
も
存
在
し
、
全
体
と
し
て
は
、
語
り
の
審
級
は
し
っ
か
り
と
確
立
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
従
っ

て、

S
I
L
は
確
か
に
一
種
曖
昧
な
話
法
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

り
口
を
混
乱
さ
せ
る
革
命
的
な
話
法
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
主
張
す
る
よ
う
な
伝
統
的
な
語

S
D
L
と
R
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

り
語
り
の
審
級
を
全
面
的
に
中
和
し
て
し
ま
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
に
お
い

て
ミ
メ
ー
シ
ス
と
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
を
中
和
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、

審
級
も
、
さ
ら
に
は
語
り
の
テ
ン
ポ
ま
で
一
挙
に
中
和
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

な
さ
れ
て
い
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
う
な
れ
ば
、
言
説
と
そ
の
対
象
と
の
距
離
も
、
語
り
の

そ
の
最
も
根
本
的
な
原
因
は
お
そ
ら
く
こ
れ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
言
い
換
え
れ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
を
全
く
の
虚
構
で
あ
る
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、

は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
が
ま
さ
に
ミ
メ
ー
シ
ス
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

と
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

は
1

さ
て
、
『
消
し
ゴ
ム
』
の
物
語
言
説
の
簡
単
な
分
析
と
言
う
か
、

作
に
あ
た
っ
て
の
最
終
目
標
は
以
上
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
『
消
し
ゴ
ム
』
執
筆
に
あ
た
っ
て
、

の
部
分
で
は
語
る
声
は
二
重
に
存
在
す
る
が

そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ
る
こ

む
し
ろ
分
析
の
困
難
さ
を
通
し
て
見
ら
れ
る
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
創

つ
ま
り

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
小
説
は
非
時
間
的
構
成
が

つ
ま
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（一） 語り手について

現
を
ど
の
程
度
強
く
意
識
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
消
し
ゴ
ム
』
と
い
う
作
品
が
現
れ
て
い
る
そ
の
ま
ま
に
理
解
し

つ
ま
り
、
目
標
と
し
て
は
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
を
全
く
の
虚
構
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
企
図
し
て
は

い
た
も
の
の
、
大
部
分
に
お
い
て
は
、
や
は
り
作
中
人
物
の
意
識
の
流
れ
を
描
い
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
多
少
の
無
理
を
す
れ
ば
物
語
言
説
の
距
離
の
分
類
を
と
り
あ
え
ず
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
戦
略
的
な

必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
こ
そ
『
消
し
ゴ
ム
』

の
作
品
構
成
上
の
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
意
識
の
流
れ
を
描
い
て
し
ま
っ
た
そ
の
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、

否
定
す
べ
き
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
と
し
て
、

る
。
そ
こ
で
、

S
D
L
と
い
う
作
中
人
物
の
言
葉
に
つ
い
て
の
物
語
言
説
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
次
の
課
題
と
し
て
は
、

で
き
る
だ
け
人
物
の
言
葉
を
用
い
ず
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
そ
の
も
の
を
全
く

の
虚
構
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
同
じ
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
方
法
の
い
わ
ば
原
型
を
、

は
ミ
メ
ー
シ
ス
と
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
と
い
う
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
っ
た
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
展
開
の
中
で
、

ワ
ラ
ス
が
ジ
ュ
ア
ー
ル
医
師
の
診
療
所
を
訪
問
し
た
が
、

『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
示

ジ
ュ
ア
ー
ル
は
留
守
で
、

は
看
護
婦
と
会
話
を
交
し
た
こ
と
が
、
ま
ず
始
め
は

R
で
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
の
数
ペ
ー
ジ
後
で
同
じ
場
面
が
今

彼
は
、
す
ぐ
に
診
療
所
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
医
師
は
出
掛
け
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
応
対
に
出
た
看
護
婦
は
、

体
ど
う
い
う
用
な
の
か
と
た
ず
ね
、
彼
は
、
先
生
に
直
接
お
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
と
答
え
た
。
す
る
と
彼
女
は
、

度
は
ミ
メ
ー
シ
ス
で
描
か
れ
る
。

『
消
し
ゴ
ム
』

の
八
五
ペ
ー
ジ
で

し
て
い
る
。

て
お
く
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

ジ
ュ
ア
ー

ワ
ラ
ス

ロ
プ
11
グ
リ
エ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
と
っ
て
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第III章

あ
る
。

実
在
性
を
保
証
し
得
る
た
め
の
明
白
な
意
味
付
け
を
、

形式的物語論の展開

|
ジ
ュ
ア
ー
ル
夫
人
が
事
務
室
に
お
り
ま
す
。
患
者
さ
ん
の
対
応
を
す
る
の
は
、

ワ
ラ
ス
が
捜
査
の
最
中
に
ふ
と
回
想
し
て
い
る
場
面
で
は
な
い
か
と
解
釈
で
き
る
設
定
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
場

面
が
ワ
ラ
ス
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
焦
点
化
さ
れ
ず
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
明
確
な
指
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

描
か
れ
て
い
る
が
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
響
き
と
怒
り
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
場
面
と
同
じ
よ
う
に
作
中
人
物
の
記
憶
が
ミ
メ
ー
シ
ス
で

(24) 

『
響
き
と
怒
り
』
の
冒
頭
で
ベ
ン
ジ
ー
の
意
識
が
描
か
れ
る
時
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
一
連
の
言
説
の
中
に
、
そ
の

言
説
の
語
り
手
を
指
示
す
る
「
私
」
が
何
度
も
出
て
き
て
、
そ
の
場
面
が
ベ
ン
ジ
ー
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
は
、

こ
れ
と
は
違
い
、

ベ
ン
ジ
ー
の
意
識
の
実
在
性
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
消
し
ゴ
ム
』
の
例
は
、

む
し
ろ
逆
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
方
が
、
物
語
内
の
外
部
世
界
で
あ
れ
、
人
物
の
内
部
世
界
で
あ
れ
、

お
り
、 し

か
し
、
こ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
で
描
か
れ
た
場
面
は

ー
先
生
に
お
話
さ
せ
て
項
き
た
い
ん
で
す
が
。

|
ど
う
い
う
ご
用
件
で
し
ょ
う
か
？

い
る
の
は
夫
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

ル
夫
人
に
話
さ
れ
た
ら
ど
う
か
と
言
っ
た
。
看
護
婦
の
話
で
は
、

(G. p
.
8
5
)
 

ジ
ュ
ア
ー
ル
夫
人
も
医
師
で
、
さ
ら
に
診
療
所
を
経
営
し
て

ワ
ラ
ス
が
他
の
家
に
聞
き
込
み
捜
査
に
行
っ
た
場
面
の
中
間
に
挿
入
さ
れ
て

つ
ま
り
は
、
そ
の
意
味
を
保
証
し
て
く
れ
る
語
り
手
を
要
請
し
て
い
る
の
で

い
ず
れ
か
の

い
つ
も
奥
さ
ん
な
ん
で
す
。

(G.
p
.
9
3
)
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（一） 語り手について

『
覗
く
ひ
と
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
同
じ
様
な
方
法
を
用
い
て
、
作
品
全
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
と
描
写
の
結
ぴ
付
き
の
中
に

成
立
し
て
い
る
。
『
覗
く
ひ
と
』
は
、
行
動
主
義
的
な
小
説
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
て
、

の
知
覚
に
捉
え
ら
れ
た
世
界
か
ら
作
品
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

制
限
さ
れ
た
よ
う
な
詳
細
な
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
焦
点
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ク
ロ
ー
ド
11
エ
ド
モ
ン
ド
・
マ
ニ
ー
は
、
映
画
的
な
小
説
で
あ
る
と
し
て
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
の
『
人

(25) 

間
の
条
件
』
の
冒
頭
部
分
を
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
暗
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
睡
眠
中
の
男
の
足
や
、
ベ
ッ
ド

に
広
が
る
血
等
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
描
写
が
、
テ
ロ
リ
ス
ト
・
チ
ェ
ン
の
活
動
を
細
か
く
描
く
語
り
手
の
言
説
に
撚
り
合
わ

さ
れ
て
チ
ェ
ン
に
焦
点
化
し
、
テ
ロ
リ
ス
ト
自
身
の
抱
く
緊
張
感
と
恐
怖
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

て
も
、
そ
れ
は
、
筋
立
て

(26) 

的
」
と
読
ん
だ
描
写
も
原
理
は
同
じ
こ
と
で
、
語
り
手
の
語
る
物
語
の
展
開
の
中
で
、
大
な
り
小
な
り
し
っ
か
り
と
し
た
情
況
設
定

が
行
わ
れ
、

い
て
は
、
物
語
の
進
行
も
焦
点
化
も
不
明
確
な
う
ち
に
、

プ
が
現
れ
、

（
ミ
ュ
ト
ス
）

一
見
し
た
と
こ
ろ
主
人
公
の
マ
チ
ア
ス

し
か
し
、
間
違
っ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
視
覚
を

つ
ま
り
、
詳
細
な
描
写
が
あ
っ

の
中
に
お
い
て
し
か
焦
点
化
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ー
シ
ー
・
ラ
ポ
ッ
ク
が
「
絵
画

そ
こ
に
現
れ
る
描
写
が
焦
点
化
さ
れ
て
、
作
中
人
物
の
心
象
風
景
が
描
き
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
覗
く
ひ
と
』
に
お

ヒ
モ
や
、
地
面
に
潰
れ
た
カ
エ
ル
な
ど
、
多
く
の
物
体
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

そ
の
意
味
は
常
に
不
明
確
に
留
ま
る
よ
う
に
し
て
作
品
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
覗
く
ひ
と
』
は
、
全
編
が
一
種
極
端
な
黙
説
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

で
見
せ
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
た
よ
う
な
極
端
な
客
観
的
即
物
的
描
写
、
す
な
わ
ち
、

つ
ま
り
、
ま
る

S
D
L
と
は
ま
た
違
っ
た
意
味
で
ミ
メ
ー

シ
ス
を
表
現
す
る
言
説
の
究
極
的
な
状
態
の
集
積
そ
れ
自
体
が
、
結
局
、
黙
説
法
し
か
構
成
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
語
り
手
の
姿
が

最
も
透
明
に
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
そ
の
も
の
が
、
実
は
語
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
存
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
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第III章 形式的物語論の展開

表
現
を
用
い
れ
ば

結
局
、

＊
 

解
さ
れ
る
よ
う
に
、
慎
重
に
作
品
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
曖
昧
に
留
ま
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
お
り

『
嫉
妬
』
に
お
い
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
よ
り
直
載
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
る
よ
う
な
作

品
構
成
を
行
っ
て
い
る
。
『
嫉
妬
』
に
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
も
は
や
言
説
の
語
り
を
委
ね
る
に
足
る
人
物
も
、
焦
点
化
し
得
る
人
物

ッ
ト
ょ
、
9
,
 

も
登
場
し
な
い
。
物
語
は
、
テ
キ
ス
ト
全
体
を
語
る
語
り
手
そ
の
も
の
の
語
り
に
よ
っ
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
ジ
ュ
ネ

(27) 

『
嫉
妬
』
を
内
的
焦
点
化
の
極
端
な
使
用
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
焦
点
化
が
も
っ

こ
の
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
指
摘
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
と
言
う
の
も
、
『
嫉
妬
』
の
語

り
手
が
、

A
…
と
い
う
女
性
の
夫
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
言
う
の
も
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
正
確
に
言
え
ば
、

そ
の
夫
の
存
在
は
、
テ
ク
ス
ト
内
で
少
な
く
と
も
直
接
に
与
え
ら
れ
る
与
件
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
書
に

お
い
て
す
で
に
見
た
と
お
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
嫉
妬
』
は
、
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
そ
の
時
点
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め

に
、
語
り
手
を
一
人
の
人
物
に
最
終
的
に
は
固
定
で
き
な
く
な
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、

一
人
の
人
物
の

意
識
内
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
作
品
が
、
実
は
叙
述
そ
の
も
の
の
展
開
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
理

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
充
実
し
た
世
界
像
を
緻
密
な
技
術
を
用
い
て
読
者
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
語
り
手
を
確
か
に

嫌
っ
た
が
、

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
な
お
一
層
、
個
人
の
意
識
内
の
世
界
を
再
現
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
を
拒
否
し
て
行
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
語
り
手
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
別
の

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
全
知
の
語
り
手
も
嫌
い
で
あ
っ
た
が
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
作
中
人
物
の
自
由
を
主
張
す
る

＊
 

＊
 

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
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と
は
で
き
な
い
が

こ
と
を
、
大
変
粗
雑
な
極
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
張
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
叙
述
の
展
開
が
重
要
な
の
は
、
別
に
ど
ん
な
作

品
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
の
言
葉
の
自
律
的
展
開
理
論
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
と
て
も
与
す
る
こ

少
な
く
と
も
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
叙
述
の
展
開
を
特
に
強
調
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
す
べ
て
間
違
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
ミ
メ
ー
シ
ス
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
が
、

っ
て
く
る
よ
う
な
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
物
語
言
説
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
も
ま
た
存
在
し

難
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
何
か
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
似
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

(28) 

し
か
し
、
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
「
起
こ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
普
逼
的
な
こ
と
が
ら
」
を
述
べ
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ロ
プ
11

グ
リ
エ
が
唯
一
無
二
の
真
実
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

な
面
に
お
い
て
拒
否
し
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

先
に
見
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
・
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
は

よ
う
な
発
想
に
最
も
反
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
内
的
独
白
」
や
視
像
と
い
う
も
の
こ
そ
、
実
は
ミ
メ
ー
シ
ス
の
最
も
極
端
な

例
で
あ
り
、
写
実
主
義
的
錯
覚
の
究
極
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

る
語
り
手
を
消
し
去
ろ
う
と
し
た
の
で
、
ま
る
で
語
り
手
そ
の
も
の
を
消
し
去
ろ
う
と
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
全
く
逆
で
あ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
従
来
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
物
語
世
界
の
裏
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
叙
述
の
展
開
の
担
い
手
と
し
て
の
語

つ
ま
り
、
作
品
全
体
を
語
る
声
を
表
面
に
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
を
多
様

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
に
お
い
て
は
、
叙
述
の
展
開
の
問
題
が
重
要
で
あ
る

リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
の
主
張
は
、

し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
を
そ
の
上
位
に
持

そ
れ
で
も
な
お
、
こ
れ
で
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
ミ
メ
ー

．
 

↑
り
手
、

つ
ま
り
は
、
語
り
手
を
露
呈
化
し
よ

語り手について

り

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
個
人
の
意
識
と
し
て
存
在
す
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次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

シ
ス
か
ら
脱
却
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
こ
れ
で
は
ま
だ
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、
意
識

の
再
現
か
ら
完
全
に
脱
却
し
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、

即
物
的
・
客
観
的
に
描
か
れ
た
視
像
な
る
も
の
が
、

に
意
識
の
再
現
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
作
中
人
物
に
夢
を
見
さ
せ
て
、

ば
よ
い
の
で
あ
る
し
、

は
そ
の
作
中
人
物
の
、

語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆

そ
の
夢
の
風
景
を
描
け

ま
た
、
作
品
全
体
を
物
語
惟
界
外
の
語
り
手
の
夢
の
記
述
と
し
て
提
示
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
前
者

ま
た
後
者
は
物
語
世
界
外
の
語
り
手
な
い
し
作
者
の
、
意
識
内
の
世
界
の
再
現
を
立
派
に
構
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
意
識
の
再
現
を
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
い
か
に
拒
否
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
こ
れ
が
、

わ
れ
わ
れ
が

261 



に） 物語の水準について

そ
の
類
似
点
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
を

従
っ
て
、
検
討
す
べ
き
問
題
は
、

た
が
、

(29) 

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
物
語
の
水
準
の
問
題
と
な
る
。
た
だ
し
、

本
節
の
表
題
と
し
て
は
、
物
語
論
の
用
語
と
し
て
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
純
化
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
用
語
を
用
い

(30) 

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
の
水
準
に
は
多
様
な
機
能
が
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
列
挙
し
た
諸
機
能
の
す

べ
て
を
紹
介
し
検
討
す
る
こ
と
は
今
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
は
、

つ
ま
り
純
粋
に
テ
マ
チ
ッ
ク
な
機
能
で
あ
り
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
初
期
の
作
品
は
、
ジ
イ
ド
の
小
説

よ
り
直
裁
に
言
え
ば
、

ジ
ュ
ネ
ッ
ト

a
 

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
初
期
の
諸
作
品
に
お
い
て
、
多
種
多
様
な
文
学
作
品
や
思
想
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い

る
の
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
対
象
と
し
て
、

金
つ
か
い
」
の
持
つ
重
要
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、

と
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
両
者
の
類
似
点
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
る
だ
ろ
う
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
そ
の
順
に
従
っ
て
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に

ジ
イ
ド
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
作
品

ド
の
有
名
な
「
中
心
紋
の
技
法
」
の
問
題
で
あ
る
。

が
三
番
目
に
挙
げ
た
機
能
、

口
物
語
の
水
準
に
つ
い
て

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ィ
ド
の
小
説
理
論
、

と
り
わ
け
『
贋

つ
ま
り
は
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ィ
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て
は

幼
年
時
代
の
記
憶
が
描
か
れ
て
お
り
、

で
き
る
よ
う
な
物
語
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

牲
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
ま
る
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

『
悪
霊
』

ワ
ラ
ス
が
文
房
具
店
で
探
し
求
め
る
消
し
ゴ
ム

の
主
人
公
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
解
釈

）
れ
に
加
え
て

こ
の
作
品
が
ジ
ィ
ド
の
、
例
え
ば

『
法
王

姿
で
登
場
し
て
ド
タ
バ
タ
喜
劇
を
演
じ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
ジ
ィ
ド
の
ソ
チ
に
非
常
に
よ
く
似
た
雰
囲
気
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

主
人
公
ワ
ラ
ス
と
、

な
い
が
、

『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
は
、
ま
る
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
還
元
を
そ
の
ま
ま
に
実
行
す
る
か
に
見
え
る

現
実
な
る
も
の
を
通
常
の
科
学
的
・
論
理
的
思
考
に
よ
っ
て
簡
単
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、

自
然
主
義
的
態
度
に
終
始
す
る
よ
う
な
人
物
達
が
、
形
而
上
学
的
な
意
味
を
付
与
さ
れ
、
人
間
的
な
厚
み
に
乏
し
い
影
絵
の
よ
う
な

『
消
し
ゴ
ム
』
が
不
定
焦
点
化
の
物
語
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

庁
の
抜
け
穴
』
等
に
似
た
雰
囲
気
を
持
つ
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
、

に
こ
の
よ
う
な
精
神
分
析
的
テ
ー
マ
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
も
、

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ジ
ィ
ド
は
フ
ロ
イ
ト
の
深
層
心
理
学
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、

物
語
の
要
索
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
し
、

『
贋
金
つ
か
い
』
に
は
、

ス
少
年
の
治
療
に
あ
た
る
ソ
フ
ロ
ニ
ス
カ
夫
人
と
い
う
、
実
在
の
精
神
分
析
家
を
モ
デ
ル
に
し
た
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
物
語

ジ
ィ
ド
と
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
類
似
を
見
る
こ
と
が
で
き

『
消
し
ゴ
ム
』
の
物
語
は
、
結
局
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
素
材
の
―
つ
で
あ
る
と
し
て
も
、

『
覗
く
ひ
と
』
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
マ
チ
ア
ス
が
少
女
を
倒
錯
し
た
性
的
欲
望
の
犠

『
消
し
ゴ
ム
』
や
『
覗
く
ひ
と
』
に
お
い
て
は
、

ワ
ラ
ス
も
マ
チ
ア
ス
も
、
家
庭
を
失
っ
た
の
か
捨
て
た
の
か
、

ワ
ラ
ス
の
幼
年
時
代
の
記
憶
の
中
に
ワ
ラ
ス
の
母
親
が
登
場
し
、

そ
の
理
由
は
記
さ
れ
て
は
い

と
に
か
く
現
在
は
両
親
と
の
係
累
を
断
た
れ
た
孤
独
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い

プ
リ
ュ
ー
ス
・
モ
リ
セ
ッ
ト
は
、

房
具
店
の
女
性
の
店
主
が
ワ
ラ
ス
の
実
の
母
親
で
あ
る
と
す
る
読
み
方
を
提
示
し
、

ボ
リ

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
の

そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
の

ワ
ラ
ス
が
立
ち
寄
る
文

い
わ
ば
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‘
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ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
迷
路
の
中
で
』
は

一
応
は

つ
ま
り
、
『
贋
金
つ
か
い
』
の
中
の

ベ
ル
ナ
ー
ル
の

ベ
ル
ナ
ー
ル
や
ロ
ー
ラ
の
手
紙
な
ど
、
第
二
次
物
語

J

れ
が
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
用
語
を

一
人
の
敗
残
兵
の
初
復
と
死
を
描
く
物
語
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の

そ
し
て

一川）

の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
何
か
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
、

の
解
釈
が
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
だ
と
断
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
し
、

グ
リ
エ
の
小
説
は
、
確
か
に
、

用
い
れ
ば
、

『
迷
路
の
中
で
』
の
兵
士
は
、

し
か
し
、

か
な
り
の
矛
盾
を
無
視
し
て
し
ま
え
ば
、

う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
押
し
進
め
れ
ば
、

ひ
と
』
の
物
語
に
も
、
主
人
公
の
幼
年
時
代
に
起
因
す
る
性
的
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

妬
』
の
語
り
手
は
、
自
分
の
妻
と
隣
人
の
農
園
主
フ
ラ
ン
ク
と
の
精
神
的
・
肉
体
的
接
近
を
ひ
た
す
ら
覗
き
見
て
妄
想
を
か
き
立
て

熱
病
に
浮
か
さ
れ
て
自
分
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
見
る
な
ど
、

(32) 

異
常
心
理
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
の
ご
と
き
様
相
を
里
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
の
作
品
の
中
で
ジ
ィ
ド
の
作
品
に
最
も
類
似
し
て
い
る
の
が
、

れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

そ
う
解
釈
す
れ
ば
、

な
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
ず
―
つ
は
兵
士
の
物
語
を
創
作
し
て
い
る
語
り
手
を
描
く
物
語
で
あ
り
、

一
方
、
『
贋
金
つ
か
い
』
の
物
語
の
構
成
は
か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
例
え
ば
、

同
じ
題
名
の
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
日
記
で
あ
ろ
う
。

ロ
ブ
11

そ
の
よ

「
消
し
ゴ
ム
』
の
物
語
に
も
『
覗
く『嫉

『
迷
路
の
中
で
』
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う

兵
士
の
物
語
は
、
あ
る
室
内
に
い
る
一
人
の
人
物
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
よ
う
な
作
品
構
成
が
な
さ

こ
の
作
品
に
は
二
つ
の
物
語
の
水
準
が
存
在
す
る
こ
と
に

「
第
一
次
物
語
再
説
」
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
、
も
う
―
つ
は
そ
の
語
り
手
が
作
り
出
す
兵
士
の
初
貌
を
描
く
物
語
で
あ

名
3
)

こ
れ
が
「
第
二
次
物
語
言
説
」
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

言
説
を
構
成
す
る
物
語
が
多
数
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
す
べ
き
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
作
品
そ
の
も
の
と

モ
リ
セ
ッ
ト
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エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
に
批
判
さ
せ
て
い
る
し

形式的物語論の展開

し
か
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
精
神
分
析
を
何
の
留
保
も
な
く
称
揚
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
『
贋
金
つ
か
い
』
の
中
で
ジ
ィ
ド

は
、
ソ
フ
ロ
ニ
ス
カ
夫
人
の
治
療
法
の
画
一
性
を
、
時
計
の
分
解
掃
除
に
た
と
え
て
、

フ
ロ
イ
ト
。

(34} 

の
だ
。

フ
ロ
イ
ト
主
義
：
十
年
前
か
ら
、

フ
ロ
イ
ト
の
深
層
心
理
学
に
深
い
興
味
を
抱
い
て
い
た
。

と
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に

で
あ
る
。

家
出
に
始
ま
り
ポ
リ
ス
少
年
の
自
殺
で
終
る
物
語
が
第
一
次
物
語
言
説
を
構
成
し
、

言
説
と
第
二
次
物
語
言
説
が
、

そ
れ
ぞ
れ
、

ー
ル
の
小
説
は

つ
ま
り
、
『
迷
路
の
中
で
』
の
第
一
次
物
語

の
『
贋
金
つ
か
い
』
を
書
か
ず
じ
ま
い
で
あ
る
が

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
は
、
作
品
に
語
ら
れ
る
物
語
全
部
が
終
る
ま
で
、

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
が
も
し
仮
に
小
説
を
書
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
エ
ド
ゥ
ア

い
わ
ば
、
第
三
次
物
語
言
説
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

『
贋
金
つ
か
い
』
の
第
二
次
物
語
言
説
と
架
空
の
第
一
二
次
物
語
言
説
に
対
応
し
て
い
る
の

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
作
品
と
ジ
ィ
ド
の
作
品
の
簡
単
な
比
較
を
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
小
説
に
お
い
て
は
ジ
イ
ド
の
作
品
の
持
つ
精
神
分
析
的
な
テ
ー
マ

が
非
常
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ジ
ィ
ド
は
、

お
よ
そ
次
の
ご

日
記
に
お
い
て
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
確
か
に

い
や
十
五
年
前
か
ら
、
私
は
、

そ
れ
と
知
ら
ず
に
、

そ
れ
を
や
っ
て
い
た

構
成
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た

つ
い
に
彼

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
日
記
が
第
二
次
物
語
言
説
を
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発
言
の
裏
に

す
る
と
い
う
ロ
ブ
11
グ
リ
エ
の
全
体
的
な
主
張
か
ら

）の マ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
お
そ
ら
く
深
層
心
理
に
対
し
て
積
極
的
な
興
味
は
抱
い
て

る。 ―
つ
問
題
は

ソ
フ
ロ
ニ
ス
カ
は
、
ま
る
で
時
計
屋
が
置
き
時
計
を
分
解
掃
除
す
る
よ
う
に
、
少
年
の
心
の
奥
底
に
あ
る
組
織
の
歯
車
を
分
解

し
て
白
日
の
も
と
に
さ
ら
し
て
い
る
の
だ
。
も
し
、

(35) 

て
よ
い
か
分
ら
な
く
な
る
。

ま
た
、
自
分
の
作
品
を
、

少
な
く
と
も
異
常
心
理
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
の
よ
う
に
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う

ジ
ィ
ド
の
言
う
「
象
嵌
法
」
の
問
題
で
あ
り
、

説
の
小
説
」
と
し
て
の
物
語
構
成
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

語
言
説
が
、

『
迷
路
の
中
で
』
に
お
い
て
は
、

が
、
し
か
し
即
断
は
禁
物
で
あ
る
。

と
を
通
じ
て
、

と
い
う
の
も
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
『
贋
金
つ
か
い
』
に
見
ら
れ
る

い
わ
ゆ
る
「
小

そ
の
後
で
、
あ
の
子
が
正
確
な
時
を
告
げ
な
く
な
っ
た
ら
、
も
う
ど
う
し

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
、

ジ
イ
ド
が
あ
く
ま
で
架
空
の
も
の
と
し
て
設
定
し
た
第
三
次
物

兵
士
の
物
語
と
し
て
、
実
際
に
、

し
か
も
大
々
的
に
、
描
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ま
る
で
ロ
ブ
11
グ
リ
エ
は
ジ
ィ
ド
の
小
説
技
法
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る

あ
る
も
の
の
性
質
を
滑
稽
な
ほ
ど
強
調
し
て
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
構
成
す
る
こ

そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
対
象
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
も
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
の
初
期
の
評
論
集
に
は
深
層
心
理
に
関
す
る
言
及
は
特
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
深
層
の
真
実
な
る
も
の
を
否
定

『
よ
み
が
え
る
鏡
』
に
お
い
て
は
、
親
友
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
、

ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
を
帝
国
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
自
身
の
精
神
分
析
を
否
定
す
る
姿
勢
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
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制
の
設
定
を
い
ろ
い
ろ
迷
わ
せ
て
み
た
り

工
の
母
親
ば
か
り
と
話
を
し
て
い
た
顛
末
を
記
し

ま
た
、

い
く
つ
も
の
新
し
い
大
思
想
体
系
が
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
語
り
手
に
わ
ざ
と
叙
述
の
時

ロ
プ
11
グ
リ
エ
そ
っ
ち
の
け
で
ロ
プ
11
グ
リ

バ
ル
ト
を
誘
惑
し
て
い
た
。
精
神
分
析
と
言
語
学
と
記
号
論
で
あ
る
。
彼
は
、
記
号

学
者
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
自
分
に
貼
ら
れ
る
と
す
ぐ
、
そ
れ
を
嫌
が
っ
た
。
そ
し
て
、
〈
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
と
ソ
シ
ュ
ー
ル

と
い
う
三
人
の
憲
兵
た
ち
》
と
、
彼
ら
を
公
然
と
嘲
笑
し
た
バ
ル
ト
は
、
有
名
な
フ
ラ
イ
用
の
鍋
の
た
と
え
で
も
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
強
力
な
体
系
に
ひ
そ
む
鼻
持
ち
な
ら
な
い
帝
国
主
義
を
暴
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
「
あ
ま
り
に
も
強
力
な
一
貫
性
を

持
っ
た
〈
真
実
を
謳
う
〉
思
想
と
い
う
の
は
、
沸
膝
し
た
油
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
こ
に
何
を
ほ
う
り
こ
ん
で
も
、
出
て
く
る

(36) 

の
は
フ
ラ
イ
ば
か
り
だ
。
」

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
同
じ
著
作
の
中
で
、

プ
リ
ュ
ー
ス
・
モ
リ
セ
ッ
ト
が
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
家
を
訪
れ
、
作
家
が
大
作
家

で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
は
そ
の
母
親
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
称
し
て
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
研
究
に
初
め
て
精
神
分
析
的
読
解
を
持
ち
込
ん
だ
モ
リ
セ
ッ

ト
の
研
究
方
法
を
椰
楡
す
る
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
語
り
手
の
問
題
を
検
討
し
た
際
に
見

た
よ
う
に
、
現
在
の
意
識
な
い
し
無
意
識
の
実
在
性
を
疑
い
、
決
し
て
ジ
ョ
イ
ス
の
よ
う
な
「
内
的
独
白
」
を
書
か
な
い
ロ
プ
11
グ

リ
エ
が
、
精
神
分
析
的
な
テ
ー
マ
を
積
極
的
な
形
で
物
語
の
中
に
導
入
し
た
と
は
と
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
小
説
の
小
説
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

『
迷
路
の
中
で
』
に
お
い
て
、

外
は
雪
が
降
っ
て
い
る
。
外
は
雪
が
降
っ
た
、
外
は
雪
が
降
っ
て
い
た
、
外
は
雪
が
降
っ
て
い
る
。

(DL.
p
.
1
4
)
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）
れ
は
承
知
の
上
で
あ
る
の
で
、
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

魂
の
深
淵

結
局
、

ス
ト
ー
リ
ー
の
運
ぴ
を
間
違
わ
せ
て
、

そ
れ
こ
そ
滑
稽
な
ほ
ど
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
強
調
す
れ
ば
、
も
は
や
冗
談
を
や
っ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、

わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

で
『
贋
金
つ
か
い
』

い
だ
ろ
う
か
。

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
が
抱
い
て
い
た
ジ
ィ
ド
の
イ
メ
ー

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
が
ジ
イ
ド
に
つ
い
て

『
贋
金
つ
か
い
』

の
作

記
述
を
ダ
ブ
ら
せ
た
り
変
更
さ
せ
た
り
し
て
、
作
品
が
「
小
説
の
小
説
」
で
あ
る
こ
と
を
、

む
し
ろ
ジ
ィ
ド
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
方
が
よ
ほ
ど
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思

し
か
し
、

思
わ
れ
る
で
は
好
い
加
減
で
あ
る
の
で
、
も
う
少
し
『
迷
路
の
中
で
』
と

品
構
成
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

b
 

ま
ず
、
『
贋
金
つ
か
い
』
の
作
品
構
成
を
も
う
少
し
詳
し
く
図
式
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
言
え
、
わ
れ
わ
れ
は
何
も
こ
こ

の
徹
底
的
な
作
品
分
析
を
行
う
つ
も
り
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
は
本
書
に
と
っ
て
無
益
で
あ
り
、

は
、
先
に
見
た
ロ
プ
11
グ
リ
エ
と
ジ
イ
ド
と
の
類
似
点
、
す
な
わ
ち
象
嵌
法
の
問
題
と
現
在
の
意
識
な
い
し
無
意
識
の
問
題
を
中
心

に
据
え
た
時
に
で
き
あ
が
る
『
贋
金
つ
か
い
』

ジ
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

の
作
品
構
成
の
図
式
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

ほ
と
ん
ど
何
も
言
及
し
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
図
式
が
、

い
つ
で
も
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
う
も
の
は
、

の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
か
ら
行
う
図
式
化
は
、

必
要
な
の

そ
の
対
象
の
特
徴
を
誇
張
し
て
行
わ
れ
る
も

ジ
ィ
ド
論
そ
の
も
の
と
し
て
は
か
な
り
の
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

さ
て
、
象
嵌
法
を
物
語
論
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
持
ち
込
み
、
こ
の
技
法
を
、

ジ
ィ
ド
を
越
え
て
、
よ
り
普
逼
的
に
作
品
構
成
の
問
題
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(38) 

と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
ジ
ャ
ン
・
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
で
あ
る
。
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
は
、
象
嵌
法
の
中
に
、
物
語
言

説
の
時
間
と
物
語
内
容
の
時
間
の
間
に
設
定
さ
れ
る
秩
序
に
対
す
る
攪
乱
作
用
を
見
て
、
象
嵌
法
が
、
そ
れ
が
物
語
の
収
紋
す
る
点

で
あ
る
と
同
時
に
、
物
語
自
体
を
歪
め
破
壊
し
て
し
ま
う
機
能
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
虚
構
の
持
つ
本
来
の
虚
構
性
を
暴
露
し
、

い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
全
体
が
テ
ク
ス
ト
以
外
の
何
も
の
に
も
還
元
し
得
な
い
、

方
法
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
『
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
』
や
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
』
や
『
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
オ
フ
テ
ル
デ
ィ
ン
ゲ
ン
』

が
我
々
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
象
嵌
法
は
、
何
よ
り
も
、
物
語
の
断
片
の
、
そ
れ
を
含
む
全
体
の
物
語
に
対
す
る
構
造
的
反
乱

(39) 

だ
と
い
う
こ
と
だ
。

も
し
、
象
嵌
法
が
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
物
語
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
語
が
ま
さ
に
物
語
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
物
語
を
よ
り
微
妙
な
問
題
に
至
ら
し
め
る
も
の
な
ら
ば
、
今
度
は
、

物
」
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
書
物
が
ま
さ
に
書
物
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
書
物
を
新
し
い
意
義

(40) 

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

自
分
自
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
断
片
の
分
裂
と
包
含
を
許
容
す
る
よ
う
な
書
物
を
構
成
す
る
こ
と
、

へ
と
至
ら
し
め
る
よ
う
な
象
嵌
法
と
は

ひ

そ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
「
書

そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
書
物
の
な

か
の
不
可
能
な
書
物
を
目
指
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
…
）
そ
れ
は
、
最
終
的
に
、
書
物
か
ら
、
還
元
と
い
う
習
慣
的
な
試
み
の
一

い
わ
ば
テ
キ
ス
ト
的
現
実
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
す
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し
か
し
、

実
際
、

わ
れ
わ
れ
に
は
、

リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
の
述
べ
て
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
象
嵌
法
に
固
有
の
問
題
で
は
な
く
、
先
説
法
、
後
説
法
、
な
い
し
要
約

法
の
問
題
で
あ
り
、

リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
の
説
は
、
実
は
、
象
嵌
法
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
極
限
的
使
用
例
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

を
展
開
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
結
局
、

リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
の
説
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
先
説
法
や
要
約
法
等
を
無
茶
に
使
う
と
ど
う
な
る

か
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
手
法
で
あ
っ
て
も
、
無
茶
に
使
え
ば
物
語
世
界
は
バ
ラ
バ
ラ

に
な
り
、
虚
構
性
を
暴
露
す
る
に
至
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

た
ゲ
リ
ラ
戦
を
考
え
て
い
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、

a
b
y
m
e、
こ
の
ア
ビ
ム

a
b
t
m
e
と
い
う
語
に
は
「
深
淵
」
の
意
味
も
あ
る
）
は
、
単
な
る
先
説
法
や
後
説
法
や
要
約
法
の
こ
と
で
は

な
く
、
も
っ
と
一
種
心
理
的
な
深
さ
を
表
現
す
る
―
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
が
そ
の
論
考
の
冒
頭
に
引
用
し
た
の
は
、

私
は
、
あ
る
芸
術
作
品
の
中
に
、
登
場
人
物
の
レ
ベ
ル
で
、

て
い
る
の
を
見
る
の
が
好
き
だ
。
こ
れ
ほ
ど
、
そ
の
テ
ー
マ
を
明
ら
か
に
し
、
全
体
の
あ
ら
ゆ
る
調
和
を
し
っ
か
り
と
打
ち
立

て
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、

た
暗
い
小
さ
な
凸
レ
ン
ズ
が
、

そ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
部
屋
そ
の
も
の
の
内
部
を
映
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
。

(41) 

切
を
免
除
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

ジ
ィ
ド
は
、

en 

か
な
り
偏
狭
な
テ
ク
ス
ト
理
論

そ
し
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
も
ま
た
、
単
に
破
壊
を
目
的
と
し

ジ
ィ
ド
の
言
う
象
嵌
法
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

m
i
s
e

ジ
ィ
ド
の
日
記
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

そ
の
作
品
の
テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
、
こ
の
よ
う
に
移
し
か
え
ら
え

メ
ム
リ
ン
ク
や
カ
ン
タ
ン
・
メ
ツ
ィ
ス
の
い
く
つ
か
の
絵
に
お
い
て
、
絵
に
描
か
れ

ベ
ラ
ス
ケ
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あ
る
い
は
城
で
催
さ
れ
る
祝
宴
の
場
面
、

『
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
』
の

一
見
し

ロ
ダ
リ
ッ
ク
に
対
し
て
行
わ
れ
る
朗
読
の
場
面
な
ど

ス
の
「
宮
廷
の
侍
女
た
ち
』
も
（
少
し
違
っ
て
い
る
け
れ
ど
）
や
は
り
そ
う
だ
。
最
後
に
、
文
学
に
お
い
て
は
、

の
劇
中
劇
の
場
面
を
始
め
に
、
他
に
も
多
く
の
作
品
が
あ
る
。
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
テ
ル
』
の
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
の
場
面
や
、

だ
。
し
か
し
、
以
上
に
挙
げ
た
例
は
す
べ
て
、
私
の
意
図
に
完
全
に
適
合
し
た
も
の
で
は
な
い
。
私
が
「
ア
ン
ド
レ
・
ワ
ル
テ

ル
の
手
記
」
や
「
ナ
ル
シ
ス
論
』
や
『
愛
の
試
み
』
で
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
最
初
の
紋
様
の
中
に
二
つ
目
の
紋
様
が
《
象

(42) 

嵌
さ
れ
て
い
る
》
よ
う
な
紋
章
と
、
こ
の
手
法
を
比
較
し
た
と
き
に
、
も
っ
と
良
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

リ
ュ
シ
ア
ン
・
ダ
レ
ン
バ
ッ
ク
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
作
品
例
を
詳
細
に
検
討
し
、
象
嵌
法
な
る
も
の
を
、
作
品
に
描
か
れ
る
テ

ー
マ
そ
の
も
の
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
さ
れ
た
再
現
で
あ
る
と
考
え
た
時
に
も
、
ま
た
作
品
を
創
造
す
る
行
為
を
描
く
と
い
う
テ
ー
マ
の

ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
さ
れ
た
再
現
で
あ
る
と
考
え
た
時
に
も
、
ジ
ィ
ド
の
あ
げ
た
作
品
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
欠
点
を
持
つ
近
似
的
な
例
に

す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
ダ
レ
ン
バ
ッ
ク
の
指
摘
は
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
ジ
ィ
ド
の
挙
げ
た
作
品
例
は
、

た
と
こ
ろ
、

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

の
劇
中
劇
に
し
ろ
、

『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
テ
ル
』

リ
ス
の
「
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
オ
フ
テ
ル
デ
ィ
ン
ゲ
ン
』

の
人
形
芝
居
に
し
ろ
、

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

『
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩

壊
」
の
「
マ
ッ
ド
・
ト
リ
ス
ト
」
と
題
さ
れ
た
物
語
に
し
ろ
、
概
し
て
言
え
ば
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
確
か
に
物
語
の
水
準
が
強

調
さ
れ
た
作
品
が
並
ん
で
い
る
ば
か
り
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に
し
ろ
ポ
ー
に
し

ろ
ゲ
ー
テ
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
精
神
分
析
批
評
が
特
に
好
ん
だ
作
家
や
作
品
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
言
う
ま
で
も
な
い

(44) 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ジ
イ
ド
は
、
彼
の

H
記
の
、
わ
れ
わ
れ
が
引
用
し
た
部
分
の
直
前
で
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
ノ
ヴ
ァ
ー

の
翻
訳
に
取
り
掛
か
る
決
心
を
述
べ
て
い
る
が
、
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は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

は
）
と
に
な
る
詩
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

早
速
、

―
つ
の
技
術
用
語
で
あ
る
。
従
っ
て

『
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
オ
フ
テ
ル
デ
ィ
ン
ゲ
ン
』

ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
後
H
、

ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
を
、

-45) 

の
翻
訳
に
取
り
掛
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
そ
の
夢
想
の
詩
学
の
中
で
、
夢
想
家
の
中
の
夢
想
家
と
し
て
称
揚
す
る

不
可
視
の
も
の
を
見
る
「
見
者
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
は
、
触
知
で
き
な
い
も
の
、

つ
ま

(46) 

り
非
現
実
を
触
知
す
る
「
触
者
」
で
あ
る
と
、
進
ん
で
呼
ぴ
た
い
。
彼
は
ど
ん
な
夢
想
家
よ
り
も
は
る
か
に
遠
く
ま
で
行
く
の
だ
。

ま
た
、
他
の
バ
ロ
ッ
ク
風
の
幻
想
絵
画
の
例
と
言
い
、
要
す
る
に
ジ
ィ
ド
は
、
少
な
く
と
も
何
か
意
識
の
奥
底
を
、
そ
の
深
淵
を

覗
か
せ
る
よ
う
な
作
品
を
並
べ
た
て
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
象
嵌
法
の
ア
ビ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
ダ
レ
ン
バ
ッ
ク
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ジ
ィ
ド
が
紋
章
の
技
術
用
語
か
ら
借
り
て

(47) 

き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
自
体
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
ダ
レ
ン
バ
ッ
ク
と
違
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

こ
の
ア
ビ
ム
と
い
う
言
葉
の
中
に
何
か
心
理
的
な
深
さ
、
あ
る
い
は
底
知
れ
ぬ
深
み
等
の
意
味
が
共
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の

ダ
レ
ン
バ
ッ
ク
は
、

ア
ビ
ム
と
い
う
言
菓
か
ら
一
切
の
深
淵
と
い
う
意
味
を
取
り
除
い
た
上
で
、

こ
こ
に
言
う
象
嵌
（
ア
ビ
ム
）
と
い
う
言
葉
は
、

）
の
語
の
持
つ
豊
か
な
連
想
喚
起
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る。
象
嵌
法
の
分
類
項
目
の
中
に

力
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
哲
学
的
な
意
味
に
い
き
な
り
解
釈
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
避
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
語
に

デ
リ
ダ
の
差
延
な
ど
を
喚
起
す
る
以
前
に
、
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
は
紋
章
学
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
あ
る
。
《
ア
ビ
ム
ー
ー
ー
そ
れ
は
、
楯
形
紋
の
中
心
で
あ
る
。
（
…
）
。
》

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
見
ら
れ
る
象
嵌
法
の
分
類
を
行
い
、

も
の
の
縮
図
が
表
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

従
っ
て
、
ジ
イ
ド
の
象
嵌
法
は
、
類
似
し
た
対
象
を
目
的
と
す
る
複
数
の
活
動
の
接
続
な
い
し
セ
ッ
ト
化
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、

語
り
手

N
と
そ
の
語
り
手
が
語
る
物
語

R
の
関
係
が
、

よ
っ
て

（…）、
そ
し
て
、
象
嵌
法
と
い
う
技
法
の
中
に
、
物
語
を
語
る
言
表
行
為
そ
の

そ
の
物
語
の
登
場
人
物
と
し
て
の
語
り
手

n
が
語
る
物
語

r
の
関
係
と

(49) 

相
同
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
関
係
間
の
関
係
で
あ
る
と
定
義
で
き
る
。

い
わ
ば
言
表
行
為
の
象
嵌
法
と
呼
ぶ
べ
き
技
法
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
分
類
項
目
は
、
発

想
と
し
て
は
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
の
主
張
の
延
長
上
に
あ
る
わ
け
で
、

(
…
）
偉
大
な
物
語
は
、
そ
れ
ら
の
提
示
す
る
虚
構
が
、

必
ず
指
し
示
し
て
い
る
。

パ
ス
カ
ル
の
深
淵
や
、
神
秘
主
義
の
深
淵
、

リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
は
す
で
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ

そ
れ
自
体
の
持
つ
機
能
の
劇
化
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
、
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べ
る
。

物
語
が
、
自
ら
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
や
、
物
語
は
す
ぐ
に
自
ら
を
物
語
と
し
て
提
示
し
、
あ
る
種
の
曖
昧
主
義
を

つ
ま
り
、
物
語
は
、
何
ら
か
の
方
法
で
、
物
語
に
よ
る
物
語
の
意
識
的
把
握
と
し
て
現
れ
る
の
だ
。
物

語
は
、
自
分
を
作
り
上
げ
つ
つ
物
語
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
努
め
る
よ
う
な
、

(51) 

の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
物
語
と
な
る

物
語
と
は
、
す
べ
か
ら
く
物
語
を
作
る
こ
と
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
、
言
っ
て
悪
い
が
青
年
時
代
な
ら
な
か
な
か
魅
力

的
な
こ
の
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
の
よ
う
な
議
論
の
方
向
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
向
か
わ
な
い
。
物
語
の
中
に
出
て
く
る
語
り
手
も
、
作
者
も
、

さ
て
、

つ
ま
り
は
そ
う
い
う
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
実
際
の
作
者
で
も
読
者
で
も
な
い
以
上
、
そ
こ
に
言

表
行
為
の
図
式
が
描
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、

に
分
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
実
際
の
言
表
行
為
そ
の
も
の
が
表
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、

で
は
ジ
ィ
ド
の
言
う
ア
ピ
ム
、
す
な
わ
ち
、

せ
い
ぜ
い
あ

る
作
家
が
言
表
行
為
と
は
そ
う
い
っ
た
も
の
だ
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
図
式
を
描
い
た
だ
け
で
あ
る
と
考
え
ざ
る

心
理
的
な
深
み
の
底
に
あ
る
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
小
説
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の

で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
ジ
ィ
ド
が
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
小
説
を
物
語
の
中
に
書
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
最
終
的

そ
れ
が
本
当
に
心
理
的
な
深
さ
を
表
現
し
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
す

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
は
、
自
分
の
書
こ
う
と
し
て
い
る
小
説
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
、
小
説
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

る
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
推
測
を
行
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

読
者
も
、 避

け
る
こ
と
に
な
る
。
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つ
ま
り

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
小
説
は

今
ま
で
、
あ
る
種
の
悲
劇
性
が
文
学
の
中
か
ら
ほ
と
ん
ど
抜
け
落
ち
て
い
た
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
小
説
は
し
き
り
に
、

運
命
の
困
難
や
、
幸
運
や
不
運
や
、
社
会
的
関
係
や
、
情
熱
や
性
格
の
葛
藤
を
描
い
て
き
た
が
、
人
間
存
在
の
本
質
に
つ
い
て

は
、
少
し
も
考
え
な
か
っ
た
。

こ
の
「
人
間
存
在
の
本
質
」
を
書
き
た
い
と
い
う
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
願
望
に
彼
の
純
粋
小
説
の
夢
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
多
少
の
違
和
感
が
残
る
。

い
部
屋
に
た
だ
座
っ
て
い
る
よ
う
な
、

こ
の
小
説
に
、
す
べ
て
を
盛
り
込
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
内
容
の
ど
こ
に
も
ハ
サ
ミ
を
入
れ
る

こ
と
な
く
。
私
が
、

義
的
な
の
で
あ
る
。

（
…
）
私
は

そ
れ
こ
そ
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
を
極
端
な
形
で
具
現
し
た
よ
う
な
、
純
粋
理
性
の
物
語

こ
の
小
説
を
書
き
始
め
て
か
ら
の
一
年
以
上
の
間
に
起
っ
た
こ
と
で
、
私
が
そ
こ
に
注
ぎ
込
み
、
描
き
た

(53} 

く
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
何
―
つ
あ
り
ま
せ
ん
。

『
テ
ス
ト
氏
』
よ
り
、

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

一
層
日
常
生
活
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
り

で
は
な
く
、
も
う
少
し
世
俗
的
で
あ
り
、
か
つ
神
秘
主
義
的
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
幾
分
、
実
存
主

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
考
え
て
い
る
小
説
は
、
全
く
何
も
な

ド
ゥ
ア
ー
ル
の
小
説
は
、
あ
る
い
は
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の

『
テ
ス
ト
氏
』

の
よ
う
な
小
説
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
る 工
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し
か
し
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は

マ
ニ
ー
の
よ
う
に

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
小
説
が
ま
さ
に
そ
の
「
魂
」
の
表
現
そ
の
も
の
で
あ

た
作
中
人
物
よ
り
は
冷
静
で
あ
っ
た
の
で

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
夢
見
る
純
粋
小
説
は
、
結
局
、
魂
の
時
間
的
生
成
を
構
成
す
る
一
切
の
歴
史
的
転
変
の
影
響
圏
外
か
ら
見

(54-

ら
れ
た
、
魂
の
物
語
の
み
に
な
る
よ
う
な
小
説
で
あ
る
。

マ
ニ
ー
が
「
魂
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、

も
わ
か
る
よ
う
に
、

ジ
イ
ド
が
特
に
好
ん
だ
言
葉
で
あ
る
か
ら
だ
が
、
ジ
ィ
ド
の
言
う
そ
の
「
魂
」
を
、

的
な
主
観
性
で
あ
り
、
唯
一
の
心
の
琴
線
」
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

無
意
識
乃
至
イ
ド
に
限
ら
ず
、
意
識
と
無
意
識
の
合
計
か
ら
一
切
の
理
性
的
活
動
を
差
し
引
い
た
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
生
成
す

る
内
面
活
動
の
全
体
、

よ
う
で
、

測
し
た
わ
け
で
あ
る
。

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
小
説
は
、
「
―
つ
の
魂
」
の
物
語
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推

そ
の
語
が
『
ア
ン
ド
レ
・
ワ
ル
テ
ル
の
手
記
』
に
何
度
も
出
て
く
る
こ
と
か
ら

ジ
ャ
ン
・
ド
レ
ー
は
、
「
全

い
わ
ば
無
意
識
的
心
的
活
動
の
総
和
で
あ
る
と
考
え
て
お
い
て
、
大
き
な
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
ん

な
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
ず
い
ぶ
ん
疑
問
で
あ
る
が
、

る
と
考
え
る
の
に
も
多
少
抵
抗
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
ク
ロ
ー
ド
11
エ
ド
モ
ン
ド
・
マ
ニ
ー
は

と
り
あ
え
ず
こ
の
程
度
の
限
定
に
留
め
た
い
。
「
魂
」
だ
け
で
は
幽
霊
の

い
か
に
も
落
ち
着
き
が
悪
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

ジ
ィ
ド
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
若
き
ナ
ル
シ
ス
、

レ
・
ワ
ル
テ
ル
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
宇
宙
の
生
成
に
つ
な
が
る
高
度
な
精
神
活
動
で
あ
っ
た
の
だ
。

ジ
ィ
ド
は
、
自
分
の
書
い

一
応
乎
常
に
成
長
し
得
た
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ジ
ィ
ド
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
「
自
動
書
記
」
も
や
ら
な
か
っ
た
し
、

ジ
ョ
イ
ス
の
「
内

つ
ま
り

そ
の
「
魂
」
と
い
う
の
は

ア
ン
ド

お
そ
ら
く
、
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つ
ま
り
、
ジ
イ
ド
の
述
べ
て
い
る
の
は

的
独
白
」
も
や
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
、
ジ
ィ
ド
が
象
嵌
法
に
つ
い
て
語
っ
た
日
記
の
一
節
は
、
実
は
、

み
』
に
つ
い
て
述
べ
た
一
連
の
記
述
の
中
間
部
分
で
あ
っ
て
、

(
 
．．． 
)。

リ
ュ
ッ
ク
と
ラ
シ
ェ
ル
も
、
自
分
た
ち
の
欲
望
を
実
現
し
よ
う
と
欲
す
る
。
し
か
し
、
私
は
、
自
分
の
本
を
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
理
想
的
な
方
法
で
自
分
の
欲
望
を
実
現
し
た
の
に
、
彼
ら
は
、
鉄
柵
し
か
見
え
な
い
公
園
を
夢
見
て
、
実
際
に
そ
の
中
に

で
あ
り
、

（…）。

む
し
ろ
、

こ
の
『
愛
の
試
み
』

そ
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ
る
、

入
ろ
う
と
欲
し
、
何
の
喜
び
も
感
じ
な
か
っ
た
。

あ
り
、
そ
の
影
響
は
本
を
書
い
て
い
る
間
に
も
及
ぶ
も
の
な
の
だ
。

私
が

葉
で
表
現
で
き
な
い
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

小
説
創
作
に
あ
た
っ
て
は
古
典
的
な
姿
勢
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
魂
」
そ
の
も
の
が
言

生
成
す
る
「
魂
」

ジ
ィ
ド
が
自
分
の
小
説
『
愛
の
試

そ
の
全
体
の
主
旨
は
次
の
部
分
に
表
れ
て
い
る
。

で
表
現
し
て
み
た
か
っ
た
こ
と
は
、
書
物
が
、

そ
の
書
物
を
書
い
て
い
る
人
に
与
え
る
影
響
で

こ
の
よ
う
な
、
テ
ー
マ
の
そ
れ
自
体
に
対
す
る
遡
及
効
果
が
、
常
に
私
の
心
を
引
き
つ
け
て
き
た
。
そ
れ
こ
そ
、

(56) 

心
理
小
説
な
の
だ
。

典
型
的
な

一
種
カ
タ
ル
シ
ス
の
よ
う
な
、
自
己
分
析
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
作
品
の
あ
り
方
な
の

の
活
動
の
中
に
こ
そ
真
実
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
と
、

お
そ
ら
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秘
密
を
暴
く
も
の
と
し
て
独
特
の
優
位
性
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
写
実
主
義
的
錯
覚

ら
な
い
作
品
を
何
か
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
の
場
合
、
作
品
は
、
圧
縮
で
も
転
移
で
も
象
徴
化
で
も
抑
圧
で
も
、

の
活
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、

己
分
析
を
行
い
、

な
物
語
を
作
り
な
が
ら
自
己
分
析
を
し
て
い
る
自
分
が
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
自
分
を
自
己
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
よ
う
に
極
端
に
走
ら
ず
に
す
み
、
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
で
、

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

そ
れ
が
「
魂
」
の
活
動
の
徹
底
的
自
由
を
保
証
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
究
極
で
あ
る
が
故
に
ジ
ィ
ド
は
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
つ
ま
り
―
つ
の
到
達
不
可
能
な
極
点
で
あ
っ
た
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
世
間
に
、
こ
れ
に
類
似
し
た
発
想
が
か
な
り
蔓
延
し
て
い

る
が
故
に
、
「
小
説
の
小
説
」
な
ど
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
例
え
ば
ジ
ー
ン
・
ケ
リ
ー
の
映
画
『
雨
に
歌
え
ば
』
と
同
じ
こ
と
で
、

結
局
、
単
な
る
内
幕
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、

進
め
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、

つ
ま
り
、

つ
ま
り

こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

く
ジ
ィ
ド
は
言
う
で
あ
ろ
う
。

『
背
徳
者
』
で
も
『
狭
き
門
』
で
も
よ
い
、

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
小
説
に
つ
い
て
、

ジ
ィ
ド
は
、

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
小
説
は
、
基
本
的
に
は
、

と
に
か
く
「
小
説
の
小
説
」
の
形
式
を
と

と
に
か
く
「
魂
」

そ
れ
を
作
品
と
し
て
固
定
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
自

ア
リ
サ
や
ミ
シ
ェ
ル
の
よ
う
に
極
端
に
走
ら
ず
に
す
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う

そ
し
て
象
嵌
法
に
つ
い
て
、

ジ
ィ
ド

と
り
あ
え
ず
わ
れ
わ
れ
な
り
の
一
応
の
解
答
は
得
ら

お
そ
ら
く
ジ
ィ
ド
の
『
贋
金
つ
か
い
」
本
体
と
大
し
て

ジ
ィ
ド
の
考
え
る
自
己
分
析
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
作
品
の
あ
り
方
を
極
端
に
押
し

(57) 

つ
ま
り
、
究
極
の
精
神
分
析
小
説
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、

そ
の
小
説
の
制
作
過
程
を
物
語
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
家
の
創
造
力
の
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く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

は
ず
い
ぶ
ん
首
肯
し
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

作
品
を
主
観
と
客
観
の
両
極
の
間
に
配
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
外
の
何
物
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
小
説
の
小
説
」
を
も
う
少
し
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
ダ
レ
ン
パ
ッ
ク
の
言
う
「
言

表
行
為
の
象
嵌
法
」
な
る
も
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
、

と
こ
ろ
で
、

ク
ロ
ー
ド
11
エ
ド
モ
ン
ド
・
マ
ニ
ー
は
、

ェ
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の
『
チ
ポ
ー
家
の
人
々
』

マ
ニ
ー
が
主
観
の
極
に
配
置
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
物
語
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な

『
贋
金
つ
か
い
』
を
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
『
テ
ス
ト
氏
』
と
、

(58) 

の
中
間
に
位
置
付
け
る
形
で
論
じ
た
。

マ
ニ
ー
の
位
置
付
け
に
は
、
焦
点
化
と
い
う
、
よ
り
形
式
的
な
問

題
と
純
然
た
る
テ
ー
マ
論
的
問
題
が
未
整
理
の
ま
ま
混
在
し
て
い
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
、
索
朴
な
印
象
と
し
て

『
テ
ス
ト
氏
』
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
位
置
に
ジ
ィ
ド
の
「
魂
」
を

置
く
こ
と
に
す
る
。
客
観
の
極
に
マ
ニ
ー
が
配
置
し
た
の
は
『
チ
ポ
ー
家
の
人
々
』
で
あ
る
が
、

後
半
の
「
一
九
一
四
年
夏
」
で
あ
る
。
前
半
は
か
な
り
焦
点
化
を
き
か
せ
た
断
片
的
風
景
の
中
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後

半
は
、
革
命
運
動
に
身
を
投
じ
た
ジ
ャ
ッ
ク
を
描
く
の
で
あ
る
か
ら
、
各
登
場
人
物
の
上
に
客
観
的
即
物
的
歴
史
が
の
し
か
か
っ
て

さ
て
、

『
贋
金
つ
か
い
』

も
ち
ろ
ん
、
普
通
、
物
語
の
水
準
は
や
た
ら
と
外
部
に
延
長
す
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
贋
金
つ
か
い
』
に
つ
い
て

は
、
ジ
ィ
ド
が
そ
れ
を
延
長
で
き
る
よ
う
に
意
図
し
て
物
語
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
贋
金
つ

か
い
の
日
記
』
で
あ
り
、

る。

た
だ
し
、
そ
の
前
半
で
は
な
く
、

の
物
語
の
水
準
は
、
実
は
物
語
世
界
の
枠
を
越
え
て
作
品
の
外
部
に
延
長
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
ジ
イ
ド
の
日
記
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
マ
ニ
ー
に
な
ら
っ
て
主
観
と
客
観
の
間
に
配
置
す
れ
ば
、
次
の
よ

マ
ニ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の

ロ
ジ
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七
、
「
魂
」

こ
の
物
語
の
水
準
の
延
々
と
続
く
積
み
重
ね
は
、
配
列
の
番
号
が
大
き
く
な
る
順
に
、
次
々
と
意
識
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
し
て

次
第
に
「
魂
」
に
接
近
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

る
の
で
、
こ
の
配
列
表
に
見
ら
れ
る
通
り
の
直
線
的
配
列
で
は
な
く
、
も
う
少
し
立
体
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

二
か
ら
六
に
か
け
て
、
三
が
二
を
、
四
が
三
と
二
を
、

と
い
う
具
合
に
、
数
字
の
大
き
い
も
の
が
順
次
下
位
の
も
の
を
包
含
し
て
ゆ

き
、
次
第
に
「
魂
」
の
深
み
へ
と
至
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、

欄
外
に
散
り
ば
め
て
お
く
方
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
見
れ
ば
、
な
ぜ

唯
一
の
ロ
マ
ン
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
以
後
ジ
イ
ド
が
、
創
作
活
動
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
社
会
問
題
の
方
に
一
層

六
、
『
贋
金
つ
か
い
』

の
、
架
空
の
第
三
次
物
語
言
説

五
、
『
贋
金
つ
か
い
』

の
第
二
次
物
語
言
説

四
、
『
贋
金
つ
か
い
』

の
第
一
次
物
語
言
説

三
、
『
贋
金
つ
か
い
の
日
記
』

二
、
『
ジ
ィ
ド
の
日
記
』

一
、
客
観
的
・
即
物
的
歴
史

う
に
な
る
。

『
贋
金
つ
か
い
』
が
、
ジ
ィ
ド
の
生
涯
に
お
い
て

そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
先
ほ
ど
述
べ
た
自
己
分
析
の
シ
ス
テ
ム
に
則
っ
て
い

む
し
ろ
「
魂
」
は
七
に
位
置
付
け
る
よ
り
も
、
二
か
ら
六
に
か
け
て
の
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モ
デ
ル
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が

あ
る
。

残
る
の
で
あ
る
。
『
贋
金
つ
か
い
』
は
、
確
か
に

だ
か
ら
、
『
贋
金
つ
か
い
』
を
、
安
易
に

目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

小
説
の
集
大
成
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
行
き
詰
ま
り
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、

そ
が
世
界
を
作
り
出
す
の
だ
と
い
う
、

か
い
』

そ
の
原
因
が
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
贋
金
つ
か
い
』
は
、

ジ
ィ
ド
の

『
贋
金
つ
か
い
』
の
物
語
の
水
準
の
階
層
が
、
以
上
の
よ
う
に
純
粋
客
観
と
純
粋
主
観
の
両
極
の
中
間
地
帯
に

広
が
っ
て
い
る
状
態
の
中
に
、
人
生
そ
の
も
の
を
芸
術
に
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
ジ
ィ
ド
の
野
望
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、

客
観
と
主
観
の
混
成
物
を
通
し
て
高
度
な
内
面
的
真
実
を
指
向
す
る
ジ
ィ
ド
の
傾
向
の
中
に
、
外
部
世
界
は
仮
象
で
あ
っ
て
精
神
こ

リ
ル
ケ
の
「
世
界
内
面
空
間
」
の
よ
う
な
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
的
な
世
界
観
や
、
象
徴

主
義
や
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
か
ら
の
影
響
が
、
紆
余
曲
折
を
経
て
脈
々
と
流
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
結
局
、
『
贋
金
つ

の
物
語
の
水
準
の
積
み
重
ね
は
、
「
魂
」
の
実
在
性
に
対
す
る
ジ
ィ
ド
の
強
い
信
念
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
、

ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
の
先
駆
的
作
品
で
あ
る
と
み
な
す
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ど
う

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
内
面
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
ナ
タ
リ
ー
・
サ
ロ
ー
ト
や
、
言
語
に
よ
る
世
界
の
再
構
築
を
め
ざ
す
ミ
シ
ェ

ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
等
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
そ
う
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

ス
ト
ー
リ
ー
性
に
欠
け
た
、
し
か
も
終
り
の
明
示
さ
れ
な
い
作
品
で
あ
る
。
し
か

し
、
断
片
の
集
積
か
ら
永
遠
の
物
語
を
め
ざ
す
の
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
夢
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。
ジ
ィ
ド
の
基
本
線
は
、
や
は
り
、
個
人
面
を
強
調
し
た
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
り
、
自
意
識
の
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

『
贋
金
つ
か
い
』
の
作
品
構
成
の
索
描
が
で
き
た
も
の
と
し
た
い
。
宗
教
的
問
題
を
ほ
と
ん
ど
排
除
し
て
し
ま
っ
た
妙
な

ロ
プ
11
グ
リ
エ
を
論
じ
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
つ
い
て
は
、

非
常
に
疑
問
が
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ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
、
ラ
ザ
ロ
復
活
の
物
語
を
ほ
の
め
か
す
な
ど
、
宗
教
的
問
題
に
触
れ
て
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
第
二
作
以
降
に
は
、
少
な
く
と
も
直
接
的
な
宗
教
的
テ
ー
マ
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
ラ
ザ
ロ
復
活
の
物
語

等
も
、

と
り
あ
え
ず
ジ
ィ
ド
の
。
ハ
ロ
デ
ィ
ー
の
一
環
と
し
て
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
よ
う
に
、
「
魂
」
に
し
ろ
意
識
に
し
ろ
、
人
間
の
現
在
の
内
面
の
実
在
性
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
し
ま
う

こ
と
自
体
、
こ
れ
ほ
ど
反
宗
教
的
な
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

物
語
の
水
準
の
中
和

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、

だ
ろ
う
。

そ
の
下
位
分
節
に
位
置
付
け
て
お
い
て
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど

ジ
ィ
ド
の
信
じ
て
い
た
「
魂
」
の
実
在
性
、
少
な
く
と
も
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、
ま
ず
取
り
掛
か
る
の
は
、

そ
の
強
力
な
あ
り
方
を
否
定
す
る
の
で
あ
り
、

『
贋
金
つ
か
い
』
に
見
ら
れ
る
、
次
第
に
「
魂
」
の
深
み
へ
と
近
づ
く
物
語
の
水
準
の
積
み
重
ね
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ジ
ィ
ド
の
物
語
の
水
準
の
う
ち
の
日
記
の
部
分
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
あ
ま
り
真
面
目
に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

『
迷
路
の
中
で
』
に
は
、
物
語
の
始
ま
る
前
に
、
次
の
よ
う
な
作
者
緒
言
が
付
さ
れ
て
い
る
。

一
応
見
て
お
く
必
要
が
あ
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
証
言
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
読
者
が
自
ら
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
よ
う
な
現

け
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
、
ラ
イ
ヘ
ン
フ
ェ
ル
ス
や
そ
の
近
郊
で
重
要
な
会
戦
が
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
は
、
最
近
の

実
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
現
実
が
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
軍
の
歩
兵
は
、
外
套
の
襟
に
軍
籍
番
号
な
ど
付

て
は

の
み
ち

J

の
物
語
は

(c) 
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第III章 形式的物語論の展開

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
厳
密
に
物
質
的
な
現
実
な
の
で
あ

つ
ま
り
、
こ
の
物
語
は
い
か
な
る
寓
意
も
要
求
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
読
者
に
は
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
報

告
さ
れ
る
事
物
や
動
作
や
言
葉
や
事
件
の
み
を
見
、

も
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
お
勧
め
す
る
。

A.R.ー

G.
(DL. p
.
7
)
 

後
に
は
、
解
釈
は
読
者
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
や
っ
て
く
れ
と
言
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
何
を
言
い
た
い
の
か
よ
く
分
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
次
の
作
品
の
『
快
楽
の
館
』
に
も
緒
言
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、

こ
と
が
で
き
る
。
『
快
楽
の
館
』
に
は
、
ニ
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
、
別
々
に
、
二
つ
の
緒
言
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、

作
者
は
、
こ
の
小
説
が
、

る
こ
と
を
、

げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

りヽ

そ
こ
に
、
ご
自
身
の
人
生
や
死
以
上
の
意
味
も
、
ま
た
そ
れ
以
下
の
意
味

そ
れ
を
見
れ
ば
、

そ
れ
ら
を
順
に
挙

ど
ん
な
形
に
お
い
て
も
、
英
国
領
香
港
の
記
録
で
あ
る
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
背
景
や
立
地
状
況
が
香
港
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
客

観
的
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
偶
然
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(MR.
p
.
7
)
 

も
し
、
極
東
の
寄
港
地
に
よ
く
通
っ
た
こ
と
の
あ
る
読
者
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
場
所
が
現
実
と
は
一
致
し
て
い
な
い

と
考
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
自
分
自
身
で
人
生
の
大
半
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
作
者
は
、
そ
こ
を
も
う
一
度
訪
問
し
て
、
よ
く
見
、

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
は
こ
こ
で
、
『
迷
路
の
中
で
』
の
物
語
を
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
主
旨
を
よ
く
理
解
す
る

一
方
で
は
虚
構
で
あ
る
と
言
い

一
方
で
は
現
実
で
あ
る
と
言
い
、
最
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に） 物語の水準について

あ
る
。

よ
く
観
察
さ
れ
る
こ
と
を
、

で
あ
る
。

(MR.
p
.
9
)
 

館
』
の
先
に
挙
げ
た
方
の
緒
言
で
、
物
語
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
が
「
現
実
の
作
者
」
で
あ
り
、
二
番
目
の
緒
言

で
、
物
語
の
現
実
性
を
保
証
し
て
い
る
の
が
「
暗
黙
の
作
者
」
で
あ
る
。
こ
の
「
暗
黙
の
作
者
」
な
る
も
の
は
、
結
局
何
の
こ
と
だ

か
よ
く
分
ら
ぬ
妙
な
審
級
で
、

そ
の
方
に
お
勧
め
し
た
い
。
そ
の
気
候
の
下
で
は
、
町
の
様
子
は
す
ぐ
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
こ
の
審
級
の
概
念
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
こ
れ
が
不
必
要
な

審
級
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
論
証
は
ま
こ
と
に
み
ご
と
な
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
付
け
加
え
る
も

の
を
何
も
持
た
な
い
。
確
か
に
、
作
者
は
一
人
お
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

楽
の
館
』

ロ
プ
11

(61) 

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
こ
の
審
級
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
と
言
う
と
、
よ
り
最
近
の
作
品
の
『
ジ
ン
』
は
エ
ピ
ロ
ー
グ

と
プ
ロ
ロ
ー
グ
が
付
い
た
作
品
構
成
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
『
迷
路
の
中
で
』
と
『
快

の
二
作
品
に
し
か
な
く
、
し
か
も
、

そ
の
緒
言
が
、
何
か
コ
ミ
カ
ル
な
タ
ッ
チ
で
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
も
、
「
暗
黙
の
作
者
」
な
る
も
の
を
必
要
な
審
級
で
あ
る
と
は
本
気
に
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

「
暗
黙
の
作
者
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
が
純
然
た
る
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
な

い
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
く
な
る
気
持
ち
も
分
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
か
ら
得
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
何
で
も
作
者
の
イ
メ

ー
ジ
に
極
端
な
形
で
直
接
に
還
元
し
て
、
例
え
ば
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
暴
行
殺
人
事
件
を
描
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
、

つ
ま
り
、
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
語
り
の
審
級
の
中
に

い
わ
ゆ
る
「
暗
黙
の
作
者
」
の
審
級
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
快
楽
の
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ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ

形式的物語論の展開

て
い
る
の
で
あ
る
。

グ
リ
エ
自
身
が
そ
の
よ
う
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

虚
構
で
あ
っ
て
も
、

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
も
言
う
よ
う
に
、
そ
の
虚
構
を
作
っ
た
責
任
者
は
作
者
自
身
で
あ
り
、
こ
の
責
任
を
逃
れ
て
も
ら

物
語
の
中
に
は
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
か
前
面
に
、

手
の
向
こ
う
に
は
、

は
誰
か
と
言
え
ば
、
大
ス
ク
ー
プ
だ
よ
、

(62) 

こ
れ
で
十
分
だ
と
思
う
。

う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
も
予
想
し
て
お
り
、

一
方
、
作
品
を
純

一
種
の
無
責
任
体
質
を
導
入
す
る
可
能
性
も
含
ま
れ
て
い
る
。
作
品
は
、

そ
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
誰
か
が
い
る
。
そ
れ
は
語
り
手
だ
。

で
、
語
り

そ
れ
を
書
い
て
い
る
誰
か
が
い
て
、
そ
れ
は
彼
の
手
前
に
あ
る
す
べ
て
を
引
き
受
け
る
責
任
者
だ
。
そ
れ

そ
れ
は
作
者
な
ん
だ
（
た
だ
単
に
）
。
私
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
も
言
っ
た
よ
う
に
、
も
う

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
こ
の
問
題
も
お
そ
ら
く
予
測
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
『
迷
路
の
中
で
』
に
お
い
て
も
、
『
快
楽
の
館
』
に
お
い

て
も
、
「
現
実
の
作
者
」
も
「
暗
黙
の
作
者
」
も
、
共
に
ロ
プ
11
グ
リ
エ
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
よ
う
な
設
定
が
な
さ
れ

ま
た
、
「
暗
黙
の
作
者
」
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
私
小
説
的
な
展
開
を
断
ち
切
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
内
面
に
お
い
て

そ
の
展
開
を
強
化
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
暗
黙
の
作
者
」
こ
そ
、
作
者
の
根
源
的
自
我
で
あ
り
、
そ
の
自
我
の
語

る
物
語
こ
そ
、
よ
り
真
実
な
物
語
で
あ
る
と
い
っ
た
考
え
方
も
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
『
快
楽
の
館
』
の
「
暗
黙
の
作
者
」
に
わ
ざ
と
全
く
の
デ
タ
ラ
メ
を
語

っ
て
は
こ
ま
る
の
で
あ
る
。

然
た
る
虚
構
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
の
裏
に
は

し‘
か
に
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ょ

つ
ま
り

い
ず
れ
に
せ

ロ
プ
11
グ

ら
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
天
候
の
せ
い
で
構
造
ま
で
も
が
ご
ろ
ご
ろ
変
化
す
る
よ
う
な
都
市
が
あ
る
わ
け
が
な
い
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
「
暗
黙
の
作
者
」
が
必
要
性
を
持
た
な
い
審
級
で
あ
る
こ
と
や
、

無
理
に
設
定
し
た
時
に
生
じ
る
問
題
を
十
分
承
知
し
た
上
で
、
あ
え
て
こ
の
審
級
を
導
入
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
作
品
が
ロ
プ
11
グ
リ
エ
自
身
の
人
生
と
直
接
の
係
わ
り
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
識
的
に
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

う
な
ら
、

そ
の
審
級
を

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
実
際
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
場
所
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
た
め
に
、
両
作
品
が
必
要
以
上
に

自
伝
的
な
作
品
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ど
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
は
、
特
に
自
伝
的
な
作
品
で
は
な
い
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
ま
た
別
の
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
事
実
は
定
か
で
は
な
い
が
、
も
し
そ

と
に
か
く
意
図
は
理
解
で
き
る
が
、
こ
ん
な
方
法
で
、
作
品
の
自
伝
的
展
開
、
あ
る
い
は
、
意
識
の
再
現
を
本
当
に
拒
否

で
き
る
は
ず
も
な
く
、
二
つ
の
作
品
に
付
け
ら
れ
た
緒
言
に
は
、
何
か
悪
ふ
ざ
け
の
よ
う
な
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
と
こ
ろ
が
悔
や
ま

も
う
―
つ
の
解
釈
は
、
こ
の
緒
言
も
ま
た
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
。
ハ
ロ
デ
ィ
ー
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

作
者
緒
言
が
か
な
り
コ
ミ
カ
ル
な
タ
ッ
チ
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
十
分
に
推
察
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、

リ
エ
の
主
張
し
た
い
そ
の
主
旨
は
、
す
な
わ
ち
、
「
暗
黙
の
作
者
」
と
い
う
審
級
を
設
定
す
る
目
的
が
、
内
面
の
深
層
の
表
現
を
目
指

す
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
個
人
の
意
識
を
排
除
し
て
純
然
た
る
虚
構
の
創
造
の
方
向
を
目
指
す
た
め
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
審
級
を
設
定
す
る
発
想
は
、
物
語
の
水
準
を
用
い
た
写
実
主
義
的
錯
覚
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
何
ら

の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
探
究
は

一
種
文
化
的
な
自
己
検
討
の
連
続
と
し
て
、
本
来
、
も
っ
と
真
摯
な
も

の
物
語
の
舞
台
が

コ＇
9
,
＇ 

物語の水準について

つ
ま
り
、
あ
る
い
は
、
前
作
の
『
嫉
妬
』
や
『
覗
く
ひ
と
』

要
す
る
に
、

ど
う
考
え
て
も
、
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新
し
い
発
想
で
は
な
く
、
容
易
に
、

『
迷
路
の
中
で
』
の
作
品
本
体
に
お
い
て
、
個
人
の
意
識
の
再
現
を
拒
否
す
る
た
め
に
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
本
気
で
試
み
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
と
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
の
極
限
の
両
極
を
設
定
し
て
お
き
、

せ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
が
結
局
は
ミ
メ
ー
シ
ス
に
す
ぎ
ず
、
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
度
は
、
客
観
の
極
限
と
主
観
の
極
限
を
設
定
し
て
お
い
て
、

『
迷
路
の
中
で
』

ジ
ィ
ド
ぐ
ら
い
に
は
遡
れ
る
昔
懐
か
し
い
発
想
な
の
だ
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
あ
ま
り
真
剣
に
取
り
扱
う
気
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
先
に
語
り
手
の
問
題
を
論
じ
た
時
に
見
た
の
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
戦
略
で
あ
る
。
『
消
し
ゴ
ム
』

の
冒
頭
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
語
り
手
の
い
る
部
屋
の
内
部
と
、

ニ
ス
塗
の
木
製
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
積
も
っ
た
ほ
こ
り
の
上
に
は
、

る
。
（
…
）
そ
れ
ら
の
物
体
が
取
り
除
け
ら
れ
た
後
も
、

と
の
、
交
互
の
繰
り
返
し
か
ら
成
立
し
て
い
る
。

に
お
い
て

さ
て

れ
に
せ
よ
、
こ
の
審
級
の
問
題
は

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
を
中
和
さ

そ
れ
ら
を
中
和
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

兵
士
の
物
語
の
展
開
す
る
屋
外
の
描
写

小
さ
な
物
が
し
ば
ら
く
潰
か
れ
て
い
た
跡
が
付
い
て
い

し
ば
ら
く
の
間
は
、
ま
だ
円
や
正
方
形
や
長
方
形
や
も
う
す
こ
し
複
雑

な
底
部
の
形
は
痕
跡
と
し
て
残
っ
て
い
て
、
あ
る
も
の
は
一
部
が
重
な
り
あ
い
、
す
で
に
か
す
ん
で
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
雑

巾
で
拭
か
れ
て
半
分
消
え
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

(DL.
p.10) 

外
で
は
雪
が
降
っ
て
い
る
。
歩
道
の
黒
い
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
で
、

風
が
雪
の
粒
子
を
舞
い
上
げ
、
雪
は
、

風
が
吹
く
た
び

に
白
い
平
行
線
を
描
き
、
二
つ
に
分
れ
た
り
、
螺
旋
を
描
い
た
り
し
て
か
ら
、
す
ぐ
に
散
り
散
り
に
な
り
、
地
面
す
れ
す
れ
に

い
ず
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（二） 物語の水準について

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
出
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

て
、
ゆ
ら
め
く
曲
線
模
様
と
な
り
、
ま
た
す
ぐ
に
散
り
散
り
に
な
る
。

(DL.
p.11) 

フ
ロ
イ
ト
の
言
う
よ
う
に
「
夢

い
わ
ゆ
る
現
実
効
果
を

吹
く
つ
む
じ
風
に
よ
っ
て
、
ま
た
舞
い
上
げ
ら
れ
て
固
ま
り
、
再
び
螺
旋
や
渦
巻
き
を
描
き
、
二
股
に
分
れ
る
う
ね
り
を
描
い

こ
の
引
用
文
の
、
先
に
挙
げ
た
方
が
語
り
手
の
い
る
室
内
の
描
写
で
あ
り
、
後
の
方
が
そ
の
語
り
手
の
語
る
兵
士
の
物
語
で
あ
り
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
前
者
を
客
観
の
極
限
に
、
後
者
を
主
観
の
極
限
に
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
前
者
が
客
観
で
あ
る

こ
と
は
見
て
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
後
者
が
主
観
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
多
少
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
も
客
観
描
写
で

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
描
写
が
客
観
的
か
主
観
的
か
は
基
本
的
に
そ
の
描
写
の
描
く
物
語
内
容
に
よ
る
の
で
あ
り
、

要
は
筋
立
て
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
描
写
の
対
象
が
、
外
部
世
界
に
な
っ
て
い
よ
う
が
、
内
部
世
界
に
な
っ
て
い
よ
う
が
、

そ
の
描
写
の
細
密
さ
が
増
せ
ば
、
語
り
手
の
姿
が
消
え
て
、
対
象
そ
れ
自
体
が
そ
こ
に
存
在
す
る
よ
う
な
、

発
揮
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
今
さ
ら
改
め
て
確
認
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
も
し
、

(63) 

は
概
し
て
視
覚
的
形
象
に
よ
っ
て
思
考
す
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
兵
士
の
物
語
の
描
写
は
、
語
り
手
の
想
像
力
の
世
界
に
つ
い
て
の

ミ
メ
ー
シ
ス
の
極
限
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
主
観
の
極
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
主
観
と
客
観
を
、
こ
の
よ
う
な
形
で
そ
の
極
限
に
お
い
て
設
定
す
れ
ば
、

で
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
に
現
実
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
だ
け

そ
れ
と
は
全
く
逆
の
、
別
の
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
主
観
と
客
観
の
相
互
浸
透
を
容
易
な
も
の
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第III章 形式的物語論の展開

の
小
説
美
学
に
近
づ
け
て
行
く
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。

し
か
し

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
作
品
を
次
第
に
過
去

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、

い
わ
ゆ

（
…
）
人
は
少
し
身
を
か
が
め
て
、
目
を
保
護
す
る
た
め
に
手
を
な
お
一
層
額
に
押
し
付
け
て
歩
い
て
い
る
。
額
に
か
ざ
し
た

手
の
下
に
は
、
足
の
前
の
地
面
が
数
十
セ
ン
チ
見
え
る
。
灰
色
の
地
面
の
上
に
、

一
方
そ
し
て
も
う
一
方
と
交
互
に
後
ろ
に
引
か
れ
て
ゆ
く
。

(DL.
p.11) 

こ
の
、
ま
る
で
歩
い
て
い
る
兵
士
に
ハ
ン
ド
カ
メ
ラ
を
持
た
せ
て
自
分
の
足
元
を
撮
影
さ
せ
た
よ
う
な
カ
メ
ラ
ア
イ
風
の
描
写
の

中
に
、
室
内
を
歩
き
回
る
語
り
手
の
姿
を
容
易
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
語
り
手
の
物
語
と

兵
士
の
物
語
の
相
互
浸
透
に
つ
い
て
は
先
に
す
で
に
述
べ
た
の
で
、
こ
れ
以
上
の
具
体
例
の
列
挙
は
割
愛
す
る
。

れ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、
相
互
浸
透
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
て
『
迷
路
の
中
で
』
を
書
い
た
の
か
と

い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
目
的
は
む
し
ろ
中
和
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
こ
そ
、

る
客
観
的
・
即
物
的
描
写
の
執
拗
な
集
積
に
よ
っ
て
作
品
を
構
成
す
る
、
ま
た
別
の
重
要
な
問
題
が
あ
る
。

実
際
、
相
互
浸
透
を
拡
大
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に
物
語
の
水
準
を
攪
乱
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
決
し
て
水
準

を
打
ち
壊
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
相
互
浸
透
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
言
葉
通
り
、
物
語
の
水
準
の
確

立
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
相
互
浸
透
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

す
で
に
見
た
よ
う
に
、

ジ
イ
ド
が
象
嵌
法
の
技
法
を
用
い
た
動
機
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
、
作
家
が
小
説
を
書
く
、
そ
の
こ
と
が
そ

の
作
家
に
与
え
る
影
響
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
言
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ィ
ド
の
象
嵌
法
は
、

も
と
も
と
物
語
の
水
準
の
間
の
相
互
浸
透
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
贋
金
つ
か
い
』
の
物
語
の

一
方
の
足
が
、
次
い
で
も
う
一
方
の
足
が
現
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に） 物語の水準について

水
準
の
積
み
重
ね
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
準
が
次
第
に
下
位
の
水
準
を
包
含
し
つ
つ
同
心
円
状
に
広
が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
図
式
化

し
得
た
わ
け
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
相
互
浸
透
は
客
観
と
主
観
が
確
固
と
し
て
存
在
す
る
中
で
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
、

相
互
浸
透
と
い
う
概
念
は
、
外
的
自
然
と
内
部
世
界
と
の
相
互
浸
透
と
し
て
、

ジ
ィ
ド
を
介
し
て
、
象
徴
派
や
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派

さ
て
、
『
迷
路
の
中
で
』
に
お
い
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
相
互
浸
透
が
、
実
は
そ
の
相
互
浸
透
の
行
わ
れ
る
物
語

の
水
準
の
基
盤
そ
の
も
の
を
消
去
し
て
し
ま
う
た
め
の
方
法
で
あ
る
こ
と
が
、
作
品
の
終
り
近
く
に
な
っ
て
判
明
す
る
。
そ
こ
に
お

い
て
、
室
内
に
居
た
語
り
手
は
、
急
に
兵
士
の
物
語
の
登
場
人
物
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

私
が
最
後
に
訪
れ
た
時
に
は
、
三
本
目
の
注
射
の
必
要
は
無
く
な
っ
て
い
た
。
負
傷
し
た
兵
士
は
も
う
死
ん
で
い
た
の
だ
。

通
り
は
武
装
し
た
軍
隊
で
あ
ふ
れ
、
彼
ら
は
、
歓
喜
と
い
う
よ
り
哀
愁
の
こ
も
っ
た
、

子
を
付
け
て
歌
い
な
が
ら
、
縦
列
を
作
っ
て
進
ん
で
い
る
。

(DL.
p
.
2
1
1
-
2
1
2
)
 

リ
ズ
ム
の
明
瞭
な
歌
を
低
い
音
程
で
拍

し
か
し
、
こ
こ
に
、
単
に
物
語
の
水
準
の
侵
犯
を
見
る
べ
き
で
も
ま
た
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
水
準
の
侵
犯
に
留
ま
る

物
語
の
水
準
の
侵
犯
が
行
わ
れ
る
作
品
は
古
来
い
く
ら
で
も
あ
る
。
比
較
的
新
し
い
例
を
挙
げ
れ
ば
、
例
え
ば
、

レ
ー
モ
ン
・
ク

ノ
ー
の
『
イ
カ
ロ
ス
の
飛
行
』
に
お
い
て
は
、
小
説
の
登
場
人
物
が
、
そ
の
小
説
を
書
い
て
い
る
作
家
の
本
の
中
か
ら
逃
げ
出
し
て

し
ま
う
し
、

マ
ル
セ
ル
・
エ
ー
メ
の
『
マ
ル
タ
ン
君
物
語
』
に
お
い
て
は
、
小
説
家
が
自
分
の
小
説
の
登
場
人
物
の
訪
問
を
受
け
る
。

限
り
、
侵
犯
も
ま
た
水
準
の
確
立
が
前
提
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

の
美
学
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第III章

も
、
も
は
や
意
味
は
な
い
。

形式的物語論の展開

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、

デ
ィ
ド
ロ
の
作
品
な
ど
、
多
く
の
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
の
「
転
説
法
」
を
分
析
し
て
、
転
説
法
に

は
多
く
の
場
合
、
滑
稽
な
、
あ
る
い
は
幻
想
的
な
効
果
が
伴
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
逆
に
言
え
ば
、
転
説
法
を
行
う
た

め
に
は
物
語
の
水
準
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
れ
は
滑
稽
で
幻
想
的
な
こ
と
だ
が
、

そ
の
水
準
を
立
て
た
上
は
、
物
語
全
体
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、

と
い
う
了
解
の
も
と
で
な
け
れ
ば
転
説
法
は
行
え
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

転
説
法
は
、
逆
説
的
に
物
語
の
水
準
の
確
立
を
保
証
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
転
説
法
に
は
、

俗
に
い
わ
ゆ
る
「
作
者
の
介
入
」
、
も
う
少
し
正
確
に
言
え
ば
、
す
な
わ
ち
、
物
語
世
界
外
の
語
り
手
が
急
に
物
語
世
界
内
に
顔
を
出

す
と
い
う
問
題
も
当
然
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
『
贋
金
つ
か
い
』
に
お
い
て
ジ
ィ
ド
が
こ
れ
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り

『
迷
路
の
中
で
』
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
転
説
法
で
は
な
い
。

半
に
お
い
て
は
、
兵
士
の
物
語
と
語
り
手
の
物
語
の
二
つ
の
物
語
の
水
準
を
強
調
し
、
時
に
は
語
り
手
に
兵
士
の
物
語
の
進
め
か
た

を
間
違
わ
せ
た
り
し
て
、
作
品
が
「
小
説
の
小
説
」
で
あ
る
と
い
う
枠
組
み
を
非
常
に
強
調
し
て
物
語
を
進
め
て
お
き
な
が
ら
、
後

半
に
至
っ
て
、
二
つ
の
物
語
の
水
準
を
一
挙
に
混
ぜ
合
わ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
『
迷
路
の
中
で
』
の
物
語
全

体
を
、
多
少
の
矛
盾
は
無
視
し
て
、
兵
士
の
死
に
立
ち
会
っ
た
医
者
が
自
分
の
部
屋
に
帰
っ
て
、
事
件
全
体
を
想
像
し
直
す
物
語
で

あ
る
と
解
釈
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
想
像
力
の
世
界
が
そ
れ
す
な
わ
ち
現
実
で
あ
る
よ
う
な
世
界
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
と
解
釈
し

て
、
現
実
と
想
像
力
の
世
界
の
ア
マ
ル
ガ
ム
、
す
な
わ
ち
、
相
互
浸
透
に
あ
く
ま
で
こ
だ
わ
り
、
物
語
の
水
準
の
救
出
に
固
執
し
て

で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
客
観
と
主
観
の
両
方
を
そ
の
極
限
に
お
い
て
立
て
、

両
極
を
、
す
な
わ
ち
、
物
語
の
水
準
そ
の
も
の
を
中
和
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
『
迷
路
の
中
で
』
の
前
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に） 物語の水準について

た
し
、
小
説
は
内
面
の
真
実
そ
の
も
の
の
表
現
で
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
彼
方
に
あ
る
内
面
の
真
実
を
表
現
す
る
も
の
で
も
な
く
、
そ

．．．．． 

れ
は
、
内
面
の
真
実
の
直
接
的
・
間
接
的
表
現
で
あ
る
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
客
観
や
主
観
と
い
う

も
の
は
、

れ
が
内
面
の
真
実
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
内
面
の
真
実
の
表
現
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
の
中
に
、

義
的
錯
覚
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
た
ペ
テ
ン
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
物
語
の
水
準
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
付
言
す
る
な
ら
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
物
語
の
水
準
の
持
つ
機
能
を
分
類
し
た
一

(65) 

覧
表
を
見
れ
ば
、
後
説
法
に
し
ろ
、
先
説
法
に
し
ろ
、
気
晴
ら
し
の
機
能
に
し
ろ
、
物
語
の
水
準
は
、
元
来
、
そ
れ
が
持
つ
固
有
の

機
能
と
し
て
特
に
重
要
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
物
語
の
水
準
が
作
品
構
成
の
中
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
物

語
の
水
準
に
主
観
・
客
観
と
い
う
意
味
が
振
り
当
て
ら
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
純
粋
に
テ
ー
マ
論
的
な
機
能
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、

逆
に
言
え
ば
、
物
語
の
水
準
と
い
う
問
題
は
、
も
と
も
と
、

そ
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
自
分
の
物
語
論
の
中
で
、
物
語
の
水
準
の
問
題
を
大
き
く
取
扱
い
す
ぎ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
お
り
、

(66) 

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
自
分
が
写
実
主
義
的
錯
覚
に
捕
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
断
っ
て
お
く
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、

で
は
な
い
。
テ
ー
マ
論
的
問
題
の
中
に
小
説
に
つ
い
て
の
重
要
な
問
題
が
山
ほ
ど
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。

て

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
写
実
主

客
観
と
主
観
の
二
つ
の
極
限
を
中
和
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
小
説
に
出
て
く
る
客
観
的
な
も
の
も
主
観
的
な
も

の
も
、
そ
れ
は
た
だ
客
観
的
な
い
し
主
観
的
な
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
と
っ
て
、
「
小
説
の
小
説
」
と
は
、

そ
れ
が
「
小
説
の
小
説
」
で
あ
る
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ

ほ
と
ん
ど
、
何
を
書
く
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
論
的
重
要
性
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ

ほ
と
ん
ど
テ
ー
マ
論
的
重
要
性
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

つ
ま
り
、

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
と
同
様
、
何
も
テ
ー
マ
論
的
重
要
性
が
ど
う
で
も
よ
い
問
題
だ
と
言
う
の
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第III章 形式的物語論の展開

）
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し

否
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
形
式
論
的
問
題
と
テ
ー
マ
論
的
問
題
を
不
用
意
に
混
同
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
写
実
主
義
的
錯
覚
で
あ
る
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
古
来
の
多
く
の
「
詩
学
」
を
通
覧
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
、

三
分
割
理
論
が
、
も
と
も
と
は
言
表
行
為
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
次
第
に
何
を
描
く
の
か
と
い
う
テ

ー
マ
論
的
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
て
行
き
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
詩
学
の
、
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
11
叙
情
的
11
主
観
、
混
合
様
式
11
劇
的
II

主
観
と
客
観
の
相
互
浸
透
、
ミ
メ
ー
シ
ス
11
叙
事
的
11
客
観
、

デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
、
混
合
様
式
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
い
う

の
三
つ
を
設
定
し
、
そ
の
う
ち
の
混
合
様
式
を
優
位
に
置
く
と
い
う

(67) 

文
芸
ジ
ャ
ン
ル
理
論
が
成
立
し
て
ゆ
く
過
程
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
こ
れ
を
あ
く
ま
で
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
と
し

て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
、
例
え
ば
、
「
客
観
描
写
」
や
「
内
的
独
白
」
な
ど
と
い
う
文
芸
用
語
に
出
会

う
度
に
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の
理
論
は
、
時
代
を
越
え
、

ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
問
題
も
越
え
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
広
く
文
芸
シ
ー

ン
全
体
の
中
に
脈
々
と
生
き
残
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、

の
中
で
』
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
に
由
来
す
る
そ
の
三
分
割
理
論
の
枠
組
み
を
、
写
実
主
義
的
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
拒

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、
そ
れ
に
ど
の
程
度
ま
で
成
功
し
た
の
か
と
言
う
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
良
い
結
論
を
書
く

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
ま
だ
ま
だ
個
人
の
意
識
の
再
現
か
ら
脱
却
し
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
主
観
と

客
観
の
両
極
に
設
定
し
た
物
語
の
水
準
を
中
和
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
『
贋
金
つ
か
い
』
の
物
語
の
水
準
の

階
層
の
う
ち
の
二
か
ら
六
ま
で
を
一
挙
に
中
和
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

＊
 

＊
 

＊
 

一
と
七
の
両
極
、

つ
ま
り
い
わ
ば
生
身
の

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
『
迷
路
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（⇒ 物語の水準について

そ
の
こ
と
自
体
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
て
、
以
後
、

る
お
そ
れ
も
あ
り
、
ま
た
し
て
も
異
常
心
理
の
プ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

結
局
、
問
題
は
、

れ
ば
、

『
迷
路
の
中
で
』
以
後
の
作
品
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
と
そ
の
魂
は
や
は
り
残
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
作
品
は
た
だ
書
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
書

か
れ
た
も
の
の
中
に
、
書
い
た
本
人
の
魂
の
反
映
を
見
る
と
い
う
解
釈
が
依
然
と
し
て
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
解
釈
が
出
て
く
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、
「
暗
黙
の
作
者
」
を
立
て
る
作
者
緒
言
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
あ
る
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
ん
な
つ
ま
ら
ぬ
方
法
で
防
止
す
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
『
迷
路
の
中
で
』
を
、
こ
の
ま
ま
語
り
手
の
意
識
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
可
能
性
も
残
っ
て

つ
ま
り
、
語
り
手
が
物
語
を
想
像
し
て
い
る
う
ち
に
そ
の
物
語
が
現
実
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ

そ
れ
を
打
ち
壊
す
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
作
品
内
に
物
語
の
水
準
を
立
て
て
し
ま
っ
た
、
ま
さ
に

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、
こ
の
問
題
を
ど
う
し
た
か
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
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第III章 形式的物語論の展開

作
品
創
作
の
意
図
は
、
未
だ
に
ほ
と
ん
ど
謎
の
ま
ま
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
諸
作

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
五
作
目
の
小
説
『
快
楽
の
館
』
と
六
作
目
の
小
説
『
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
、
特
に
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
は
難
解
な
作
品
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
の
研
究
の
代
表
的
な
も
の
と
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
印
象
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
、
結
局

(68) 

プ
リ
ュ
ー
ス
・
モ
リ
セ
ッ
ト
の
想
像
力
の
自
由
な
展
開
を
主
張
す
る
タ
イ
プ
と
、
ジ
ャ
ン
・
リ
カ
ル
ド
ゥ
ー
風
の
言
葉
の
自
律
的
展

(69) 

開
を
主
張
す
る
タ
イ
プ
の
二
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
で
に
何
度
も
述

べ
た
よ
う
に
、
勝
手
に
話
を
す
る
言
葉
な
ど
と
い
う
不
気
味
な
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
と
は
容
易
に
信
じ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い

し
、
ま
た
、
世
の
中
に
存
在
す
る
意
味
不
明
の
作
品
に
つ
い
て
は
、

衛
的
な
作
品
な
の
だ
と
説
明
す
れ
ば
、
大
概
そ
れ
で
片
が
付
く
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
で
は
、
両
作
品
が
一
体
何
で
あ
る
の
か
、
実
の

と
こ
ろ
誰
に
も
分
っ
て
い
な
い
の
だ
と
言
え
ば
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
、
時
間
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
作
品
構
成
の
変
遷
を
中
心
に
、

品
を
歴
史
的
に
位
置
付
け
る
作
業
を
試
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
両
作
品
の
中
に
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
試

み
の
行
き
着
く
果
て
を
見
、
そ
れ
を
索
描
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
考
察
の
対
象
と
す
る
べ
き
作
品
は

国
物
語
状
況
に
つ
い
て

そ
れ
は
と
り
あ
え
ず
想
像
力
の
自
由
な
展
開
を
可
能
に
す
る
前

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
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語
世
界
外
の
語
り
手
の
そ
の
ま
だ
彼
方
に
、
真
の
、
あ
る
い
は
、
生
身
の
作
者
の
像
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
真
の
作
者
も
嘘

し
か
し

批
評
を
批
判
し
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、

さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、
ま
ず
、
プ
ラ
ト
ン
に
由
来
す
る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
・
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
・
混
合

様
式
」
と
い
う
言
表
行
為
の
あ
り
方
の
三
分
割
理
論
を
、
次
い
で
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
に
由
来
す
る
そ
の
意
味
論
的
変
異
体
、
す
な
わ

ち
「
客
観
・
主
観
・
混
合
様
式
」
と
い
う
三
分
割
理
論
の
中
和
を
企
て
た
こ
と
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ロ
ブ
11
グ

い
わ
ば
、
イ
デ
ア
リ
ス
ム
の
極
端
な
あ
り
方
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
個
人
の
意
識
の
再
現

し
か
し
、
『
迷
路
の
中
で
』
に
お
い
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
行
っ
た
物
語
の
水
準
の
中
和
を
通
し
て
も
、

人
の
意
識
の
再
現
か
ら
脱
し
切
れ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
作
品
は
、
そ
れ
で
も
ロ
プ
11
グ
リ
エ
自
身
の
内
面
の
記
述
で
あ
る
と
理
解

実
際
、
物
語
世
界
外
の
語
り
手
と
い
う
の
は
、

そ
の
作
品
を
書
い
て
い
る
作
者
自
身
に
他
な
ら
ず
、
他
の
誰
で
あ
る
は
ず
も
な
い

だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
語
の
水
準
の
中
和
を
通
し
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
作
品
の
中
に
作
家
の
内
面
を
見
る
の
は
写
実
主
義

的
錯
覚
で
あ
り
、
そ
の
内
面
な
る
も
の
は
、
内
面
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
正

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
主
張
は
そ
う
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
結
局
、

ン
ド
レ
・
ジ
ィ
ド
が
主
張
し
た
よ
う
な
自
己
分
析
的
な
作
品
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
の
で
あ
り
、

延
い
て
は
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
と
っ
て
は
残
念
な
こ
と
に
、
ま
た
実
際
、
非
論
理
的
な
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
は
、
物

を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

国

リ

エ

は

物語状況について

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、

国
物
語
の
水
準
の
徹
底
的
増
殖

い
わ
ゆ
る
精
神
分
析

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
ア

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
は
、
ま
だ
個
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で
あ
る
。

に
お
い
て
は
、

い
く
つ
も
の
第
二
次
物
語
言
説
が
登
場
す
る
か
ら

7

，
 

2
 

形式的物語論の展開

実
際
、

に
思
わ
れ
る
。

の
作
者
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
作
者
は
一
人
で
十
分
で
あ
る
が
、

要
求
す
る
主
張
が
生
れ
る
、
ま
た
―
つ
の
発
想
の
基
盤
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
問
題
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
観
や
客
観
と
い
う
テ
ー
マ
論
的
機
能
を
持
た
せ
た
物
語
の
水
準
の
積
み
重
ね
を
設

定
し
、

そ
れ
ら
を
中
和
し
て
し
ま
っ
て
も
、

い
一
連
の
物
語
言
説
で
あ
り
、

局
、
全
体
的
な
印
象
と
し
て
は
「
内
的
独
白
」
に
近
づ
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

レ
イ
、

ら
れ
る
以
外
に
落
ち
着
き
よ
う
が
な
い
。
こ
う
し
て

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
『
迷
路
の
中
で
』
の
物
語
言
説
は
、
結

し
か
し
、
こ
こ
に
「
暗
黙
の
作
者
」
な
ど
と
い
う
余
分
な
審
級
を

そ
の
後
に
残
る
の
は
、
第
一
次
物
語
言
説
と
も
第
二
次
物
語
言
説
と
も
判
断
の
つ
か
な

そ
の
不
安
定
な
物
語
言
説
は
、
結
局
最
終
的
に
そ
の
よ
う
な
第
一
次
物
語
言
説
で
あ
る
と
位
臨
付
け

ロ
ブ
11
グ
リ
エ
は
、
今
度
は
、
物
語
の
水
準
を
徹
底
的
に
増
殖
さ
せ
、

つ
か
な
い
よ
う
な
作
品
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
快
楽
の
館
』
の
物
語
世
界
に
は
、
第
二
次
物
語
言
説
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
中
の
デ
ィ
ス
プ

立
食
パ
ー
テ
ィ
ー
の
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
所
で
話
を
し
て
い
る
酒
に
酔
っ
た
男
の
語
る
物
語
、

タ
イ
ガ
ー
バ
ー
ム
ガ
ー
デ
ン
の
よ
う
な
彫
像
群
、

ど
れ
が
第
一
次
物
語
言
説
で
あ
る
の
か
判
断
の

ど
う
し
て
も
捕
ま
っ
て
し
ま
う
意
識
の
再
現
の
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
よ
う

ヴ
ィ
ラ
・
ブ
ル
ー
の
庭
園
に
あ
る

ヴ
ィ
ラ
・
プ
ル
ー
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
劇
、
イ
ラ
ス
ト
雑
誌
の
表
紙
の
絵
な
ど
な

ど
。
た
だ
し
、
第
二
次
物
語
言
説
が
多
数
登
場
す
る
と
い
う
、

そ
の
こ
と
自
体
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
程
度
の
差

は
別
に
す
れ
ば
、
多
数
の
第
二
次
物
語
言
説
が
登
場
す
る
よ
う
な
作
品
は
い
く
つ
も
あ
り
、
例
え
ば
、

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
の
日
記
や
ベ
ル
ナ
ー
ル
や
ロ
ー
ラ
の
手
紙
な
ど
、

ジ
ィ
ド
の
『
贋
金
つ
か
い
』



曰 物語状況について

彼
女
は

問
題
は
、

む
し
ろ
第
二
次
物
語
言
説
の
相
互
の
繋
が
り
方
に
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、

『
迷
路
の
中
で
』
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
や

は
り
物
語
の
水
準
の
相
互
浸
透
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ど
ん
な
作
品
で
も
、
第
二
次
物
語

言
説
が
物
語
の
展
開
の
中
で
先
説
法
や
後
説
法
や
要
約
法
的
役
割
を
果
す
限
り
、
第
二
次
物
語
言
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
相
互
的

ま
た
、
物
語
の
水
準
の
侵
犯
が
問
題
な
の
で
も
な
い
。
確
か
に
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、

(10) 

準
の
移
動
を
転
説
法
の
極
端
な
使
用
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
一
体
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
ど
の
作
品
を
問
題
に
し
て

い
る
の
か
分
ら
な
い
の
で
何
と
も
言
え
な
い
が
、
も
し
『
快
楽
の
館
』
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
指
摘
は

正
し
い
と
は
言
え
な
い
。
と
言
う
の
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
物
語
の
水
準
の
侵
犯
を
行
う
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
物
語
の
水

準
が
明
確
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
ら
で
あ
る
。

『
快
楽
の
館
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
水
準
が
も
と
も
と
確
立
さ
れ
て
は
い
な
い

『
快
楽
の
館
』
に
見
ら
れ
る
物
語
の
展
開
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
常
識
は
ず
れ
の
作
品
構
成
は
、
具
体
例
で
も

な
い
限
り
容
易
に
信
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
特
に
特
徴
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
例
を
挙
げ
て
お
く
。

ま
ず
、
作
品
の
七

0
ペ
ー
ジ
で
、
キ
ム
と
い
う
女
性
が
階
段
を
登
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
女
性
も
、
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
マ
ネ
キ
ン

等
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
他
の
第
二
次
物
語
言
説
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
目
散
に
三
階
ま
で
、
あ
る
い
は
四
階
ま
で
昇
る
。
扉
を
そ
っ
と
三
回
ノ
ッ
ク
し
、
返
事
を
待
た
ず
に
す
ぐ
に
中

に
入
る
。
今
日
そ
こ
で
彼
女
を
待
っ
て
い
る
の
は
仲
買
人
で
は
な
く
、
彼
女
が
《
老
人
》
と
い
う
渾
名
し
か
し
ら
な
い
男
だ
。

関
連
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
物
語
の
水
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が
語
る
物
語
に
吸
収
さ
れ
か
け

は
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、
出
口
の
扉
へ
と
向
か
い

最
後
の
場
面
で
は
、

一
人
で
、
あ
る
い

（
…
）
彼
は
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ヌ
レ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
彼
は
一
人
だ
。
彼
は
、
彼
女
が
い
ま
し
が
た
入
っ
て
き
た
ド
ア
に

背
を
向
け
て
い
て
、
彼
女
は
後
ろ
手
で
ド
ア
を
締
め
、
今
そ
の
ド
ア
に
背
を
向
け
て
立
っ
て
い
る
。

(
M
R
.
p.70) 

こ
の
後
、
し
ば
ら
く
室
内
を
描
く
物
語
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
続
い
た
後
、

な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
物
語
は
す
べ
て
、
劇
を
描
く
第
二
次
物
語
言
説
に

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ヌ
レ
が
、
外
出
用
の
黒
っ
ぽ
い
色
の
服
を
着
て
床
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
彼
の
着

衣
に
全
く
乱
れ
は
な
く
、
非
の
打
ち
所
の
な
い
ほ
ど
整
え
ら
れ
た
ソ
フ
ァ
ー
と
仕
事
机
の
間
に
彼
は
横
た
わ
っ
て
い
て
、
机
の

上
に
は
、
書
き
か
け
の
ペ
ー
ジ
が
広
げ
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
（
…
）
。
全
て
の
演
技
は
こ
う
し
て
停
止
し
た
ま
ま
長
い
間

そ
の
ま
ま
続
き
、

音
で
劇
の
終
り
を
知
っ
た
観
客
た
ち
は
拍
手
を
始
め
、
彼
ら
は
一
人
ま
た
一
人
と
イ
ス
か
ら
立
ち
上
が
り
、

次
い
で
、

や
が
て
、
仕
事
机
の
上
に
あ
る
皮
製
の
置
き
時
計
が
沈
黙
の
中
に
目
覚
ま
し
の
単
調
な
音
を
響
か
せ
、
そ
の

(
…
)
。
（

M
R
.
p
p
.
7
3
-
7
4
)
 

ヴ
ィ
ラ
・
プ
ル
ー
の
パ
ー
テ
ィ
ー
を
描
く
物
語
が
続
き
、
物
語
は
そ
の
パ
ー
テ
ィ
ー
会
場
の
ビ
ュ
フ
ェ
で
話
を
す
る
男

従
っ
て
、
赤
ら
顔
を
し
た
太
っ
た
男
が
背
の
高
い
男
に
話
を
す
る
場
面
が
入
る
の
は
、

こ
こ
な
の
だ

(
M
R
.
p
.
7
4
)
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る
。
彼
女
は

マ
ヌ
レ
の
部
屋
の
中
で
ソ
フ
ァ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
女
性
を
描
く
物
語
は
、

つ
い
に
は
再
ぴ
や
や
握
ら
れ
て
し
ま
い
、
人
さ
し
指
だ
け
が
伸
ぴ
た
ま
ま
で
、
中
指
は
少
し
曲
げ
ら
れ

て
い
る
。
他
の
指
と
同
様
に
太
く
て
短
い
中
指
に
は
、
堅
い
石
で
で
き
た
中
国
風
の
大
き
な
指
輪
が
は
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
石

に
は
、
若
い
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
ソ
フ
ァ
の
端
に
半
ば
横
た
わ
り
、
裸
足
の
一
方
の
足
は
ま
だ
床
に
つ
い
て

い
て
、
肘
を
つ
い
て
上
半
身
を
起
こ
し
、
頭
を
後
ろ
に
の
け
ぞ
ら
せ
て
い
る
。

ピ
ュ
フ
ェ
で
話
を
す
る
男
が
は
め
て

(MR. p
.
7
5
)
 

音

こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
快
楽
の
館
』
の
物
語
全
体
は
、
絵
や
劇
な
ど
、
従
来
第
二
次
物
語
言
説
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
も
の
ば
か
り

の
連
続
の
中
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
第
一
次
物
語
言
説
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
。
確
か
に
、
時
々
、

語
り
手
が
現
れ
て
物
語
の
要
約
を
試
み
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
語
り
手
の
語
る
物
語
が
第
一
次
物
語
言
説
な
の
だ
と
も
言

え
な
い
。
語
り
手
の
語
る
物
語
も
、
す
ぐ
に
第
二
次
物
語
言
説
の
連
続
の
中
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

話
を
続
け
、
要
約
し
て
み
よ
う
。
キ
ト
は
1

承
知
の
よ
う
に
1

ヴ
ィ
ラ
・
プ
ル
ー
の
三
階
の
部
屋
を
あ
て
が
わ
れ
て
い

レ
デ
ィ
・
ア
ヴ
ァ
に
よ
っ
て
、
ラ
ル
フ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
い
う
男
に
す
ぐ
に
譲
り
渡
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
男

は
、
新
統
治
領
の
は
ず
れ
で
ケ
シ
を
栽
培
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
（
…
）
重
要
な
こ
と
は
、

が
聞
こ
え
る
。
上
の
方
で
音
が
す
る
。
た
た
く
よ
う
な
音
は
次
第
に
強
く
な
っ
て
ゆ
き
、

太
っ
た
男
の
手
は

い
る
指
輪
を
描
く
物
語
に
な
っ
て
し
ま
う
。

先
に
挙
げ
た

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
そ
の
日
は
…

そ
の
拍
子
は
速
く
な
っ
て
ゆ
く
。
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で
は
、
次
に
何
を
な
す
べ
き
か
。

形式的物語論の展開

意
味
も
な
い
の
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ

(
M
R
.
p
p
.
1
6
0
-
1
6
1
)
 

さ
て
、
こ
れ
で
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
個
人
の
意
識
の
再
現
を
ま
ぬ
が
れ
、
純
然
た
る
虚
構
の
創
造
に
成
功
し
た
か
と
言
う
と
、
と
ん

で
も
な
い
。
す
べ
て
が
第
二
次
物
語
言
説
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

第
二
次
物
語
言
説
は
、

一
階
の
な
い
二
階
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
の
第
二
次
物
語
言

説
が
第
一
次
物
語
言
説
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
事
態
は
以
前
よ
り
悪
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
言
う
の
も
、

そ
れ
の
持
つ
予
言
的
機
能
と
言
い
、
ま
た
、
例
え
ば
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
『
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩

壊
』
の
恐
怖
の
物
語
と
言
い
、
幻
想
的
な
テ
ー
マ
と
深
く
係
わ
っ
て
い
る
た
め
に
、
『
快
楽
の
館
』
の
物
語
全
体
が
ロ
プ
11
グ
リ
エ
自

身
の
悪
夢
の
よ
う
な
幻
覚
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
増
し
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
こ
の
よ
う
な
危
険
性
は
十
分
に
予
測
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
「
暗

黙
の
作
者
」
を
立
て
る
作
者
緒
言
を
置
い
て
、
物
語
が
全
く
の
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
作
者
緒
言
で
断
り
を
入
れ
て
問
題
を
回
避
す
る
と
い
う
の
は
、
結
局
つ
ま
ら
な
い
方
法
で
あ
っ
て
、

の
目
的
が
個
人
の
意
識
を
再
現
し
な
い
作
品
の
創
造
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
問
題
は
作
品
本
体
の
内
部
で
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
何
の

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
意
図
が
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
、

な
か
っ
た
こ
と
自
体
、
こ
の
作
品
で
行
っ
た
試
み
が
、
結
局
は
失
敗
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

物
語
状
況
の
変
幻
自
在
な
入
れ
替
え

そ
の
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
方
法
に
頼
ら
ざ
る
を
得

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
す
で
に
、
小
説
構
成
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
中
和
し
て
の
け
た
。
時
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る。 義
的
錯
覚
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、

間
を
中
和
し
、
焦
点
化
を
中
和
し
、
物
語
言
説
の
距
離
や
テ
ン
ポ
や
語
り
の
審
級
を
中
和
し
、
物
語
の
水
準
を
中
和
し
、

に
し
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、

つ
ま
り
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
言
う
、
物
語
状
況
の
問
題
で
あ

そ
の
よ
う

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
よ
う
な
充
実
し
た
世
界
像
の
再
現
は
簡
単
に
拒
否
し
得
た
け
れ
ど
も
、
個
人
の
意
識
の

再
現
を
拒
否
す
る
こ
と
は
未
だ
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
つ
ま
り
、
作
品
全
体
を
語
る
声
は
た
だ
―
つ
で
あ
る
か
ら
だ
。

今
度
は
、
何
か
新
し
い
方
法
で
こ
の
声
の
統
一
性
を
破
ら
な
い
こ
と
に
は
、
決
し
て
個
人
の
意
識
の
再
現
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
で

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
そ
う
考
え
た
に
違
い
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
先
に
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

こ
れ
は
も
と
も
と
不
可
能
な
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
実
行
を
試
み
て
、
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
お
い
て
、

作
品
に
一
種
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
構
成
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
と
言
っ
て
も
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ー
ン
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
な
ポ
リ
フ

(71) 

ォ
ニ
ー
で
は
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
が
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
で
あ
る
の
は
、
主
と
し
て
直
接
話
法
の
延
々
た
る
使
用
に
よ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
直
接
話
法
を
延
々
と
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
裏
に
作
品
全
体
を
語
る
語
り
手
の
姿
が
消
え
て
し
ま
い
、

(72) 

一
種
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
よ
う
な
物
語
世
界
が
出
現
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
は
、
書
簡
体
小
説
や
、

き
っ
と

き
な
い
。

国 物語状況について

ホ
フ
マ
ン
の
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
と
同
じ
よ
う
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
写
実
主

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
考
え
る
の
は
、
物
語
の
叙
述
人
称
と
語
り
の
。
ハ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
同

時
に
考
え
合
わ
せ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
あ
り
、

(73} 

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
、
過
去
の
諸
研
究
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
小
説
の
物
語
状
況
の
一
覧
表
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
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> 物語世界外

ゼロ 内的 外的

異 質

物語世界的

等 質

物語世界的

物
語
状
況
は
、
も
と
も
と
徹
底
的
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

は
、
物
語
の
水
準
の
問
題
も
考
慮
し
て
、
第
一
次
物
語
言
説
と
第
二
次
物
語
言
説
に
つ
い
て
二
つ
の
表
を
提
示
し
て
い
る
が
、
第
二

次
物
語
言
説
の
表
に
つ
い
て
は
割
愛
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ト
の
作
成
し
た
表
の
中
に
は
、

必
要
な
件
の
み
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
ジ
ュ
ネ
ッ

そ
の
典
型
と
な
る
作
品
例
が
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
省
略
す
る
。

表
の
中
の
指
示
に
あ
る
「
異
質
物
語
世
界
的
」
と
言
う
の
は
、

小
説
の
語
り
の
こ
と
で
あ
り
、
「
等
質
物
語
世
界
的
」
と
言
う
の
は
、

能
性
も
示
唆
し
て
お
り
、

る
と
考
え
ら
れ
る
節
も
あ
る
が
、
こ
の
時
間
的
位
置
の
問
題
は
と
り
あ
え
ず
無
視
す

る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
自
身
も
そ
う
言
う

(74) 

よ
う
に
、
物
語
状
況
の
問
題
一
般
を
考
え
る
場
合
で
も
、
問
題
を
煩
雑
に
す
る
ば
か

り
で
あ
る
し
、
ま
し
て
や
本
書
に
お
い
て
は
無
益
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
今

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
試
み
の
全
体
的
主
旨
を
示
せ
れ
ば
、

さ
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、

そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
お
い
て
、

―
つ
の
作
品

の
中
で
、
こ
の
物
語
状
況
を
目
ま
ぐ
る
し
く
入
れ
換
え
る
の
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、

―
つ
の
作
品
全

体
が
完
全
に
―
つ
の
物
語
状
況
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な

は

ロ
プ
11
グ
リ
エ
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
も
考
慮
に
入
れ
て
い

ま
た
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は

語
り
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
表
に
語
り
の
時
間
的
位
置
を
加
味
し
て
考
え
る
可

一
人
称
小
説
の

い
わ
ゆ
る
三
人
称
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い
こ
と
で
あ
る
。
た
い
て
い
変
調
が
伴
う
わ
け
で
、
例
え
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
悪
霊
』
は
、
全
体
を
見
れ
ば
等
質
物
語
世

界
的
で
焦
点
化
ゼ
ロ
の
物
語
言
説
で
あ
る
が
、
語
り
手
が
シ
ャ
ー
ト
フ
と
共
に
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
の
家
を
訪
問
し
、
彼
女
の
母
親
に
紹

介
さ
れ
る
場
面
な
ど
で
は
、
物
語
は
強
く
語
り
手
に
焦
点
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
物
語
を
語

り
手
に
適
宜
焦
点
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
に
対
す
る
外
的
焦
点
化
を
容
易
な
も
の
と
し
、

ギ
ン
を
謎
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
提
示
す
る
の
に
効
果
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

も
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、

ス
タ
ヴ
ロ
ー

ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』

ア
メ
リ
カ
の
行
動
主
義
的
小
説
の
影
響
を
強
く
受
け
た
、
等
質
物
語
世
界
的
で
外
的
焦
点
化
の
物
語
言

説
で
あ
る
が
、
時
々
強
い
内
的
焦
点
化
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ー
ベ
ー

ル
の
『
ポ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
冒
頭
に
出
て
く
る
有
名
な
「
わ
れ
わ
れ
」
な
ど
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
要
す
る
に
変
調
は
別
に
珍

―
つ
の
作
品
の
中
に
い
く
つ
も
の
物
語
状
況
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
時
々
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
も
、
別
に
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
例
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
何
度
も
引
き
合
い
に
出
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
響
き
と
怒

ベ
ン
ジ
ー
を
語
り
手
と
す
る
等
質
物
語
的
で
内
的
焦
点
化
の
物
語
言

説
で
あ
る
が
、
最
後
の
章
は
異
質
物
語
世
界
的
で
焦
点
化
ゼ
ロ
の
物
語
言
説
、
す
な
わ
ち
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

と
こ
ろ
で
、
先
に
挙
げ
た
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
物
語
状
況
の
表
の
横
枠
、
す
な
わ
ち
焦
点
化
の
問
題
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
自
身
が
そ
う
述

(76) 

べ
て
い
る
よ
う
に
、
よ
く
考
え
て
見
れ
ば
、
作
品
全
体
の
物
語
状
況
の
設
定
に
そ
れ
ほ
ど
強
い
関
与
性
を
持
つ
も
の
で
な
い
こ
と
が

次
々
と
連
続
的
に
物
語
状
況
を
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

全
知
全
能
の
語
り
手
の
世
界
で
あ
る
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
試
み
る
の
は
、
こ
れ
で
も
な
く
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
物
語
が
続
く
中
で

り
』
を
挙
げ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
冒
頭
の
章
は

ま
た

し
い
こ
と
で
も
何
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
試
み
る
の
は
、
こ
の
変
調
で
は
な
い
。
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い
る
。

(PR.
p
.
1
8
)
 

つ
ま
り
、
焦
点
化
の
移
動
は
ど
ん
な
作
品
に
も
大
な
り
小
な
り
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
作
品

全
体
と
し
て
の
枠
組
み
を
設
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、

語
の
叙
述
の
人
称
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
語
り
手
の
物
語
世
界
に
対
す
る
位
置
の
問
題
が
物
語
状
況
の
大
き
な
決
定
要
因
と
な
っ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
語
り
の
位
置
の
移
動
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
か
ら
実
例
を

挙
げ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
だ
。
例
は
、
作
品
を
開
け
ば
ど
こ
に
で
も
出
て
く
る
ほ
ど
多
数
あ
る
の
だ
が
、

ま
ず
、
作
品
の
一
八
ペ
ー
ジ
あ
た
り
で
、
男
が
部
屋
に
侵
入
し
、
若
い
女
性
に
暴
行
を
は
た
ら
く
場
面
が
語
ら
れ
る
。

男
は
そ
の
か
弱
い
娘
よ
り
ず
っ
と
強
く
、
彼
女
は
抵
抗
し
て
も
何
の
効
果
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
ん
な
抵
抗
は
滑
稽
な
ほ
ど
徴
々

た
る
も
の
だ
。
彼
は
、
す
ば
や
く
彼
女
の
唇
か
ら
手
を
離
し
、
両
手
首
を
つ
か
ん
で
後
ろ
に
ま
わ
し
、
今
や
彼
は
、
犠
牲
者
の

背
中
の
腰
の
窪
み
の
あ
た
り
に
、

《
で
、
そ
れ
か
ら
？

む
し
ろ
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
表
の
縦
枠
、

と
り
あ
え
ず
、
わ
れ
わ
れ

そ
の
両
手
首
を
片
方
の
手
で
押
さ
え
付
け
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
彼
女
の
腰
は
反
り
返
っ
て

こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
異
質
物
語
世
界
的
で
サ
ス
ペ
ン
ス
タ
ッ
チ
の
、
外
的
焦
点
化
の
物
語
で
あ
る
。

次
い
で
、
こ
の
同
じ
物
語
が
連
続
し
て
そ
の
ま
ま
、
等
質
物
語
世
界
的
で
、
内
的
焦
点
化
の
物
語
に
な
っ
て
し
ま
う
。

が
特
徴
的
で
あ
る
と
思
う
例
を
二
例
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

わ
か
る
。

つ
ま
り
物
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か
ぶ
っ
た
帽
子
の
縁
に
右
手
を
も
っ
て
い
っ
て

ー
そ
れ
か
ら
彼
女
は
、
次
第
に
お
と
な
し
く
な
り
ま
し
た
。
彼
女
は
ま
た
弱
々
し
く
身
動
き
し
、
痛
む
両
腕
を
振
り
ほ
ど
こ

う
と
す
る
よ
う
な
仕
草
を
し
ま
し
た
が
、

彼
女
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
た
の
で
、
私
は
彼
女
を
締
め
上
げ
る
の
を
や
め
ま
し
た
。
(
…
)
。
》

（…）。

そ
れ
か
ら
、
私
は
黒
い
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
た
男
の
物
語
を
語
り
（
…
）
。

(PR. p
p
.
1
8ー

1
9
)

そ
う
し
て
も
振
り
ほ
ど
け
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
よ
う
で
、

こ
の
直
後
に
、
語
り
手
が
二
人
の
兵
士
と
す
れ
違
う
場
面
が
あ
る
。

私
は
、
前
を
ま
っ
す
ぐ
見
な
が
ら
、
歩
い
た
。

私
に
は
、

二
人
の
兵
士
に
は
、
特
に
何
と
い
う
特
徴
も
な
か
っ
た
。
(
…
)
。

し
か
し
、
も
う
数
メ
ー
ト
ル
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
の
人
物
と
の
出
会
い
が
ど
う
な
っ
た
の
か
知
り
た
く
な
っ
て
、

と
振
り
返
っ
た
。
そ
の
黒
い
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
た
男
は
、
警
官
た
ち
が
い
る
の
に
つ
い
に
気
付
き
（
お
そ
ら
く
、

と
私
の
間
に
来
て
、
私
を
ず
っ
と
追
い
続
け
て
い
る
彼
の
視
線
の
中
に
入
っ
て
き
た
時
に
）
、
彼
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
目
深
に

そ
の
仕
草
の
意
味
が
何
な
の
か
考
え
て
い
る
間
も
な
か
っ
た
。
二
人
の
民
兵
は
、
予
測
も
で
き
な
い
よ
う
な
雰
囲

気
で
、
二
人
と
も
同
時
に
振
り
向
い
て
、
私
を
じ
っ
と
見
つ
め
、
そ
の
場
で
即
座
に
身
動
き
し
な
く
な
っ
た
。

(PR.
p
p
.
2
1ー

2
2
)

ま
た な

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

（…）。

む
し
ろ
そ
れ
が
不
可
能

ち
ょ
っ

二
人
が
彼
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第III章

連
続
的
移
動
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

形式的物語論の展開

こ
の
引
用
文
の
冒
頭
に
出
て
く
る
「
彼
」
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
配
置
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
先
に
挙
げ
た
引
用
文
中
の
「
私
」

と
同
じ
人
物
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
お
い
て
は
、
語
り
手
は
次
々
に
い
ろ
い
ろ
な
人
物
に
変
身
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
作
品
は
人
物
の
統
一
性
を
否
定
し
伝
統
的
な
小
説
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
る

と
い
っ
た
解
釈
を
行
う
の
は
、
あ
ま
り
正
し
い
と
は
言
え
な
い
。
と
言
う
の
も
、
語
り
手
は
昔
か
ら
、

狐
や
猫
等
、
動
物
に
す
ら
平
気
で
変
身
を
続
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
語
り
手
の
変
身
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
物
語
状
況
の

さ
ら
に
、
こ
の
語
り
の
位
置
の
移
動
に
、
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
得
意
な
外
的
焦
点
化
と
内
的
焦
点
化
の
漸
進
的
移
行
が
伴
い
、
ま
た
、

跡
を
描
い
て
、
フ
エ
ル
ト
の
帽
子
の
縁
に
届
い
た
。

(
P
R
.
p
.
2
3
)
 

く
街
路
の
向
こ
う
に
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
き
、

こ
れ
は
、
等
質
物
語
世
界
的
で
内
的
焦
点
化
の
物
語
で
あ
る
が
、
こ
の
同
じ
物
語
は
、

し
か
し
、

い
ろ
い
ろ
な
人
物
に
、
ま
た

そ
の
ま
ま
連
続
し
て
、
す
ぐ
に
異
質
物
語

そ
れ
で
も
、
背
後
に
い
る
三
人
の
目
撃
者
た
ち
に
対
し
て
目
立
た
な
い
よ
う
に
歩
調
を
速
め
さ
え
し
て
、
彼
は
歩

き
続
け
た
。
鮮
や
か
な
プ
ル
ー
に
塗
ら
れ
た
家
の
前
で
、
二
人
の
警
官
は
、
相
変
わ
ら
ず
彫
像
の
よ
う
に
身
動
き
せ
ず
、

の
な
い
ま
な
ざ
し
で
、
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
シ
ル
エ
ッ
ト
を
じ
っ
と
見
つ
め
、

そ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
は
す
ぐ
に
、
長
く
ま
っ
す
ぐ
続

一
方
、
黒
い
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
た
男
の
手
袋
を
は
め
た
手
は
、

世
界
的
で
外
的
焦
点
化
の
物
語
に
移
行
し
て
し
ま
う
。

生
気

ゆ
っ
く
り
と
軌
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況
の
連
続
的
移
行
の
方
法
を
試
み
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

例
え
ば
物
語
の
冒
頭
に
お
い
て
、
作
品
全
体
の
構
想
を
述
べ
て
い
る
よ
う
な
焦
点
化
ゼ
ロ
の
物
語
も
存
在
す
る
の
で
、

最
初
の
場
面
は
、
大
変
索
早
く
展
開
す
る
。
そ
の
場
面
は
、
す
で
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
だ
。
め
い
め
い
が

自
分
の
役
割
を
暗
記
し
て
い
る
。
今
や
、
言
葉
や
動
作
は
し
な
や
か
に
継
起
し
、
次
々
と
滑
ら
か
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
ま
る
で
、

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
見
ら
れ
る
物
語
状
況
の
移
動
は
、

ほ
ぼ
全
部
辿
り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
は
容
易
に
想
像
の
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
に
挙
げ
た
暴
行
場
面
の
う
ち
の

等
質
物
語
世
界
化
の
例
に
お
い
て
は
、
「
私
」
と
称
す
る
人
物
が
直
接
話
法
で
暴
行
の
物
語
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
等
質
物
語
世
界

を
割
愛
し
た
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
第
二
次
物
語
言
説
の
領
域
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
、
物
語
状

一
例
は
挙
げ

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
作
成
し
た
第
一
次
物
語
言
説
の
表
の
項
目
を

つ
ま
り
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
見
ら
れ
る
物
語
状
況
の
移
行
は
、
わ
れ
わ
れ
が
引
用
す
る
の

(77) 

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
第
二
次
物
語
言
説
で
外
的
焦
点
化
の
例
を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
そ
の

と
お
り
で
わ
れ
わ
れ
に
も
思
い
当
ら
な
い
が
、
作
品
を
必
ず
全
体
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
け
れ
ば
、

る
こ
と
が
で
き
る
。
『
迷
路
の
中
で
』
の
第
二
次
物
語
言
説
は
、
第
二
次
物
語
言
説
で
等
質
物
語
世
界
的
で
外
的
焦
点
化
の
物
語
の
例

に
な
る
し
、
物
語
の
終
り
の
方
で
語
り
手
が
兵
士
の
物
語
の
登
場
人
物
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
至
る
ま
で
の
、
前
半
の
第
二
次

物
語
言
説
は
、
異
質
物
語
世
界
的
で
外
的
焦
点
化
の
物
語
で
あ
る
。

化
が
始
ま
る
わ
け
だ
か
ら

よ
く
油
を
さ
さ
れ
た
機
械
の
部
品
の
よ
う
に
。

(PR.
p
.
7
)
 

つ
ま
り
、
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だ
が
し
か
し
、
で
あ
る
。
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
お
い
て

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
試
み
た
の
は
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ

明
の
映
画

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
語
り
手
の

ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
は
作
品
の
草
稿
で
は
な
い
し
、
ま
た
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
作
品
の
草
稿
の
よ
う
な
作
品
な
ど
と
い
う
、
あ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
後
期
の
作
品
が

小
説
の
草
稿
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
つ
に
至
り
、
読
ん
で
い
て
も

一
体
物
語
世
界
の
内
側
に
い
る
の
か
外
側
に
い
る
の
か
、
空
間

と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、

の
感
覚
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
よ
う
な
独
特
の
ト
ポ
ロ
ジ
ッ
ク
な
雰
囲
気
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

ネ
オ
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
風
の
イ
メ
ー
ジ
に
た
と
え
ら
れ
る
原
因
の
―
つ
は
、
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
も
ち
ろ
ん
『
ニ

か
ら
さ
ま
な
写
実
主
義
的
錯
覚
に
基
づ
く
作
品
を
書
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

声
の
統
一
性
を
破
ろ
う
と
し
て
、
熟
考
の
末
に
作
品
を
構
成
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
直
接
話
法
の
延
長
に
よ
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
錯
覚
を
用
い
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
説
明
を
省
く

(78) 

た
め
に
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
挙
げ
た
例
を
そ
の
ま
ま
借
用
す
る
が
、
『
ポ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
よ
う
な
不
定
焦
点
化
や
、
黒
澤

『
羅
生
門
』

の
よ
う
な
多
元
焦
点
化
の
物
語
の
よ
う
な
焦
点
化
の
錯
覚
に
よ
る
の
で
も
な
く
、

て
も
一
人
で
語
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
作
品
を
創
作
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
は
事
実
で
あ
っ
て
、
正
当
に
評
価
さ

れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
の
作
品
全
体
は
、
物
語
状
況
の
ま
る
で
定
ま
ら
な
い
、

か
な
り
奇
抜
な
方
法
を
用
い
て
、

れ
ま
た
新
手
の
写
実
主
義
的
錯
覚
の
生
産
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
『
消
し
ゴ
ム
』
に
お
い
て
、
「
内

的
独
白
」
が
写
実
主
義
的
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、

そ
の
「
内
的
独
白
」
の
裏
に
隠
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
全
体
を
語
る
声
の
存
在
を

露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暴
露
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
全
体
を
語
る
声
は
、
そ
の
定
義
か
ら
し
て
、

と

ひ
と
ま
と
ま
り

の
テ
キ
ス
ト
が
そ
こ
に
あ
る
限
り
、
ど
う
し
た
と
こ
ろ
で
必
ず
―
つ
に
し
か
成
り
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
ニ
ュ
ー
ヨ

い
わ
ば
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長
い
髪
を
運
転
手
用
の
大
き
な
帽
子
の
下
に
隠
し
た
ジ
ョ
ー
ン
は

ベ
ン
と
す
れ
違
う
た
び
に
気
を
ひ
く
よ
う
な
雰
囲
気
で
ほ

ー
ク
革
命
計
画
』
で
、

ー
で
も
、
彼
女
は
、

モ
リ
ス
に
偽
装
し
た
マ
リ
フ
ァ
ナ
入
り
の
た
ば
こ
の
カ
ー
ト
ン
を
、
白
の
ビ
ュ
イ
ッ
ク
に
積
み
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
の
よ
。

（…）。（…）。

ー
そ
れ
は
簡
単
よ
。

の
男
は
一
体
誰
な
の
？

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
行
っ
た
試
み
の
本
質
を
示
し
て
い
る
の
は
、
作
品
の
次
の
部
分
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
公
園
の
垣
根
の
茂
み
の
中
で
、
二
人
の
男
と
一
緒
に
何
を
し
て
い
た
の
？

ま
た
、

そ
の
二
人

一
人
は
ベ
ン
・
サ
イ
ド
で
、
も
う
一
人
は
語
り
手
な
の
。
彼
ら
は
三
人
と
も
、
普
通
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ベ
ン
・
サ
イ
ド
は
、
作
業
を
始
め
て
以
来
ず
っ
と
、

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
か
じ
る
時
以
外
は
口
を
つ
ぐ
ん
だ
ま
ま
だ
。
語
り
手

は
、
彼
が
す
ね
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
普
段
は
む
し
ろ
お
喋
り
だ
か
ら
だ
。
作
業
の
た
め
に

ほ
笑
み
、
彼
に
ウ
イ
ン
ク
す
る
が
、
彼
は
何
の
反
応
も
示
さ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
に
は
笑
顔
を
浮
べ
る
様
子
も
な
い
か
ら

だ
。
こ
ん
な
二
人
の
か
け
ひ
き
が
う
っ
と
う
し
く
な
っ
た
語
り
手
ー
《
私
〉
と
言
お
う
、

そ
の
方
が
簡
単
だ
ろ
う
ー
は
、

少
し
離
れ
て
、
青
木
の
茂
み
の
向
こ
う
に
何
も
残
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
長
い
間
調
べ
て
い
る
。
で
、
そ
の
時
、
そ
の
娘
が
、

ま
る
で
誰
か
が
す
で
に
そ
こ
を
探
し
て
い
る
の
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
よ
う
な
雰
囲
気
で
、

っ
て
こ
よ
う
と
す
る
。
(
…
)
。

ち
ょ
う
ど
同
じ
場
所
を
調
べ
に
や

彼
女
は
、
す
ぐ
に
は
答
え
な
い
。
彼
女
は
、
枯
葉
を
三
枚
持
ち
上
げ
れ
ば
カ
ー
ト
ン
が
見
付
か
る
と
信
じ
て
い
る
よ
う
な
ふ
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ば
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
結
局
、
直
接
話
法
の
ミ
メ
ー
シ
ス
に
よ
る
錯
覚
と
同
じ
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
見
れ

ば
、
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
お
い
て
行
っ
た
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
試
み
は
、
根
本
的
に
ミ
メ
ー
シ
ス
の
錯
覚
と
大
し
て
異
な
る

さ
て
、
こ
こ
で
、
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
つ
い
て
、
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

＾
そ
の
一
〉

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
小
説
か
ら
写
実
主
義
的
錯
覚
を
追
放
す
る
た
め
に
、
意
識
の
再
現
を
拒
否
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

義
的
錯
覚
を
用
い
る
羽
目
に
陥
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

し
か
し
、
こ
の
作
品
に
至
っ
て
、
意
識
の
再
現
を
拒
否
す
る
こ
と
に
や
っ
き
に
な
る
余
り
、
拒
否
す
る
手
段
と
し
て
新
た
な
写
実
主

(79} 

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
物
語
言
説
が
言
説
で
あ
る
限
り
、
語
る

行
為
の
ミ
メ
ー
シ
ス
を
拒
否
す
る
の
は
お
そ
ら
く
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。

〈
そ
の
二
〉
し
か
し
、
写
実
主
義
的
錯
覚
に
極
め
て
敏
感
な
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
、
す
で
に
自
分
で
拒
否
し
た
ミ
メ
ー
シ
ス
の
錯
覚
に

と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

に
変
化
す
る
わ
け
で
あ
り
、

り
を
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
顔
を
上
げ
、
ま
る
で
偶
然
を
装
っ
て
何
か
計
算
し
た
上
で
演
技
で
も
し
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気

で
、
私
を
じ
ろ
じ
ろ
と
な
が
め
る
。
そ
の
こ
と
は
私
は
も
う
語
っ
た
し
、
私
は
そ
う
思
っ
て
い
る
の
だ
が
（
…
）
。

(PR. p
p
.
7
2
-
7
4
)
 

次
第
に
移
り
変
わ
る
語
り
手
の
変
化
を
示
す
た
め
に
引
用
が
少
し
長
文
に
わ
た
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
要
す
る
に
、
引
用
文
の
出
だ

し
は
J
R
と
ロ
ー
ラ
と
い
う
二
人
の
女
性
の
対
話
な
の
で
あ
る
が
、

J
R
の
質
問
に
答
え
る
ロ
ー
ラ
の
物
語
が
、
そ
の
ま
ま
異
質
物

語
世
界
的
な
物
語
に
移
行
し
た
後
、
引
用
文
中
に
出
て
く
る
二
人
の
男
の
う
ち
の
一
人
を
語
り
手
と
す
る
等
質
物
語
世
界
的
な
物
語

つ
ま
り
、
女
性
の
語
り
手
の
声
が
い
つ
の
ま
に
か
男
性
の
声
に
変
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
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本
節
の

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
本
書
の
表
題
は
、
実
は
「
ア
ラ
ン
・
ロ
プ
11
グ
リ
エ
氏
と
自
由
」
に
し
た
か
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
そ

う
し
な
か
っ
た
の
か
と
言
う
と
、

た
か
ら
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、

り
は
全
く
な
い
し
、
皮
肉
を
言
う
つ
も
り
も
毛
頭
な
い
。
逆
に
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
写
実
主
義
的
錯
覚
を
追
放
し
よ
う
と
し
た
そ
の
動
機
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
何
も
こ
こ
ま
で
や
ら
な

く
て
も
よ
か
ろ
う
と
も
思
う
の
で
あ
る
。
あ
る
か
な
い
か
、

わ
れ
わ
れ
は

易
々
と
引
っ
掛
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
い
か
に
も
不
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、

義
的
錯
覚
の
生
産
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
十
分
理
解
し
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
お

結
局
、
自
ら
新
た
な
写
実
主
義
的
錯
覚
を
生
産
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
は
、
ま
さ
に
夢
で
し
か
な
い
「
革
命
」
の
物
語
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

年
代
後
半
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
の
時
代
が
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
諸
作
品
の
歴
史
的
推
移
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
当
然
、
二
番
目
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
思

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
皮
肉
を
言
っ
た
り
、
批
判
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
が
嫌
だ
っ

サ
ル
ト
ル
が
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
に
対
し
て
行
っ
た
よ
う
な
批
判
を
ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
対
し
て
行
っ
た
つ
も

＊
 

も
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
や
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

＊
 

ロ
プ
11
グ
リ
エ
に
は
、
深
い
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

や
る
か
や
ら
ぬ
か
と
い
う
二
項
対
立
型
の
発
想
に
は
大
変
メ
リ
ッ
ト
も

＊
 

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
ま
た
し
て

フ
ラ
ン
ス
の
一
九
六
〇

い
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
小
説
か
ら
写
実
主
義
的
錯
覚
を
、
つ
ま
り
意
識
の
再
現
を
、
徹
底
的
に
追
放
し
て
し
ま
お
う
と
す
れ
ば

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
自
分
が
試
み
て
い
る
の
が
写
実
主
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し あ
る
が
、
し
か
し
、

や
り
す
ぎ
る
と
行
き
詰
ま
る
。
ど
の
道
、
小
説
は
写
実
主
義
的
錯
覚
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
し
、
ま
た

そ
こ
に
こ
そ
味
わ
い
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
う
考
え
つ
つ
も
、

グ
リ
エ
の
姿
勢
に
は
、
文
化
的
基
盤
は
わ
れ
わ
れ
と
は
違
っ
て
も
、
何
か
良
心
の
裏
付
け
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、

一
九
八
四
年
に
、
自
伝
的
作
品
『
よ
み
が
え
る
鏡
』
を
発
表
し
た
、
こ
れ
は
依
然
と
し
て
、
単
純
過
去
形
を

ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
両
親
と
同
じ
よ
う
に
ロ
プ
11
グ
リ
エ
の
他
の
作
品
の
作
中
人
物
ら
し
い
人
物
が
登

場
し
活
躍
す
る
と
い
う
奇
妙
な
自
伝
で
あ
る
が
、

と
に
か
く
そ
こ
で
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
戦
中
戦
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出
を
語
っ
て

ロ
プ
11
グ
リ
エ
を
非
難
す
る
よ
り
は
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
実
作
品
の
創
作
を
通
じ
て
、
ま
ず
、

つ
い
で
、
個
人
の
意
識
内
の
世
界
を
描
く
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

構
築
」
を
試
み
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

て
く
る
も
の
が
「
戯
れ
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

あ
る
。

ベ
ル
ク
は
日
本
の
文
化
の
中
に
、
自
我
の
フ
ァ
ジ
ー
な
あ

そ
れ
で
も
徹
底
的
に
自
己
検
討
を
続
け
て
ゆ
く
ロ
プ
11

む
し
ろ
安
堵
の
念
を
お
ぽ
え
る
の
で

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
よ
う
な
充
実
し
た
世
界
を
描
く
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
革
命
計
画
』
に
お
い
て
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
そ
の
脱
構
築
の
果
て
に
出

そ
の
「
戯
れ
」
も
ま
た
写
実
主
義
的
錯
覚
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

健
郎
の
『
「
甘
え
」
の
構
造
』
を
批
判
し
、
元
来
日
本
に
は
自
我
は
な
く
自
分
し

日
本
学
の
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
、
土
居

(80) 

か
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
実
際
、
本
来
あ
り
も
し
な
い
「
自
我
」
を
前
提
に
し
て
日
本
文
化
を
批
判
す
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う

ベ
ル
ク
の
論
旨
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
し
か
し
日
本
に
は
自
我
が
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
多
少
腹
も
立
つ
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
は
何

も
そ
ん
な
に
付
和
雷
同
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
を
言
え
ば
、

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
｀
こ
こ
に
文
学
的
転
向
を
見
て

一
切
使
用
し
な
い
、
し
か
も
、

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は

戦
争
の
残
し
た
傷
痕
は
深
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、
小
説
の
「
脱
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極
論
で
あ
っ
て
間
違
っ
て
い
る
だ
け
だ
。

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
や
は
り

国 物語状況について

り
方
を
見
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

ベ
ル
ク
の
指
摘
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、

ラ
ン
ス
で
日
本
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
か
が
非
常
に
良
く
分
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。(81} 

日
本
講
演
に
お
い
て
、

こ
れ
だ
け
の
脱
構
築
を
続
け
な
が
ら
も
ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
、

を
前
に
、
何
と
世
界
に
は
空
白
が
あ
る
と
力
説
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

う
か
ら
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど

H
本
人
ば
か
り
の
聴
衆

そ
ん
な
こ
と
は
大
昔
か
ら
承
知
の
こ
と
で
あ

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
何
と
し
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
良
い
の
で
あ
る
。
何

が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
文
化
の
総
て
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、

そ
の
必
要
も
な
い
と
思

ロ
プ
11
グ
リ
エ
は
『
よ
み
が
え
る
鏡
』
に
お
い
て
、
作
風
を
多
少
と
も
伝
統
的
な
形
に
戻
し
、
デ
リ
ダ
も
H
本
講
演
で
、
脱
構
築

(82) 

に
は
否
定
的
な
意
味
は
な
い
と
述
べ
、
態
度
を
軟
化
さ
せ
て
い
る
。
魂
は
実
在
す
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
実
在
し
な
い
と
し

か
答
え
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
存
在
し
な
い
と
言
い
切
っ
た
時
、
世
界
に
は
野
原
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
小
説
の

中
に
は
、
や
は
り
歴
史
や
人
生
や
魂
を
読
み
取
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
小
説
が
そ
れ
ら
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が

G
e
r
a
r
d
 Genette; N
o
u
v
e
a
u
 d
蒋
ours
d
u
 recit、
p
.
6
8
.
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e
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vol.2,
p
.
1
9
5
.
 

ロ
プ
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グ
リ
エ
や
デ
リ
ダ
を
見
て
い
る
と
、
な
ぜ
フ
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第III章 形式的物語論の展開

果
も
踏
ま
え
れ
ば
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
の
解
釈
は
モ
リ
セ
ッ
ト
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
ロ
プ
11
グ
リ
エ
が
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
提
示
し
た
も
の

を
真
に
受
け
た
時
に
の
み
成
立
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
立
場
が
違
い
す
ぎ
る
の

で
、
本
書
に
お
い
て
は
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
の
論
考
を
例
に
挙
げ
て
検
討
す
る
こ
と
は
割
愛
し
た
い
。
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フ
ロ
イ
ト
や
ラ
カ
ン
の
著
作
に
し
ろ
、
多
数
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
の
で
、
特
に
例
示
し
な
い
。
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