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目
　
　
次

　
は
じ
め
に

Ⅰ
　
言
葉
の
「
引
力
」
に
つ
い
て

 

＊
言
葉
が
詩
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
ま
た
は
宮
澤
賢
治

Ⅱ
　
言
葉
の
「
和
力
」
に
つ
い
て

 

＊
詩
が
〈
詩
〉
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
ま
た
は
那
珂
太
郎

Ⅲ 

　
言
葉
の
「
斥
力
」
に
つ
い
て

 

＊
〈
詩
〉
が
〈
言
葉
〉
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
ま
た
は
江
代
充

　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
本
論
考
は
、
そ
こ
で
の
「
お
わ
り
に
」
で
予
告
し
た
と
お
り
、
先
立
つ

「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
生
成 --- ＜

言
語
作
用
の
観
察＞

」（
追
手
門
学
院
大
学
国

際
教
養
学
部
紀
要
第
十
四
号
所
収
、
二
○
二
一
年
二
月
発
行
）
の
続
稿
で
あ

り
、
内
容
は
前
稿
と
対
を
な
し
て
い
る
。
元
来
は
一
つ
の
論
文
「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
生
成
と
行
方
」
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
紀
要
掲
載
時

に
規
定
文
字
数
を
大
幅
に
超
え
た
た
め
、
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
て
、
本
文
の

構
成
も
組
み
替
え
、「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
生
成 --- ＜

言
語
作
用
の
観
察＞

」
お

よ
び
「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
行
方 --- ＜

言
語
作
用
の
考
察＞

」
の
二
論
文
と
し

て
、
前
者
を
紀
要
第
十
四
号
に
掲
載
し
た
。
今
回
は
後
者
を
本
号
に
掲
載
す

る
。

　
た
だ
し
、
校
閲
作
業
中
の
再
考
に
よ
り
、
本
論
考
に
連
な
る
考
察
は
、
さ

〝
詩ぽ

 え

 じ

 い

的
感
興
〞
の
発
現
　＜

言
語
作
用
の
考
察＞

﹇
1
﹈
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ら
に
「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
変
容
」、「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
転
回
」「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞

の
躍
動
」
と
続
く
見
透
し
が
得
ら
れ
た
の
で
、「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
行
方
」
と

題
す
る
論
考
は
、
そ
れ
ら
の
後
に
、
一
連
の
考
究
全
体
を
総
括
す
る
も
の
と

し
て
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
着
想
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
論

文
題
は
、
前
稿
で
の
予
告
と
は
異
な
る
「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
発
現 --- ＜

言
語

作
用
の
考
察＞
」
に
変
更
し
た
。

　
論
考
の
焦
点
は
、
前
稿
で
の
予
告
ど
お
り
、
そ
こ
で
析
出
し
た
言
葉
の

「
引
力
」「
和
力
」「
斥
力
」
の
働
き
を
、＜

言
語
作
用＞

の
水
準
で
解
明
す
る

こ
と
に
あ
る
。

Ⅰ 

　
言
葉
の
「
引
力
」
に
つ
い
て

 

＊
言
葉
が
詩
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
ま
た
は
宮
澤
賢
治

　
宮
澤
賢
治
の
〝
詩
〞
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
推
敲
途
中
の
草
稿
の
ま
ま
遺

さ
れ
て
い
る
。
研
究
者
た
ち
の
熱
心
な
校
訂
を
経
て
、
そ
の
作
品
群
は
、
今

で
こ
そ
、〝
詩
〞
や
〝
童
話
〞
に
と
ど
ま
ら
ず
、
農
業
指
導
の
た
め
の
ノ
ー
ト

や
地
質
学
の
研
究
、
さ
ら
に
集
会
案
内
や
手
帖
ま
で
を
も
含
め
て
、
僅
か
な

追
加
・
削
除
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
校
異
と
も
ど
も
、
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て

活
字
化
さ
れ
て
い
る
が﹇
2
﹈、
賢
治
が
生
き
て
い
た
時
代
に
息
づ
い
て
い
た

〝
詩
〞
の
言
葉
の
姿
は
と
い
え
ば
、
複
雑
な
推
敲
の
跡
を
残
し
つ
つ
未
完
の
ま

ま
放
置
さ
れ
た
、
あ
の
書
き
な
ぐ
り
の
草
稿
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生
前

出
版
さ
れ
た
唯
一
の
詩
集
『
春
と
修
羅
』
で
さ
え
、
賢
治
自
身
の
手
で
添
削

さ
れ
た
も
の
が
、
複
数
冊
残
さ
れ
て
い
る﹇
3
﹈。
し
た
が
っ
て
、
詩
人
が
言
葉

を
選
び
抜
き
、
明
確
な
制
作
意
識
の
下
に
、
充
分
な
時
間
を
か
け
な
が
ら
刻

苦
し
て
、
絶
妙
に
組
み
上
げ
た
作
品
こ
そ
詩
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
に
立
て

ば
、
賢
治
の
〝
詩
〞
は
ど
れ
も
書
き
か
け
で
あ
り
、
詩
作
品
の
テ
ク
ス
ト
と

し
て
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
代
物
で
あ
る
。
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
で
は
、
ま
っ
た
く
の
無
作
為
に
し
て
徒
手
空
拳
、
ゆ
き
あ
た
り
ば
っ
た
り

の
成
り
ゆ
き
任
せ
で
賢
治
が
〝
詩
〞
を
書
い
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
ん
な
走
り
書
き
が
あ
る
﹇
4
﹈。

　
　
　
ワ
タ
ク
シ
　
ア
ナ
タ
ノ
　
メ
デ
　
シ
リ
マ
シ
タ

　
　
　
ア
ゝ
サ
ウ
　
ア
ナ
タ
ハ
　
ハ
デ
　
ワ
カ
リ
マ
ス

　
　
　
サ
ウ
デ
ス
　
ワ
タ
ク
シ
　
ハ
ガ
　
シ
ル
シ
デ
ス

　
　
　
エ
ゝ
エ
ゝ
　
ア
ナ
タ
ガ
　
ア
カ
メ
ナ
ヤ
ウ
ニ

こ
こ
に
は
、
音
数
律
に
つ
い
て
の
試
考
が
見
て
と
れ
る
。
一
行
一
五
音
を
八

音
と
七
音
で
分
か
ち
、
そ
れ
ら
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
で
〝
詩
〞
の
基
調
と
な

る
リ
ズ
ム
を
作
り
つ
つ
、
終
結
部
分
で
は
、
そ
れ
ま
で
2
＋
5
で
作
っ
て
い

た
七
音
を
4
+
3
と
破
調
に
し
て
、
そ
れ
で
詩
文
に
ふ
さ
わ
し
い
落
ち
着
き

が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
実
験
し
て
い
る

様
子
が
窺
え
る
。

　
あ
る
い
は
、
音
数
律
に
つ
い
て
の
意
識
は
ま
た
、
こ
ん
な
鉛
筆
書
き
の
メ

モ
に
も
露
顕
し
て
い
る
﹇
5
﹈。

4⎞
⎠

8

4

⎞
⎠

7
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３ 

４
　
５

　
　
　
４ 

３
　
５

　
　
　
４ 

３
　
５

　
　
　
３ 
４
　
５

こ
こ
で
は
、
七
五
調
に
お
け
る
七
音
の
構
成
を
3
+
4
と
4
+
3
の
二
通
り

立
て
、
そ
れ
に
五
音
を
組
み
合
わ
せ
て
一
行
を
つ
く
る
と
き
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
を
ど
の
よ
う
に
並
べ
て
四
行
を
組
み
立
て
る
か
、
と
い
う
思
案
の
一
端
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
れ
は
、
時
枝
誠
記
が
『
国
語
学
原
論
』
の
第
六
章
「
言

語
美
論
」
の
中
で
日
本
語
に
お
け
る
「
音
声
の
休
止
」
と
い
う
現
象
に
注
目

し
、
こ
の
「
休
止
」
が
音
の
「
群
団
化
の
標
識
と
な
る
」
と
い
う
点
こ
そ
「
国

語
に
お
け
る
リ
ズ
ム
群
団
化
の
一
の
重
要
な
る
方
法
」、
と
し
た
と
こ
ろ
に

符
合
す
る
﹇
6
﹈。
す
な
わ
ち
、
時
枝
は
次
の
文
例
を
挙
げ
て
い
た
。

　
　
　
イ
セ
ヘ
ナ
ナ
タ
ビ
　
ク
マ
ノ
ヘ
サ
ン
ド

　
　
　
シ
バ
ノ
ア
タ
ゴ
ヘ
　
ツ
キ
マ
イ
リ

そ
し
て
「
右
は
七
七
七
五
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
三

－

四
、
四

－

三
、
三

－

四

－
五
の
比
に
よ
っ
て
排
列
さ
れ
た
も
の
で
、
右
の
如
き
分
析
は
、
決
し

て
機
械
的
な
分
析
で
な
く
、
歌
謡
そ
の
も
の
の
本
質
に
即
し
た
も
の
で
あ

る
」﹇
7
﹈
と
言
っ
て
い
た
。
賢
治
も
ま
た
、
3
+
4
も
し
く
は
4
+
3
へ
さ

ら
に
五
音
を
加
え
る
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
、
定
型
詩
そ
の
も
の
の
本
質
に
即

し
て
、
七
五
の
リ
ズ
ム
の
妙
法
を
探
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
文
語
詩
の
音
数
律
に
つ
い
て
は
、
文
語
詩
「
社
会
主
事
　
佐
伯
正

氏
」
下
書
稿
の
用
紙
裏
面
に
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
で
記
さ
れ
た
覚
書
が

興
味
深
い
﹇
8
﹈。

　
　
　
　
　
　
　 

文
語
詩
双
四
聯
に
関
す
る
考
察

　
　
　
一
、 　
概
説
　
文
語
定
型
詩
、
双
四
聯
、
沿
革
、
今
様
、
藤
村
、
夜
雨
、

白
秋
、

　
　
　
二
、　
双
四
聯
に
於
け
る
起
承
転
結

　
　
　
三
、　
格
律
、
短
句
構
成
法
、

　
　
　
四
、　
韻
脚
、

こ
こ
か
ら
は
、
詩
作
に
つ
い
て
の
方
法
論
的
な
関
心
と
、
そ
の
具
体
的
な
研

究
方
針
が
読
み
取
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宮
澤
賢
治
は
言
葉
の
使
用
に
つ
い
て
実
に
細
心
で
あ
り
、

言
葉
の
作
用
に
つ
い
て
探
究
も
し
、
ま
た
詩
作
の
実
践
に
お
い
て
も
意
識
的

な
配
慮
を
怠
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
メ
モ
﹇
9
﹈。

　
　
　
詩
は
裸
身
に
て
理
論
の
至
り
得
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
を
探
り
来
る

　
　
　
　
　
　
そ
の
こ
と
決
死
の
わ
ざ
な
り

　
　
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
に
詩
を
な
す
は



－ 131 －

“詩
ぽ

的
え

感
じ

興
い

”の発現　＜言語作用の考察＞ （ ）4

　
　
　
　
　
　
直
観
粗
雑
の
理
論
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屈
し
た
る
な
り

こ
こ
で
「
理
論
の
至
り
得
ぬ
」
と
記
入
さ
れ
た
箇
所
の
右
側
に
は
、
ブ
ル
ー

ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
で
人
間
の
顔
等
の
戯
画
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
確
か

め
て
み
る
と
、
即
興
の
小
さ
な
〝
ポ
ン
チ
絵
〞
と
い
っ
た
画
風
で
あ
る
﹇
10
﹈。

メ
モ
の
紙
面
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
。
し
か
し
、「
決
死
の
わ
ざ
な
り
」
と
い
う
一
言

は
、
詩
作
と
い
う
行
為
に
身
を
賭
し
た
か
の
よ
う
な
、
切
実
な
覚
悟
を
示
し

て
余
り
あ
る
。
詩
作
と
い
う
行
為
に
対
す
る
賢
治
渾
身
の
思
い
が
、
ひ
し
ひ

し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
宮
澤
賢
治
に
お
け
る
詩
作
へ
の
意
識
と
探
究
意
欲
、
そ
の
片
鱗
を
走
り
書

き
の
メ
モ
類
か
ら
察
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
と
お
り
。
と
は
い
う
も
の
の
、
ふ
た

た
び
、
こ
ん
に
ち
我
々
の
前
に
手
書
き
の
ま
ま
残
さ
れ
た
あ
の
膨
大
な
言
葉

そ
の
も
の
の
在
り
様
を
見
れ
ば
、
賢
治
の
〝
詩
〞
の
実
態
は
や
は
り
書
き
か

け
で
あ
り
、
詩
作
品
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
甚
だ
不
安
定
で
あ
り
、
言
語
状
況

と
し
て
は
極
め
て
不ア
モ
ル
フ
定
型
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
も
、
宮
澤
賢
治
の
言
葉
は
独

自
の
言
語
圏
を
成
し
て
い
る
。
一
群
の
言
葉
は
、
そ
こ
で
「
詩
」
に
向
か
っ

て
結
集
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
事
実
、
い
く
つ
も
の
詩
作
品
が
そ
こ
に
出
来

上
が
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
集
会
案
内
」
で
さ
え
、
そ
こ
で
の
言
葉
は
、

単
な
る
情
報
伝
達
の
域
を
超
え
て
、
農
作
業
に
辛
苦
す
る
農
民
に
対
す
る
思

い
遣
り
に
満
ち
、
部
分
的
に
は
あ
た
か
も
詩
文
で
あ
る
か
の
よ
う
な
趣
を
呈

し
て
い
る
﹇
11
﹈。
こ
の
原
動
力
は
何
だ
っ
た
の
か
。

＊

　
素
気
な
い
報
告
体
の
詩
篇
草
稿
二
つ
と
『
春
と
修
羅
』
に
収
め
ら
れ
た
詩

作
品
一
つ
の
観
察
に
よ
り
、「
意
味
に
お
い
て
呼
び
合
う
」「
言
葉
の
『
引

力
』」
と
い
う
概
念
を
析
出
し
た
の
が
、
前
稿
に
示
し
た
観
察
結
果
だ
っ
た

﹇
12
﹈。
本
稿
で
は
、
そ
の
「
引
力
」
が
働
い
て
い
る
言
語
場
に
ふ
た
た
び
注
目

す
る
こ
と
に
な
る
。
不ア
モ
ル
フ

定
型
な
言
語
状
況
に
作
用
す
る
力
。
賢
治
の
詩
作
意

識
と
言
語
使
用
の
方
法
に
刺
激
さ
れ
て
蠢
き
始
め
る
言
葉
群
。
そ
の
領
域
へ

踏
み
込
ん
で
ゆ
く
き
っ
か
け
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
、
報
告
体
の
詩
篇
を
心

象
ス
ケ
ッ
チ
『
春
と
修
羅
』
に
見
て
お
こ
う
。「
コ
バ
ル
ト
山
地
」﹇
13
﹈。

　
　
　
　
　
コ
バ
ル
ト
山
地
の
氷
霧
の
な
か
で

　
　
　
　
　
あ
や
し
い
朝
の
火
が
燃
え
て
ゐ
ま
す

　
　
　
　
　
毛
無
森
の
き
り
跡
あ
た
り
の
見
當
で
す

　
　
　
　
　
た
し
か
に
せ
い
し
ん
て
き
の
白
い
火
が

　
　
　
　
　
水
よ
り
強
く
ど
し
ど
し
ど
し
燃
え
て
ゐ
ま
す

　
こ
こ
で
も
、
叙
述
の
骨
格
は
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。「
氷

霧
の
な
か
で
・
・
・
火
が
・
・
・
燃
え
て
ゐ
ま
す
」。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
。

し
か
し
、＜

言
語
作
用＞

に
お
い
て
は
、
す
で
に
「
氷
霧
」
と
「
火
」
と
い

う
意
味
の
相
反
が
仕
込
ま
れ
て
い
て
、
読
者
の
言
語
意
識
を
刺
激
し
て
い
る
。

　
相
反
す
る
も
の
を
並
べ
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
効
果
の
ひ
と
つ
は
、
読
み
手
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の
注
意
力
を
喚
起
す
る
作
用
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
言
葉
が
、
た
が
い
の
意
味

の
類
縁
を
断
た
れ
な
が
ら
も
、
正
反
相
接
す
る
意
味
の
セ
ッ
ト
と
し
て
現
れ

た
と
き
、
人
の
言
語
意
識
は
微
睡
か
ら
目
覚
め
、
警ア
ラ
ー
ト告

に
反
応
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
に
注
目
す
る
。
し
か
し
、
意
味
の
〝
相
反
〞
に
は
、〝
離
反
〞
と
は
違
っ

て
、
対
句
表
現
の
よ
う
な
作
法
で
、
双
方
を
分
か
ち
難
い
〝
一
対
〞
の
も
の

と
し
て
提
示
す
る
効
果
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
は
〝
整
然
た
る
矛
盾
〞
と
も

言
う
べ
き
枠
組
み
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
外
形
の
安
定
の
中
で
、
読

み
手
は
内
な
る
意
味
の
〝
相
反
〞
を
「
こ
の
表
現
に
は
仕
掛
け
が
あ
る
」
と

い
う
ほ
の
め
か
し
と
し
て
受
け
容
れ
、
生
理
的
な
反
射
運
動
と
し
て
は
、
相

反
す
る
意
味
の
間ギ
ャ
ッ
プ隙
を
想
念
で
埋
め
よ
う
と
、
想
像
力
を
発
動
し
は
じ
め
る
。

か
く
し
て
、
詩
文
に
対
す
る
と
め
ど
な
い
想
念
の
流
入
が
起
こ
り
、
こ
れ
が

〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
発
現
の
潜ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

在
力
と
な
る
。

　
そ
し
て
、〝
場ト
ポ
ス〞

の
提
示
。「
コ
バ
ル
ト
山
地
」。
そ
れ
は
「
毛
無
森
の
き
り

跡
あ
た
り
の
見
當
」
と
い
う
。
人
間
の
心
の
習
慣
に
お
い
て
は
、
時
間
と
空

間
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
認
識
の
枠
組
み
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
と
、
森
羅

万
象
を
捉
え
る
こ
と
が
絶
望
的
に
難
し
い
。
だ
か
ら
こ
の
〝
場ト
ポ
ス〞
は
、
読
者

に
向
け
た
仮
初
め
の
設
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
コ
バ
ル
ト
」「
山
地
」「
毛

無
」「
森
」「
き
り
跡
」
と
い
っ
た
一
連
の
言
葉
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
か
ら

生
じ
る
自
然
界
へ
の
連
想
と
幻イ
マ
ー
ジ
ュ像が

、
読
み
手
に
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
景
を
想
起

さ
せ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
〝
場ト
ポ
ス〞
を
指
示
す
る
言
葉
群
は
、
詩
想
を
抽
き
出

す
い
わ
ば
「
序
詞
」
と
し
て
作
用
し
て
お
り
、
こ
こ
に
も
、〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
発

現
の
契
機
が
あ
る
。

　
つ
づ
く
「
火
」
に
つ
い
て
の
形
容
。「
あ
や
し
い
」「
朝
の
」
と
い
う
様
態

が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
「
せ
い
し
ん
て
き
の
」「
白
い
」
と
い
う
言
葉
が
重
ね
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も
言
葉
は
、
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
る
と
き
、
聞
き
手
や
読
者
に

対
し
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
さ
ま
ざ
ま
な
連
想
を
誘
う
も
の
だ
。
そ
れ
に
は
音
韻

的
連
想
も
あ
れ
ば
、
観
念
的
連
想
、
類
語
的
連
想
、
反
語
的
連
想
な
ど
も
あ

り
、
風
情
に
触
発
さ
れ
た
連
想
も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
発
せ
ら
れ
た
言
葉
の

ま
わ
り
で
は
、
聞
き
手
や
読
者
が
言
語
に
よ
る
伝
達
を
成
立
さ
せ
る
〝
本
義
〞

を
定
め
る
前
に
、
い
く
つ
も
の
連
想
が
自
ず
と
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
が
系
を
な

し
て
呼
び
交
わ
し
合
い
、
前
兆
と
し
て
の
意
味
が
交
響
を
は
じ
め
る
。
し
か

し
、
い
つ
し
か
そ
れ
ら
は
互
い
に
呼
び
寄
せ
合
い
、
絡
み
合
い
な
が
ら
、
こ

こ
で
言
え
ば
「
火
」
に
ま
つ
わ
る
〝
意
味
群
〞
と
な
り
、
詩
行
の
真
ん
中
に

ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
た
「
火
」
と
い
う
言
葉
の
〝
本
義
〞
を
、
ふ
く
よ
か
に
限

定
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、〝
本
義
〞
と
し
て
の
「
火
」
概
念
が
、
周

囲
か
ら
多
義
的
な
限
定
を
受
け
つ
つ
、
統
辞
さ
れ
た
表
現
と
し
て
自
立
す
る
。

書
き
手
に
よ
る
〝
本
義
〞
が
、
読
ま
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
予
兆
的
に
し
て
副

次
的
な
意
味
を
纏
い
な
が
ら
、〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
と
し
て
発
現
す
る
瞬
間
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、「
燃
え
る
」
と
い
う
現
象
の
描
写
。
こ
こ
で
は
「
水
よ
り
強
く
」

「
ど
し
ど
し
ど
し
」
と
い
う
、
隠
喩
と
擬
態
を
含
む
言
葉
が
並
べ
ら
れ
る
。
隠

喩
と
擬
態
と
は
、
聴
き
手
・
読
み
手
の
自
由
奔
放
な
連
想
を
あ
ら
か
じ
め
制

限
し
つ
つ
、
話
し
手
・
書
き
手
の
意
図
を
伝
達
す
る
た
め
の
表
現
技
術
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
で
、
読
者
に
よ
る
副
次
的
意
味
の
生
成
は
抑
制
さ
れ
、
様
態

の
意
味
場
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
よ
り
直
接
的
に
形
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
言

葉
ど
う
し
の
繋
が
り
が
、
読
み
手
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
浮
遊
す
る
副
次
的

な
〝
意
味
群
〞
を
媒
介
に
し
て
実
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
そ
の＜

言
語
作
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用＞

は
変
わ
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、「
た
し
か
に
」
と
い
う
言
葉
。
こ
れ
が
〝
詩
〞
と
そ

れ
が
つ
く
り
な
す
叙
景
の
全
体
に
、
透
視
画
法
の
よ
う
な
人
工
の
奥
行
き
を

与
え
て
い
る
。
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
言
葉
の
姿
は
見
え
る
の
に
、
詩
篇
の
中

に
何
ら
関
連
情
報
が
な
い
の
で
、「
た
し
か
に
」
の
意
味
に
手
が
届
か
な
い
、

と
い
う
サ
ス
ペ
ン
ス
。
意
味
あ
り
げ
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
由
来
や
実
態
が

掴
め
な
い
詩
行
中
の
こ
の
言
葉
が
、
読
み
手
の
好
奇
心
を
惹
き
つ
け
つ
つ
、

遠
近
法
の
焦
点
の
よ
う
に
作
用
し
て
、
謎
を
起
点
に
詩
作
品
の
景
を
拡
げ
て

い
る
﹇
14
﹈。

＊

　
言
葉
の
「
引
力
」、
そ
の
正
体
は
何
か
。
語
と
語
の
意
味
の
連
結
が
、
た
だ

そ
れ
ら
が
並
べ
ら
れ
た
だ
け
で
、
何
の
媒
介
も
な
し
に
起
こ
る
と
考
え
る
の

は
早
計
だ
。
語
と
語
の
繋
結
は
、
そ
れ
ら
が
単
に
並
び
接
す
る
だ
け
で
無
媒

介
に
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
語
が
発
せ
ら
れ
、

人
が
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
ま
ず
、
話
し
手
・
書
き
手
が
思
い

描
い
て
い
た
語
の
〝
本
義
〞
を
超
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
予
兆
的
な
意
味
が
複

数
の
系
を
成
し
て
生
じ
る
。
統
辞
に
現
れ
な
い
い
わ
ば
浮
遊
す
る
〝
意
味
群
〞。

そ
し
て
、
こ
の
発
せ
ら
れ
た
言
葉
ご
と
に
次
々
と
生
じ
る
〝
意
味
群
〞
が
互

い
に
浮
遊
す
る
う
ち
に
、
そ
の
中
の
〝
意
味
〞
の
い
く
つ
か
が
呼
び
交
わ
し

合
い
、
絡
み
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
、
意
図
さ
れ
企
ま
れ
た
〝
本
義
〞
と
は
別

の
、
予
兆
的
・
副
次
的
な
〝
意
味
〞
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
、
放

た
れ
た
言
葉
が
い
っ
そ
う
堅
固
に
繋
が
り
、
結
び
つ
く
。
こ
の＜

言
語
作

用＞

に
働
い
て
い
る
も
の
、
予
兆
的
な
意
味
を
媒
介
と
し
て
言
葉
を
繋
結
す

る
力
を
、
言
葉
の
「
引
力
」
と
考
え
た
い
。

　
予
兆
的
に
浮
遊
す
る
〝
意
味
群
〞
の
重
な
り
の
中
で
こ
そ
、
あ
た
ら
し
い

〝
意
味
〞
が
結
晶
す
る
。
そ
れ
は
表
立
っ
た
統
辞
に
は
現
れ
な
い
が
、
発
せ
ら

れ
た
言
葉
と
言
葉
を
繋
ぐ
媒
介
的
な
〝
意
味
〞
と
な
り
、
そ
れ
に
下
支
え
さ

れ
る
こ
と
で
言
語
表
現
が
成
立
す
る
。
統
辞
の
深
層
に
は
、
こ
の＜

言
語
作

用＞

が
在
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
発
せ
ら
れ
た
顕
在
的
な
意
味
と
は
別
の

〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
を
喚
起
す
る
潜
勢
的
な
意
味
も
生
じ
得
る
。

　
言
語
過
程
に
お
い
て
継
起
し
て
い
る＜

言
語
作
用＞

の
様
態
を
こ
の
よ
う

に
描
写
す
れ
ば
、
言
葉
の
「
引
力
」
が
働
く
機メ
カ
ニ
ズ
ム構を
概
念
的
に
可
視
化
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
宮
澤
賢
治
に
お
い
て
は
、
こ
の

＜

言
語
作
用＞

が
、
詩
篇
へ
の
適
用
を
遥
か
に
超
え
て
〝
童
話
〞
に
ま
で
及

び
、
手
帖
の
メ
モ
に
ま
で
浸
透
し
た
。
そ
の
言
語
圏
で
は
、
言
葉
が
互
い
の

「
引
力
」
に
よ
っ
て
言
葉
の
順
接
繋
結
を
果
た
し
な
が
ら
、〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の

生
成
と
発
現
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

Ⅱ
　
言
葉
の
「
和
力
」
に
つ
い
て

 
＊
詩
が
〈
詩
〉
に
な
ろ
う
と
す 

る
こ
と
、
ま
た
は
那
珂
太
郎

　
那
珂
太
郎
の
詩
篇
に
お
い
て
は
、「
言
葉
が
繋
が
り
合
い
、
重
な
り
合
い
、

浸
潤
し
合
い
な
が
ら
、
意
味
が
意
味
を
増
殖
さ
せ
て
ゆ
く
」。
こ
れ
が
前
稿
の
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観
察
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
言
葉
の
「
和
力
」
と
い
う
概
念
を
析
出
し

た
﹇
15
﹈。
こ
の
言
語
圏
に
お
い
て
は
、
よ
り
意
識
的
な
言
語
使
用
ゆ
え
に
、
詩

は＜
詩＞

で
あ
ろ
う
と
す
る
。
明
確
に
し
て
方
法
的
な
言
語
意
識
が
、〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
生
成
を
促
進
す
る
。
萩
原
朔
太
郎
の
詩
篇
に
つ
い
て
、
那
珂
太
郎

と
い
う
〝
機
能
美
の
詩
人
〞﹇
16
﹈
は
「
こ
こ
で
言
葉
は
、
説
明
的
で
も
描
写

的
で
も
な
く
、
ま
た
装
飾
的
修
辞
法
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
裸
形

の
ま
ま
生
動
的
リ
ズ
ム
を
な
し
て
、
ふ
し
ぎ
に
鮮
明
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
造
型

し
得
て
い
る
」﹇
17
﹈
と
解
き
明
か
し
た
が
、
お
の
れ
に
対
し
て
も
そ
の
格
率

を
課
し
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
の
緊
張
か
ら
生
ま
れ
た
詩
篇
を
見
て
お
こ
う
。「
作
品
A
」、
詩
集
『
音

楽
』
所
収
。
そ
の
方
法
に
つ
い
て
詩
人
は
自
ら
、「
語
と
語
の
結
合 --- 

そ
こ

で
作
者
に
よ
つ
て
図
ら
れ
た
の
は
、
統
辞
法
に
よ
つ
て
叙
述
的
に
意
味
を
構

成
す
る
こ
と
な
し
に
、
構
文
を
ど
こ
ま
で
も
完
結
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
限
り

な
く
語
と
語
の
結
び
つ
き
を
展
べ
す
す
め
て
行
く
こ
と
で
あ
つ
た
。」﹇
18
﹈

と
回
顧
し
て
い
た
。
い
ま
、
詩
作
の
方
法
と
の
関
連
を
探
る
た
め
、『
詩
の
こ

と
ば
』
所
収
の
「
作
品
の
成
立
」
か
ら
、
詩
人
自
身
に
よ
る
リ
ズ
ム
分
析
が

施
さ
れ
た
形
で
引
用
す
る
。

　
　
　

3燃
え
る
み
ど
り
の
み
だ
れ
る
う
ね
り
の
　

15

　
　
　
み
な
み
の
雲
の
藻
の
髪
の
か
な
し
み
の
　

17

　
　
　
梨
の
実
の
な
み
だ
の
嵐
の
秋
の

3あ
さ
の
　

19

　
　
　
に
ほ
ふ
肌
の
は
る
か
な
ハ
ア
プ
の
痛
み
　

17

　
　
　
の3

耳
か
ざ
り
の
き
ら
め
き
の
水
の
波
紋
　

18

　
　
　
の3

花
び
ら
の
か
さ
な
り
の
遠
い

3王
朝
の
　

19

　
　
　
夢
の
ゆ
ら
ぎ
の

3憂
愁
の
青
ざ
め
る
蛍
火
　

21

　
　
　
の3

3う
つ
す

3観
念
の
唐
草
模
様
の

3錦
蛇
の
　

23

　
　
　
と
ぐ
ろ
の
と
ど
ろ
き
の
お
ど
ろ
き
の
黒
　

16

　
　
　
の3

く
ち
び
る
の

3莟
み
の
罪
の
冷
た
さ
の
　

18

　
　
　
さ
び
し
さ
の
さ
ざ
な
み
の
な
ぎ
さ
の
蛹
　

17

　
こ
の
作
品
成
立
の
舞
台
裏
に
つ
い
て
、
詩
人
は
次
の
よ
う
に
自
解
し
て
い

た
。「
こ
こ
で
語
が
次
の
語
を
呼
び
出
し
て
連
結
し
て
ゆ
く
の
は
、
た
と
へ
ば

連
俳
の
附
け
合
に
お
け
る
『
響
き
』
附
け
の
ご
と
く
、
主
と
し
て
語
の
も
つ

音
に
導
か
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
頭
韻
・

類
音
を
持
つ
語
な
ら
ど
ん
な
語
に
で
も
結
び
つ
く
か
と
い
へ
ば
さ
う
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
そ
こ
に
選
択
の
意
識
が
は
た
ら
い
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
く
、
い

は
ば
偶
然
の
き
つ
か
け
に
よ
る
語
を
一
語
一
語
ご
と
に
必
然
と
化
し
な
が
ら
、

語
の
も
つ
音
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
が
喚
起
す
る
映
像
あ
る
い
は
意
味
の
上
で

の
、
連
関
も
し
く
は
転
移
に
よ
つ
て
、
次
の
語
へ
つ
な
が
つ
て
行
く
」﹇
19
﹈。

ま
た
、「
こ
の
作
品
に
お
け
る
作
者
自
身
の
作
詩
過
程
で
は
、
一
行
を
大
き
な
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一
単
位
と
し
て
、
そ
れ
を
ほ
ぼ
同
一
時
間
の
（
物
理
的
に
は
と
も
あ
れ
、
心

理
的
に
は
）
う
ね
り
と
す
る
や
う
な
リ
ズ
ム
（
そ
こ
に
こ
の
行
分
け
が
必
然

性
を
も
つ
根
拠
が
あ
る
）
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
声
は
音
数
律
に
則

る
の
で
は
な
い
か
ら
、
無
論
音
節
数
を
指
折
り
数
ヘ
る
や
う
な
馬
鹿
な
こ
と

は
し
な
い
。
各
行
は
そ
れ
ぞ
れ
お
の
づ
か
ら
四
つ
に
分
節
さ
れ
る
が
、
こ
の

四
分
節
は
一
息
に
つ
な
げ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
こ
と
さ
ら
な＜

休

止
拍＞

乃
至＜

無
音
の
拍＞
な
ど
は
置
か
な
い
。
分
節
は
あ
く
ま
で
心
理
的

抑
揚
の
波
動
で
あ
つ
て
物
理
的
時
間
の
区
切
り
は
設
け
な
い
の
で
あ
る
。
全

篇
一
つ
に
つ
な
が
る
こ
の
無
限
旋
律
に
も
し
呼
吸
拍
を
置
く
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
各
行
の
終
り
で
し
か
な
い
だ
ら
う
」﹇
20
﹈。

　
那
珂
太
郎
に
お
い
て
、
詩
作
に
お
け
る
言
語
使
用
は
、
か
く
も
意
識
的
に

行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
、
詩
人
は
み
ず
か
ら
の

試
行
を
評
し
て
時
に
素
っ
気
な
い
。「
と
も
あ
れ
右
に
各
行
各
分
節
の
音
数

を
表
示
し
た
が
、
そ
れ
自
体
け
つ
し
て
リ
ズ
ム
の
内
実
を
あ
か
す
も
の
で
は

あ
り
え
ず
、
こ
れ
は
む
し
ろ
自
由
詩
形
リ
ズ
ム
は
単
に
音
数
に
よ
っ
て
律
せ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
證
す
だ
け
の
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
合
し
か

持
た
な
い
だ
ら
う
」﹇
21
﹈。
言
葉
に
よ
る
創
造
に
お
い
て
、
方
法
を
索
め
な

が
ら
企
図
し
た
効
果
に
漸
近
し
よ
う
と
す
る
試
み
。
し
ば
し
、
こ
の
「
作
品

A
」
を
契
機
と
し
て
、
詩
人
の
〝
秘
法
〞
を＜

言
語
作
用＞

と
し
て
考
察
し

よ
う
。

＊

　
あ
ら
た
め
て
、
一
行
十
五
文
字
を
十
一
行
連
ね
た
詩
篇
を
ゆ
っ
く
り
と
読

ん
で
み
る
。
そ
の
と
き
、
た
だ
ち
に
肉
体
を
揺
ら
す
の
は
、
頭
韻
に
よ
っ
て

連
鎖
す
る
子
音
・
母
音
の
連
な
り
と
そ
の
変
奏
だ
。

　
　
　
燃
え
る
み
ど
り
の
み
だ
れ
る
う
ね
り
の

　
　
　
み
な
み
の
雲
の
藻
の
髪
の
か
な
し
み
の

　
　
　
梨
の
実
の
な
み
だ
の
嵐
の
秋
の
あ
さ
の

　
　
　
に
ほ
ふ
肌
の
は
る
か
な
ハ
ア
プ
の
痛
み

　
　
　
の
耳
か
ざ
り
の
き
ら
め
き
の
水
の
波
紋

　
　
　
の
花
び
ら
の
か
さ
な
り
の
遠
い
王
朝
の

　
　
　
夢
の
ゆ
ら
ぎ
の
憂
愁
の
青
ざ
め
る
蛍
火

　
　
　
の
う
つ
す
観
念
の
唐
草
模
様
の
錦
蛇
の

　
　
　
と
ぐ
ろ
の
と
ど
ろ
き
の
お
ど
ろ
き
の
黒

　
　
　
の
く
ち
び
る
の
莟
み
の
罪
の
冷
た
さ
の

　
　
　
さ
び
し
さ
の
さ
ざ
な
み
の
な
ぎ
さ
の
蛹

　
ま
ず
、
音
の
交
錯
。「
燃
え
る
み
ど
り
の
み
だ
れ
る
う
ね
り
の
」
で
始
ま
る

M
音
は
、
二
行
目
の
半
ば
ま
で
続
い
た
あ
と
で
、
急
に
K
音
に
変
化
す
る

（「
藻
の
髪
の
か
な
し
み
の
」）。
そ
し
て
以
後
、
N
音
↓
M
音
↓
N
音
↓
A
音

↓
N
音
↓
H
音
と
気
忙
し
く
交
差
す
る
（「
梨
の
実
の
な
み
だ
の
嵐
の
秋
の

あ
さ
の
／
に
ほ
ふ
肌
の
は
る
か
な
ハ
ア
プ
の
痛
み
／
の
」）。
そ
し
て
再
び
M

音
・
K
音
・
H
音
と
い
う
冒
頭
の
要
素
に
回
帰
す
る
か
と
思
え
ば
（「
耳
か

ざ
り
の
き
ら
め
き
の
水
の
波
紋
／
の
花
び
ら
の
か
さ
な
り
の
」）
こ
こ
に
T
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音
が
登
場
し
、
Y
音
が
あ
ら
わ
れ
て
、
母
音
の
A
や
U
や
O
と
と
も
に
H
音
、

K
音
、
N
音
、
T
音
が
入
り
乱
れ
な
が
ら
色
彩
豊
か
な
響
き
を
立
て
る
（「
耳

か
ざ
り
の
き
ら
め
き
の
水
の
波
紋
／
の
花
び
ら
の
か
さ
な
り
の
遠
い
王
朝
の

／
夢
の
ゆ
ら
ぎ
の
憂
愁
の
青
ざ
め
る
蛍
火
／
の
う
つ
す
観
念
の
唐
草
模
様
の

錦
蛇
の
／
と
ぐ
ろ
の
と
ど
ろ
き
の
お
ど
ろ
き
の
）。
そ
し
て
、
行
末
に
「
黒
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
置
き
、
次
行
で
は
そ
の
K
音
の
響
き
だ
け
で
「
く
ち
び
る
」

を
導
き
出
し
て
意
味
の
位
相
を
転
換
さ
せ
、「
唇
」
の
形
状
を
媒
介
に
し
て

「
莟
み
」
を
重
ね
、
再
び
〝
ツ
ボ
ミ
〞
の
T
音
に
よ
っ
て
「
罪
」
そ
し
て
「
冷

た
さ
」
と
い
う
別
概
念
を
呼
び
寄
せ
る
。
か
と
思
え
ば
、「
冷
た
さ
」
の
語
尾

「
さ
」、
そ
の
S
音
か
ら
、
改
行
後
の
「
さ
び
し
さ
の
」「
さ
ざ
な
み
の
」
を
導

出
し
、
海
の
イ
メ
ー
ジ
を
波
音
の
感
覚
と
と
も
に
拡
げ
て
お
い
て
、
突
然
、

「
な
ぎ
さ
の
蛸
」
と
い
う
奇
異
な
連
想
へ
読
者
を
誘
っ
た
と
こ
ろ
で
唐
突
に

詩
篇
を
終
え
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
意
味
の
変
転
。
冒
頭
四
行
だ
け
を
見
て
も
、「
燃
え
る
み
ど
り
」

「
み
だ
れ
る
う
ね
り
」「
み
な
み
の
雲
」「
藻
の
髪
の
か
な
し
み
」「
梨
の
実
の

な
み
だ
」「
嵐
の
秋
」「
あ
さ
の
に
ほ
ふ
肌
」「
は
る
か
な
ハ
ア
プ
の
痛
み
」

と
目
ま
ぐ
る
し
い
。
連
想
の
磁
針
が
回
転
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
さ
だ
め

の
無
い
幻イ
マ
ー
ジ
ュ像が

提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
「
の
」
と
い
う
接
続
辞
だ
け
で
数
珠
つ

な
ぎ
に
綴
ら
れ
る
。
し
か
し
四
行
全
体
は
M
音
と
A
音
で
制
御
さ
れ
て
い
る

の
で
、
異
な
る
意
味
の
位
相
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
ら
の
言
葉
は
頭
韻
に
よ
っ
て
不
思
議
に
響
き
合
い
、
ま
る
で
玲
瓏
た
る

ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
な
光
景
に
結
晶
す
る
。

　
そ
し
て
、
古ふ
る
こ
と言
の
残
像
。「
み
だ
れ
」
か
ら
「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず

り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
」（
河
原
左
大
臣
）、「
藻
」

か
ら
「
来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
ぎ
に
焼
く
や
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ
つ

つ
」（
藤
原
定
家
）、「
髪
」
か
ら
「
黒
髪
の
み
だ
れ
も
し
ら
ず
う
ち
臥
ふ
せ
ば

ま
づ
か
き
や
り
し
人
ぞ
恋
し
き
」（
和
泉
式
部
）
と
い
っ
た
古
歌
が
目
覚
め
、

古い
に
し
え
ご
こ
ろ

意
が
幾
重
に
も
重
な
り
合
う
。
そ
れ
が
、
音
色
と
拍リ
ズ
ム子
で
枠
取
ら
れ
た
詩

世
界
の
中
で
響
き
渡
る
。

　
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
音
と
意
味
と
が
唐
草
模
様
の
よ
う
に
絡
み
あ
う
、

曲ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク

芸
的
な
言
語
表
現
の
至
芸
だ
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
頭
韻
を
中
心
と
し
た

音
韻
の
交
錯
に
よ
り
読
む
者
の
身
体
感
覚
を
覚
醒
さ
せ
、
そ
こ
に
意
味
を
乗

せ
て
、
意
外
な
連
想
へ
と
読
者
を
導
く
。
音
色
の
変
化
を
契
機
に
繰
り
返
さ

れ
る
奔
放
な
意
味
の
変
転
も
、
音
の
流
れ
と
い
う
下
支
え
に
よ
っ
て
拡
散
を

免
か
れ
、
か
え
っ
て
生
き
生
き
と
し
た
詩
の
世
界
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
こ
の

よ
う
な＜

言
語
作
用＞

の
中
に
、〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
饗
宴
を
も
た
ら
す
那
珂
太

郎
の
詩
法
の
、
方
法
と
化
し
た
公
理
が
あ
っ
た
。

＊

　
那
珂
太
郎
の
詩
法
に
特
徴
的
な
音
韻
の
変
転
と
拍リ
ズ
ム子

を
伴
っ
た
意
味
の
転

回
、
そ
れ
は
、
言
葉
の
律
動
を
読
み
手
の
身
体
に
呼
び
覚
ま
し
な
が
ら
、
そ

れ
を
支
え
に
、
普
通
に
は
あ
り
得
な
い
意
味
の
移
り
変
わ
り
を
可
能
に
し
て

い
た
。
色
ガ
ラ
ス
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
意
味
の
統
御
と
、
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
る
見
た
こ
と
も
な
い
詩
的
色
彩
の
現
出
。
意
味
の
展
開
に
お
い
て
、
そ

こ
に
は
い
く
つ
も
の
予
測
不
能
な
〝
裏
切
り
〞
が
あ
る
が
、
そ
の
一
見
意
味
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を
な
さ
ぬ
よ
う
な
言
葉
の
連
鎖
が
、
独
特
な
音
色
と
拍テ
ン
ポ動
に
よ
っ
て
調
律
さ

れ
、
身
体
の
生
命
感
覚
か
ら
発
し
た
詩
的
音ス
ケ
ー
ル律

を
支
え
に
し
て
〝
裏
切
り
〞

に
よ
る
理
の
懸
隔
を
乗
り
越
え
る
と
き
、
言
葉
の
あ
た
ら
し
い
繋
が
り
が
生

ま
れ
る
。
か
え
っ
て
強
靭
に
繋
結
さ
れ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
意
味
の
〝
裏

切
り
〞、
あ
る
い
は
読
者
の
異
和
感
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉
が
繋
が
り
合
い
、

重
な
り
合
い
、
浸
潤
し
合
う
。
こ
の
多
重
的
な
言
語
場
に
は
た
ら
く
も
の
、

そ
れ
を
言
葉
の
「
和
力
」
と
呼
び
た
い
。

　
宮
澤
賢
治
の
言
語
圏
に
お
け
る
言
葉
の
「
引
力
」
は
、
発
せ
ら
れ
た
複
数

の
言
葉
の
〝
本
義
〞
と
〝
本
義
〞
と
を
結
び
つ
け
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
繋

結
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
瞬
間
に
可
能
態
と
し
て
生
成
さ
れ

る
予
兆
的
な
〝
意
味
群
〞
が
媒
介
し
て
い
た
。
浮
遊
す
る
〝
意
味
群
〞
か
ら

結
晶
し
た
〝
意
味
〞
が
繋
結
子
と
な
っ
て
働
く＜
言
語
作
用＞

。
し
か
し
、
そ

こ
で
の
意
味
の
連
な
り
は
、
い
わ
ば
順
接
で
あ
り
、〝
裏
切
り
〞
が
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
、
言
葉
の
「
和
力
」
が
働
く
言
語
場
に
は
、
意
味
の
〝
裏
切
り
〞

が
あ
る
。
そ
の
理
の
懸
隔
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
力
こ
そ
が
言
葉
の
「
和
力
」

で
あ
る
。
観
念
が
乗
り
越
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
言
葉
の
音ト
ナ
リ
テ
ィ韻や
拍リ
ズ
ム子
に
反

応
す
る
身
体
の
律
動
、
あ
る
い
は
言
葉
が
呼
び
覚
ま
す
古ふ
る
こ
と言

に
誘
わ
れ
た
気

憶
の
反
響
、
そ
ん
な
現
象
の
中
で
言
葉
が
交
錯
し
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
が
互
い

に
浸
潤
し
合
う
。
そ
こ
に
実
現
す
る
言
葉
の
「
和
力
」
と
は
、
脈
絡
が
無
い

よ
う
に
見
え
る
〝
言
葉
群
〞
に
向
け
て
意
味
の
多
重
繋
結
を
促
す＜

言
語
作

用＞

の
原
動
力
と
言
え
よ
う
。

　
那
珂
太
郎
の
言
語
圏
に
お
い
て
、「
和
力
」
の
意
図
的
な
活
用
に
よ
り
統
御

さ
れ
た
言
葉
は
、
そ
の＜

言
語
作
用＞

を
通
し
て＜

詩＞

で
あ
ろ
う
と
し
、

〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
重
奏
的
な
発
現
を
達
成
し
て
い
る
。

Ⅲ 

　
言
葉
の
「
斥
力
」
に
つ
い
て

＊
〈
詩
〉
が
〈
言
葉
〉
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
、

 

ま
た
は
江
代
充

　
江
代
充
の
詩
篇
、
そ
の
日
本
語
と
し
て
は
〝
破
綻
寸
前
〞
と
も
い
え
る
文

の
姿
態
か
ら
、
言
葉
の
「
斥
力
」
と
い
う
概
念
を
析
出
し
た
の
が
、
前
稿

「〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
生
成
」
に
お
け
る
一
応
の
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

正
体
に
つ
い
て
は
、
考
察
の
端
緒
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
本
稿
で
は
、
言
葉
が
互
い
に
背
き
合
い
な
が
ら
な
お
〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
を
生

成
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
詩
人
独
特
の
言
語
圏
に
お
け
る
〝
事
件
〞
の
解

明
に
挑
む
が
、
そ
の
前
に
、
詩
人
が
自
ら
述
べ
る
と
こ
ろ
拠
っ
て
そ
の
言
語

操
作
の
作
法
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
、
江
代
充
の
言
語
意
識
、

そ
の
稀
有
な
在
り
よ
う
の
一
端
を
観
て
お
き
た
い
。
詩
集
『
梢
に
て
』
所
収

の
「
岸
の
語
り
」
冒
頭
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、

詩
篇
の
全
文
を
示
す
。

　
　
　
み
ず
う
み
に
く
だ
る
山
道
を
岸
ま
で
降
り
て
き
た
歩
幅
が

　
　
　
な
だ
ら
か
な
地
に
つ
く
と
ゆ
る
く
意
識
し
た
歩
行
に
な
が
れ

　
　
　
数
歩
ず
つ
自
由
に
あ
る
い
て
は

　
　
　
そ
こ
に
留
ま
る
姿
が
い
ち
ど
き
に
拡
が
っ
て
み
え
た
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す
で
に
数
羽
の
鷺
が
白
い
草
の
ち
か
く
に
い
て

　
　
　
道
か
ら
杭
で
仕
切
ら
れ
た
み
ず
う
み
の
ほ
と
り
に
寄
り
添
い

　
　
　
な
に
か
の
胴
に
掠
め
ら
れ
て

　
　
　
水
面
の
は
す
の
茎
が

　
　
　
そ
こ
で
時
折
り
揺
れ
動
く
こ
と
を
た
し
か
め
て
い
た

　
　
　
す
る
と
ハ
ー
ト
の
輪
郭
を
も
っ
た
一
匹
の
魚
の
口
も
と
が

　
　
　
と
な
り
の
茎
の
ち
か
く
か
ら
浮
か
び
あ
が
り

　
　
　
水
の
間
際
に
そ
の
口
形
を
動
か
し
て
み
せ

　
　
　
ふ
た
つ
の
茎
の
そ
ば
か
ら
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
沈
ん
で
い
っ
た

　『
江
代
充 

詩
集
』
に
併
録
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
江
代
さ
ん
が
読
み
た
い
」
を

書
い
た
上
田
眞
木
子
は
、「『
梢
に
て
』
の
数
篇
を
詩
人
ク
ロ
ー
ド
・
ミ
シ
ャ

ー
ル
さ
ん
と
仏
訳
し
た
こ
と
が
あ
る
」
そ
う
で
、「
訳
に
あ
た
っ
て
著
者
に
作

品
の
説
明
を
お
願
い
し
た
」
と
い
う
。
こ
こ
で
「
岸
の
語
り
」
に
関
す
る
そ

の
要
旨
を
、
考
閲
の
便
を
期
し
箇
条
書
き
で
引
用
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
。

　
　
　
・ 

最
初
の
二
行
の
「
降
り
て
き
た
」
と
「
着
く
」
の
動
作
主
は
語
り

手
と
し
て
訳
す
。

　
　
　
・ 「
ゆ
る
く
意
識
し
た
」
の
主
体
は
で
き
れ
ば
ぼ
か
し
た
く
「
な
が

れ
」
る
主
体
は
歩
行
で
あ
る
。

　
　
　
・ 

第
三
、
四
行
は
五
行
目
に
現
れ
る
鷺
た
ち
を
予
告
し
て
い
る
の
だ

が
、「
数
歩
ず
つ
自
由
に
歩
い
た
」
の
が
語
り
手
、「
そ
こ
に
留
ま

る
」
の
が
語
り
手
お
よ
び
鷺
、「
い
ち
ど
き
に
拡
が
っ
て
み
え
た
」

で
感
受
す
べ
き
が
内
部
か
ら
外
部
、
単
数
か
ら
複
数
へ
の
（
語
り

手
で
あ
ろ
う
）
視
線
の
移
動
と
拡
大
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
「
読
み
は
著
者
に
訊
ね
な
け
れ
ば
難
し
い
」
だ
ろ

う
﹇
22
﹈。
さ
ら
に
翻
訳
の
現
場
で
は
「
解
説
か
ら
得
た
知
識
で
主
語
を
あ
ち

こ
ち
に
補
っ
た
仏
語
テ
ク
ス
ト
な
ど
重
く
て
成
立
し
な
い
の
で
、
訳
者
は
作

者
の
意
図
が
『
伝
わ
る
よ
う
に
』
で
は
な
く
『
意
図
を
台
無
し
に
し
な
い
よ

う
に
』
シ
ン
タ
ク
ス
を
再
構
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
」っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て

「
訳
し
て
み
る
と
、
江
代
さ
ん
の
遅
さ
は
光
速
で
交
替
す
る
視
線
の
屈
曲
と

交
差
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
、
上
田
は
感
想
を
述
べ
て

い
る
。「
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
れ
は
統
辞
の
制
約
が
つ
よ
い
散
文
詩
で

も
か
わ
ら
な
い
」
と
も
言
う
。

　
こ
こ
で
「
遅
さ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
江
代
充
の
詩
篇
や
散
文
に
し
ば

し
ば
現
れ
る
あ
の
特
徴
、
描
写
さ
れ
た
見
聞
ど
う
し
の
時
間
や
、
記
述
さ
れ

る
動
作
の
主
体
の
食
い
違
い
が
も
た
ら
す
、
認
識
上
の
遅デ
ィ
レ
イ延
の
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
中
村
鐵
太
郎
が
「
蒙
昧
」
と
名
付
け
た
も
の
と
変
わ
ら
な
い
﹇
23
﹈。

そ
う
い
う
「
視
線
の
屈
曲
と
交
差
」
が
散
文
に
も
あ
る
の
か
ど
う
か
、
日
録

体
の
『
黒
球
』
か
ら
一
文
を
引
い
て
、
詩
と
比
較
し
な
が
ら
点
検
し
て
み
よ

う
。

（
七
四
年
）
九
月
一
九
日

　
ア
パ
ー
ト
の
長
い
共
同
洗
面
所
で
、
わ
た
し
は
朝
早
く
洗
顔
し
た
。

蛇
口
か
ら
水
が
な
が
れ
る
と
、
こ
こ
の
松
林
の
小
母
さ
ん
が
い
つ
も
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き
れ
い
に
し
て
い
る
タ
イ
ル
敷
き
に
水
が
な
が
れ
、
左
側
の
窓
か
ら

光
が
差
し
込
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
顔
を
洗
う
と
小
さ
な
タ

イ
ル
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
上
を
水
が
何
か
に
浴
し
な
が
ら
流
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
あ
る
光
の
性
質
は
、
水
の
よ
う
に
な
が
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
さ
っ
き
か
ら
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
在
り
方
を
見
せ
て
い
る
。

﹇
24
﹈

　
江
代
充
は
そ
の
詩
篇
「
岸
の
語
り
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
あ
た
り
、
二
行

目
に
つ
い
て
、
動
作
の
「
主
体
は
で
き
れ
ば
ぼ
か
し
た
く
」
と
言
っ
て
い
た
。

ま
た
、
三
行
目
・
四
行
目
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
動
作
の
主
体
を
、

語
り
手
、
語
り
手
お
よ
び
鷺
、
と
揺
ら
し
な
が
ら
、「
い
ち
ど
き
に
拡
が
っ
て

み
え
た
」
に
つ
い
て
は
明
示
せ
ず
、
む
し
ろ
、「
感
受
す
べ
き
が
内
部
か
ら
外

部
、
単
数
か
ら
複
数
へ
の
（
語
り
手
で
あ
ろ
う
）
視
線
の
移
動
と
拡
大
で
あ

る
」
と
語
っ
て
い
た
。

　
こ
の
主
体
の
輻
輳
は
こ
こ
に
『
黒
球
』
か
ら
引
用
し
た
散
文
で
も
同
様
で
、

お
そ
ら
く
傍
線
部
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
、
認
識
に
遅
延
や
朧
化
を
も
た
ら
し
、

日
常
の
言
語
意
識
に
よ
る
直
読
直
解
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
ア
パ
ー
ト
の
長
い
共
同
洗
面
所
で
、
わ
た
し
は
朝
早
く
洗
顔
し
た
。

蛇
口
か
ら
水
が
な
が
れ
る
と
、
こ
こ
の
松
林
の
小
母
さ
ん
が
い
つ
も

き
れ
い
に
し
て
い
る
タ
イ
ル
敷
き
に
水
が
な
が
れ
、
左
側
の
窓
か
ら

光
が
差
し
込
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
顔
を
洗
う
と
小
さ
な
タ

イ
ル
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
上
を
水
が
何
か
に
浴
し
な
が
ら
流
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
あ
る
光
の
性
質
は
、
水
の
よ
う
に
な
が
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
さ
っ
き
か
ら
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
在
り
方
を
見
せ
て
い
る
。

　
こ
う
い
っ
た
記
述
の
細
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
部
が
読
む
と
い
う
行
為
に
も
た
ら
す
抵ス
ト
レ
ス抗
、
あ
る

い
は＜

言
語
作
用＞

に
お
け
る
意
味
の
屈
折
、
朧
化
、
輻
輳
と
い
っ
た
も
の

を
、
上
田
眞
木
子
は
「
遅
さ
」
と
呼
び
、
中
村
鐡
太
郎
は
「
蒙
昧
」
と
感
得

し
た
。
卒
読
を
阻
む
こ
れ
ら
の
澱
み
、
そ
れ
は
些
細
な
も
の
だ
が
、
言
葉
の

意
味
を
辿
ろ
う
と
す
る
理
に
と
っ
て
は
甚
だ
障
害
で
あ
る
。
実
は
、
こ
こ
に

は
言
葉
が
人
の
意
識
と
観
念
を
未
到
の
認
識
へ
と
み
ち
び
い
て
ゆ
く
、＜

言

語
作
用＞

上
の
果
敢
な
冒
険
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
可
能
性
を
孕
み
つ
つ

も
、
こ
の
統
辞
は
通
常
の
言
語
意
識
に
と
っ
て
、
た
だ
〝
読
み
に
く
さ
〞
と

し
て
そ
こ
に
立
ち
は
だ
か
る
。

　
で
は
、
い
っ
そ
こ
れ
ら
の
部
分
を
取
り
払
っ
て
し
ま
え
ば
散
文
と
し
て
明

晰
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
実
行
し
て
み
れ
ば
以
下
の
と
お
り
。

　
ア
パ
ー
ト
の
長
い
共
同
洗
面
所
で
、
朝
早
く
洗
顔
し
た
。
蛇
口
か

ら
水
が
な
が
れ
る
と
、
こ
こ
の
小
母
さ
ん
が
い
つ
も
き
れ
い
に
し
て

い
る
タ
イ
ル
敷
き
に
水
が
な
が
れ
、
左
側
の
窓
か
ら
光
が
差
し
込
ん

で
い
る
。
小
さ
な
タ
イ
ル
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
上
を
水
が
流
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
あ
る
光
は
、
水
の
よ
う
に
な
が
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
あ
る
と
い
う
在
り
方
を
見
せ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
散
文
の
読
み
味
と
し
て
さ
っ
ぱ
り
と
は
す
る
・
し
か
し
、＜

言
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上
の
抵ス
ト
レ
ス抗
が
消
失
し
た
分
、
日
本
語
と
い
う
言
語
界4

に
江
代
充
の

言
語
圏4

を
形
成
す
る
力
が
衰
弱
し
（
文
体
の
凡
庸
）、
記
述
と
い
う
言
語
際4

で

見
れ
ば
自
立
力
が
減
衰
し
（
文
章
の
平
板
）、
表
現
と
い
う
言
語
域4

に
お
い
て

は
単
な
る
意
味
伝
達
に
退
行
し
て
い
る
（
文
彩
の
欠
如
）。
主
体
の
輻
輳
が
収

束
し
、
言
葉
の
「
斥
力
」
が
消
失
し
た
こ
と
で
、
読
み
手
の
言
語
意
識
に
生

じ
る
抵ス
ト
レ
ス抗
を
契
機
と
し
た
〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の
発
現
も
、
ま
た
何
処
か
へ
行
っ

て
し
ま
っ
た
。

＊

　
江
代
充
の
詩
集
『
昇
天
　
貝
殻
敷
』
に
あ
る
詩
篇
「
貝
殻
敷
」。
主
体
の
輻

輳
の
先
に
言
葉
の
「
斥
力
」
が
作
用
す
る
場
を
予
測
し
つ
つ
、
こ
れ
を
読
み

通
し
て
み
る
。

　
　
　
貝
殻
敷
の
道
を

　
　
　
パ
リ
パ
リ
と
あ
る
い
て
見
た
い
と
お
も
い

　
　
　
貝
殻
敷
の
冬
　
一
か
け
ら
の
雲
も
な
い

　
　
　
か
わ
い
た
区
域
で
　
石
を
な
め
る
と
　
不
安
定
な

　
　
　
鳥
の
す
が
た
を
眼
に
し
た

　
　
　
一
本
の
マ
ス
ト
が
あ
ざ
や
か
に
突
き
だ
し

　
　
　
鳥
と
わ
た
し
の
関
係
を
あ
き
ら
め
た

　
　
　
わ
た
し
は

　
　
　
貝
を
踏
む
音
を
き
い
た

　「
あ
る
い
て
見
た
い
」
と
い
う
行
為
の
主
体
は
「
私
」
で
あ
ろ
う
が
、「
鳥

の
す
が
た
を
眼
に
し
た
」
の
は
「
私
」
な
の
か
、「
一
本
の
マ
ス
ト
」
な
の
か
。

お
そ
ら
く
は
そ
の
両
方
で
も
あ
ろ
う
。
詩
と
い
う
言
語
表
現
に
お
い
て
、
主

体
は
い
か
よ
う
に
で
も
入
れ
替
わ
り
得
る
。
む
し
ろ
、
言
葉
と
い
う
〝
理
解

の
秩
序
〞
か
ら
逃
れ
て
、
統
辞
に
お
け
る
そ
の
認
識
主
体
の
揺
ら
ぎ
を
こ
そ

追
体
験
さ
せ
る
べ
く
、
こ
こ
で
は
言
葉
が
配
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

る
。

　
そ
う
い
え
ば
、
こ
の
末
尾
三
行
に
つ
い
て
、
上
田
眞
木
子
は
「
江
代
さ
ん

を
読
み
こ
む
作
業
は
、
鳥
を
み
と
め
マ
ス
ト
を
み
と
め
、
関
係
を
希
い
な
が

ら
理
解
を
超
え
た
何
か
に
自
分
を
委
ね
る
こ
と
に
似
て
い
る
」﹇
25
﹈
と
記
し

て
い
た
。
世
界
と
い
う
も
の
を
秩
序
立
て
て
認
識
し
た
い
と
い
う
「
希
い
」

を
抱
き
つ
つ
「
理
解
を
超
え
た
何
か
に
自
分
を
委
ね
る
」、
そ
の
態
度
と
姿
勢

の
中
か
ら
、
言
語
と
い
う
思
考
習
慣
か
ら
逃
れ
出
た
場
で
の
世
界
認
識
が
可

能
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
。

　
た
し
か
に
、
人
間
の
認
識
に
と
っ
て
世
界
の
秩
序
と
は
、
畢
竟
言
葉
に
よ

っ
て
秩
序
立
て
ら
れ
た
幻
影
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
と
い
う
自
然
の
一
部
と
、

そ
の
大
も
と
で
あ
る
自
然
そ
の
も
の
と
の
か
か
わ
り
合
い
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
、
言
葉
の
出
現
や
作
用
以
前
の
現
象
で
あ
る
。
夕
焼
け
を
見
て
、
し
か

し
「
夕
焼
け
」
と
い
う
言
葉
を
持
た
な
い
人
間
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
感
慨

を
持
つ
の
か
。
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
間
と
い
う
生
物
が
宿
す

心
の
な
に
か
し
ら
の
動
き
だ
け
は
、
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
、
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
と
自
然
と
の
原
初
的
な
接
触

と
そ
こ
に
生
じ
る
情
動
を
分
節
し
、
そ
れ
と
は
別
に
ど
こ
か
で
分
節
さ
れ
た
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音
や
観
念
の
体
系
と
仮
り
そ
め
に
重
ね
合
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
一

対
を
「
コ
ト
バ
」
と
し
て＜

記
号＞

化
す
る
。
人
間
の
経
験
を
繰
り
返
し
想

起
す
る
と
い
う
、
そ
の
行
為
を
可
能
に
す
る
契
機
と
し
て
の＜

記
号＞

。
そ

れ
は
、
自
然
か
ら
離
れ
て
、
そ
れ
自
身
の
体
系
を
打
ち
立
て
る
。
そ
し
て
、
そ

の
言
語
と
い
う＜
記
号＞

の
体
系
に
よ
っ
て
、
人
間
は
生
き
て
い
る
限
り
不

断
に
押
し
寄
せ
る
原
初
的
な
情
動
か
ら
そ
の
都
度
切
離
さ
れ
、
社
会
の
根
底

を
為
す
規
約
、
も
し
く
は
既
に
あ
る
認
知
・
認
識
の
体
系
の
中
に
追
い
遣
ら

れ
囲
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

　
言
葉
に
よ
る
定
義
以
前
の
情
動
が
連
鎖
す
る
場
、
言
葉
に
よ
っ
て
た
ち
ま

ち
か
き
消
さ
れ
る
言
葉
以
前
の
領
域
は
、
つ
ね
に
我
々
の
目
の
前
や
身
の
回

り
に
在
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉
で
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

い
わ
ば
言
語
未
到
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
だ
。
そ
の
よ
う
な
認
識
の
未
到
地
、
人

間
存
在
の
根
源
的
な
在
り
方
そ
の
も
の
に
、
あ
え
て
言
葉
で
踏
み
込
ん
で
ゆ

く
こ
と
。
江
代
充
が
詩
人
と
し
て
の
初
め
か
ら
、
言
葉
の
「
斥
力
」
を
作
動

さ
せ
な
が
ら
、
間
断
な
く
黙
々
と
続
け
て
い
る
試
行
は
、
こ
の
先
駆
的
で
前

衛
的
な
実
践
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
そ
う
い
う
詩
人
の
姿
勢
が
、
上
田
眞
木
子
に
は
「
自
己
へ
の
濡
れ
た
抒
情

の
不
在
」
と
見
え
る
。
そ
し
て
「
江
代
さ
ん
の
作
品
で
は
『
私
』
に
特
権
化

さ
れ
た
主
観
は
知
覚
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
。
初
期
作
品

の
多
く
で
、『
私
』
が
『
既
知
の
主
題
』
を
あ
ら
わ
す
係
助
詞
『
は
』
で
な
く
、

主
格
助
詞
『
が
』
を
と
も
な
っ
て
新
し
い
登
場
人
物
と
し
て
現
れ
る
の
も
、

『
他
な
ら
ぬ
私
が
』
と
い
う
強
調
で
は
な
く
、『
誰
か
と
言
わ
れ
れ
ば
何
某
で

は
な
く
私
が
』
と
い
う
距
離
感
の
あ
る
主
体
意
識
の
現
れ
で
あ
る
」
と
も
言

う
﹇
26
﹈。
世
界
に
対
し
て
い
つ
で
も
「
私
」
と
名
告
り
を
あ
げ
る

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
で

き
る
特
権
、
そ
れ
を
捨
て
て
、
我
が
主
観
を
単
に
外
界
を
知
覚
す
る
行
為
の

起
点
と
化
す
こ
と
。
ま
た
、
仮
に
「
私
が
」
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

自
己
主
張
を
伴
わ
ぬ
単
な
る
声
の
方
角

4

4

4

4

4

4

4

に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
こ
と
。
こ
れ

は
「
私
が
他
者
と
関
わ
る
の
で
は
な
く
私
が
他
者
で
あ
る
こ
と
。
私
が
現
実

と
関
わ
る
の
で
は
な
く
現
実
が
私
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
、

「
そ
れ
を
直
接
記
述
し
て
ゆ
く
な
ら
、
私
ら
し
さ
も
、
私
の
抒
情
も
入
り
込
む

場
所
は
無
い
。
時
々
に
与
え
ら
れ
た
認
識
の
場
と
し
て
の
視
線
が
あ
る
の
み

だ
。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹇
27
﹈。

＊

　
で
は
、
そ
の
視
線
は
な
に
を
見
、
知
覚
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
突
飛
な
よ

う
だ
が
、
こ
こ
で
は
前
田
英
樹
が
『
古
事
記
』
に
つ
い
て
述
べ
た
「＜

語＞

の
区
分
を
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
持
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
言
葉
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
あ
る
領
域
」﹇
28
﹈
の
こ
と
を
想
起
し
た
い
。『
日
本
書
紀
』
と
比
較

す
る
と
き
に
際
立
つ
『
古
事
記
』
の
書エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

記
法
の
特
徴
を
、
前
田
は
「
一
国
家

の
事
跡
と
も
、
編
年
体
の
歴
史
と
も
関
わ
り
が
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
も

の
か
ら
逆
流
し
て
形
成
さ
れ
続
け
る＜

天ア
メ
ツ
チ地＞

の
領
域
」﹇
29
﹈
を
表
そ
う
と

し
た
こ
と
に
あ
る
、
と
指
摘
す
る
の
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
江

代
充
が
目
の
前
の
〝
世
界
〞
や
身
の
回
り
の
〝
日
常
〞
に
対
峙
し
て
、
あ
る

い
は
そ
れ
を
回
避
し
て
、
言
葉
を
紡
ぐ
姿
勢
と
、
時
空
を
遥
か
に
隔
つ
つ
、

き
わ
め
て
相
似
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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　＜

語＞

に
よ
る
区
分
に
抵
抗
す
る
あ
る
潜
在
的
な
言
語
の
領
域
を
平
ら
げ
、

区
分
さ
れ
た＜

語＞

に
よ
っ
て
整
然
と
記
さ
れ
た
書
物
に
向
か
っ
て
言
葉
の

一
組
織
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
。
も
は
や
物
語
と
し
て
無
反
省
に
受
容
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
、
実
は
か
つ
て
誰
か
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
言
葉
が
投
影

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
虚
像
も
し
く
は
共
同
幻
想
と
し
て
の
〝
世
界
な

る
も
の
〞。
そ
れ
を
、
ヒ
ト
が
人
間
に
と
っ
て
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て
い

る
言
葉
、
そ
の
言
葉
自
体
の
働
き
に
よ
っ
て
破
壊
し
、
人
間
存
在
に
と
っ
て

の
「＜

天ア
メ
ツ
チ地＞

の
領
域
」
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。
江
代
充
は
詩
人
と

し
て
そ
の
地
点
に
立
ち
、＜

言
葉＞
を
携
え
て
、
言
葉
の
統
辞
を
破
壊
す
る

こ
と
を
も
辞
さ
ず
に
、
一
新
し
つ
づ
け
て
い
る
。

　
そ
こ
で
は
も
は
や
、
言
葉
の
通
常
の
統
辞
は
無
力
で
あ
る
。〝
い
ま
在
る
世

界
〞
と
い
う
幻
影
を
なト
レ
ー
ス
ぞ
る
だ
け
の
規
範
で
は
役
に
立
た
な
い
。
か
く
し
て

江
代
充
は
、
言
葉
の
条
理
か
ら
離
れ
、
区
分
さ
れ
た＜
語＞

に
よ
っ
て
整
序

さ
れ
る
「
諸
事
物
の
固
定
し
た
区
別
」﹇
30
﹈、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
恣
ほ
し
い
ま
まに

捏
造

さ
れ
る
物
語
の
数
々
に
抗
っ
て
、
人
間
と
自
然
と
の
邂
逅
に
よ
っ
て
生
ま
れ

る
原
初
の
情
動
を
、
言
葉
の
智
恵
に
解
消
す
る
こ
と
を
細
心
の
注
意
を
以
て

避
け
な
が
ら
、
む
し
ろ
言
葉
の
「
斥
力
」
に
よ
っ
て
統
辞
か
ら
外
れ
た＜
言

葉＞

で
回
復
し
、「＜

天ア
メ
ツ
チ地＞

の
領
域
」
に
触
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
言

葉
の
「
斥
力
」
は
、
言
葉
が
言
葉
を
呼
び
意
味
が
意
味
に
纏
わ
り
つ
く
こ
と

か
ら
逃
れ
る
た
め
に
発
見
さ
れ
た
、
あ
た
ら
し
い＜

言
葉＞

の
性
質
で
あ
っ

た
。

　
言
葉
の
意
味
の
順
接
的
な
繋
が
り
を
拒
否
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
言
葉

の
「
斥
力
」。
そ
の
発
生
源
は
、
江
代
充
の
き
わ
め
て
特
殊
な
言
語
使
用
に
あ

っ
た
。
主
体
で
言
え
ば
、
そ
の
朧
化
と
輻
輳
。
時
制
で
あ
れ
ば
遅
延
、
逆
行
、

分
岐
、
切コ
ラ
ー
ジ
ュ

り
貼
り
。
詩
的
構
図
の
遠
近
法
で
は
不
均
一
、
歪
み
、
捻
れ
、
綻

び
。
統
辞
の
要
で
発
生
し
た
こ
れ
ら
言
語
的
〝
事
故
〞、
い
や
、
む
し
ろ
そ
れ

ら
の
〝
事
故
〞
が
起
き
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
遅
延
生
成
の
仕
掛
け
が
、
言

葉
の
「
斥
力
」
を
発
生
さ
せ
、
日
常
の
統
辞
を
頓
挫
さ
せ
て
い
る
。

　
あ
の
予
兆
的
に
生
ず
る
〝
意
味
群
〞、
副
次
的
に
生
じ
て
浮
遊
し
な
が
ら

〝
本
義
〞
に
結
晶
し
よ
う
と
す
る
〝
意
味
群
〞
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
の
意
味

の
輻
輳
を
す
ら
無
化
し
て
し
ま
う
反
作
用
が
、
言
葉
の
「
斥
力
」
に
は
あ
る
。

言
葉
の
意
味
作
用
を
無
化
す
る
よ
う
に
働
く
反
作
用
の
力
。
音
韻
的
連
想
、

観
念
的
連
想
、
類
語
的
連
想
、
反
語
的
連
想
、
風
情
に
触
発
さ
れ
た
連
想
な

ど
を
誘
う
連
想
の
系
自
体
が
、
言
葉
の
「
斥
力
」
の
も
と
で
は
も
は
や
成
り

立
た
な
い
。
し
か
し
江
代
充
の＜

言
葉＞

は
、
そ
の
よ
う
な
言
語
の
通
常
機

能
を
抜
け
出
し
た
そ
の
先
の
位
相
に
お
い
て
機
能
し
、
あ
た
ら
し
い
仕
方
で

互
い
に
繋
が
ろ
う
と
し
、
言
葉
の
「
斥
力
」
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
反
発

的
な
繋
結
を
促
す＜

言
語
作
用＞

の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
言
葉
の
「
斥
力
」
に
よ
っ
て
、
江
代
充
は
、
人
間
の
世
界
認
識
を
、
日

常
言
語
と
い
う＜

記
号＞

の
体
系
と
は
別
の
位
相
に
お
い
て
回
復
し
よ
う
と

し
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
は
、＜

詩＞

の
言
葉

が
そ
の
意
味
を
昇
華
し
て
、
日
本
語
の
未
知
の
地
平
を
拓
く
あ
ら
た
な＜

言

葉＞
へ
と
向
か
う
、
あ
た
ら
し
い
コ
ト
バ
の
運
動
そ
の
も
の
と
し
て
発
現
し

て
い
る
。
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お
わ
り
に

　
宮
澤
賢
治
の
言
語
圏
に
言
葉
の
「
引
力
」
を
発
見
し
て
以
来
、
那
珂
太
郎

の
言
語
圏
に
は
「
和
力
」
を
、
そ
し
て
江
代
充
の
言
語
圏
に
は
「
斥
力
」
を

探
り
あ
て
て
、
そ
れ
ら
の
働
き
を＜

言
語
作
用＞

の
水
準
で
考
察
し
て
き
た
。

そ
し
て
、
統
辞
に
お
い
て
言
葉
と
言
葉
と
が
繋
が
る
際
に
、
そ
れ
を
下
支
え

す
る
よ
う
に
し
て
働
く
、「
発
せ
ら
れ
た
言
葉
の
〝
本
義
〞
と
は
別
の
、
受
容

に
よ
っ
て
発
生
し
た
予
兆
的
・
副
次
的
な
浮
遊
す
る
〝
意
味
群
〞」
を
措
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、「
引
力
」
は
意
味
の
順
接
繋
結
を
、「
和
力
」
は
意
味
の
多

重
繋
結
を
、「
斥
力
」
は
意
味
の
反
発
繋
結
を
も
た
ら
す
力
と
解
き
、
そ
の

機メ
カ
ニ
ズ
ム
構
を
作
品
に
即
し
て
描
写
し
た
。

　「
斥
力
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の＜

言
語
作
用＞

が
言
語
と
い
う＜

記
号＞

の

体
系
そ
の
も
の
を
踏
み
破
っ
て
ゆ
く
体
の
働
き
で
あ
っ
た
の
で
、
論
考
に
あ

た
っ
て
は
日
本
語
と
い
う
言
語
の
極
北
に
立
た
さ
れ
た
よ
う
な
気
に
も
な
っ

た
が
、
振
り
返
っ
て
宮
澤
賢
治
の
「
詩
は
裸
身
に
て
理
論
の
至
り
得
ぬ
／
堺

を
探
り
来
る
／
そ
の
こ
と
決
死
の
わ
ざ
な
り
／
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
に
詩
を

な
す
は
／
直
観
粗
雑
の
理
論
に
／
屈
し
た
る
な
り
」
と
い
う
メ
モ
を
読
み
直

し
た
と
き
、
那
珂
太
郎
を
経
て
江
代
充
ま
で
一
筋
に
繋
が
る
詩
魂
、
す
な
わ

ち
、
我
は
な
に
故
に
言
葉
を
用
い
る
か
、
と
い
う
詩
人
た
ち
の
矜
恃
が
、
は

か
ら
ず
も
ひ
と
つ
の
焦
点
を
目
が
け
て
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、

驚
い
た
。

　〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
に
つ
い
て
の
考
察
は
、「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
と
お
り
、
今

後
も
「〝
詩
的
感
興
〞
の
変
容
」、「〝
詩
的
感
興
〞
の
転
換
」「〝
詩
的
感
興
〞

の
躍
動
」
と
い
う
順
で
、
継
続
し
て
ゆ
く
。

註﹇
1
﹈ 

本
論
考
の
表
題
が
、
前
稿
（
齊
藤
一
誠
「〝
詩
的
感
興
〞
の
生
成 --- 

言
語
作
用
の

観
察
」、
追
手
門
学
院
大
学
国
際
教
養
学
部
紀
要
第
十
四
号
、
九
三
頁
。
二
◯
二
一

年
）
の
「
お
わ
り
に
」
に
予
告
し
た
も
の
か
ら
変
更
さ
れ
た
事
情
は
、
本
稿
の
「
は

じ
め
に
」
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

﹇
2
﹈ 

『
新
・
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
〜
二
◯
◯
九
。
手
書
き
草

稿
の
克
明
な
〝
復
刻
〞
を
基
に
し
た
厳
密
な
活
字
化
は
、
一
九
七
九
年
に
刊
行
さ

れ
た
前
版
に
お
い
て
も
既
に
達
成
さ
れ
て
い
た
が
、
新
版
に
お
い
て
よ
り
遺
漏
な

き
も
の
と
な
り
、
本
論
考
は
そ
の
恩
恵
に
浴
し
た
。

﹇
3
﹈ 

『
新
・
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
第
二
巻
校
異
篇
に
は
、
六
頁
か
ら
十
頁
ま
で
、
賢
治

自
身
に
よ
る
《
手
入
本
》
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
「
宮
澤
家
所
蔵
本
」「
故
菊
池
暁
輝
氏
所
蔵
本
」「
故
藤
原
嘉
藤
﹇
マ
マ
﹈
春

氏
旧
蔵
本
」
の
三
種
で
あ
る
。

﹇
4
﹈ 

『
新
・
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
第
一
三
巻
（
下
）
本
文
篇
、
二
六
八
頁
。
校
異
篇
の

該
当
箇
所
八
六
頁
か
ら
八
七
頁
に
は
、
こ
れ
が
「『
春
と
修
羅
』
第
二
集
の
黒
ク
ロ

ー
ス
表
紙
（
D
）
の
表
見
返
2
（
推
定
）
余
白
」
に
「
鉛
筆
」
で
記
さ
れ
て
い
る

と
の
記
述
が
あ
り
、
異
文
と
し
て
「
１
行
　
ワ
タ
ク
シ
　
ア
﹇
タ
↓
削
﹈
ナ
タ
ノ

／
２
行
　
ア
ゝ
サ
ウ
　﹇
ワ
タ
シ
ハ
↓
ア
ナ
タ
ハ
﹈
ハ
デ
／
４
行
　
ワ
タ
シ
ガ
　

﹇（
?
）
↓
ア
﹈
カ
メ
ナ
ヤ
ウ
ニ
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
行
目
の
直
し
を
見
る

と
、
意
味
の
整
合
性
を
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、〝
詩
〞
作
品
へ
の
試
行
が
感

じ
ら
れ
る
が
、
用
紙
の
同
じ
面
に
は
同
じ
く
鉛
筆
で
「
迦
莉
」「
け
ん
」（
四
箇
所
）、

裏
面
に
は
「
蜜
」
と
い
っ
た
書
き
込
み
が
あ
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
思
考
の
集
中

が
持
続
し
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
熟
慮
の
備
忘
と
い
う
よ
り
は
、
即

興
的
な
試
考
と
位
置
づ
け
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

﹇
5
﹈ 

文
語
詩
「
岩
頸
列
」
下
書
稿
の
用
紙
下
部
余
白
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。『
新
・

校
本 
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
一
三
巻
（
下
）
本
文
篇
、
二
七
一
頁
。
校
異
篇
の
該
当
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箇
所
八
八
頁
。

﹇
6
﹈ 

時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
・
下
』、「
第
6
章 

言
語
美
論
」、
二
二
五
頁
。
岩
波
文
庫
、

二
◯
◯
七
年
。

﹇
7
﹈ 
同
、
二
二
八
頁
。

﹇
8
﹈ 

『
新
・
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
第
一
三
巻
（
下
）
本
文
篇
、
二
七
◯
頁
。
校
異
篇
の

該
当
箇
所
八
七
頁
。

﹇
9
﹈ 

『
新
・
校
本 
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
一
三
巻
（
下
）
本
文
篇
、
二
七
◯
頁
。
校
異
篇
の

該
当
箇
所
八
七
頁
。
黒
ク
ロ
ー
ス
表
紙
（
B
）
の
裏
表
紙
裏
、
用
紙
の
左
半
分
に

寄
せ
て
鉛
筆
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
校
異
に
よ
れ
ば
「
裸
身
に
て
」
の
原
形

は
「
直
観
も
て
」。

﹇
10
﹈ 

『
新
・
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
第
三
巻
校
異
篇
八
頁
、
お
よ
び
第
七
巻
本
文
篇
口
絵

写
真
・
同
巻
校
異
編
九
頁
。

﹇
11
﹈ 

宮
澤
賢
治
が
農
村
で
学
習
会
を
開
こ
う
と
し
た
と
き
の
、
一
風
か
わ
っ
た
「
集
会

案
内
」。「
集
会
案
内
」
と
い
え
ば
、
必
要
事
項
は
日
時
と
場
所
、
そ
し
て
目
的
と

内
容
、
と
相
場
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
引
用
す
る
も
の
に
は
、
そ
う
い
っ

た
周
知
徹
底
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
連
絡
事
項
を
大
き
く
逸
脱
す
る
部
分
が
あ

り
、
そ
れ
が
〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
を
感
じ
さ
せ
て
、
興
味
深
い
。

一
、 

今
年
は
作
も
悪
く
、
お
互
い
思
ふ
や
う
に
仕
事
も
進
み
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
い
づ
れ
、
明
暗
は
交
代
し
、
あ
た
ら
し
い
い
ゝ
歳
も
来
ま
せ
う
か

ら
、
農
業
全
体
に
巨
き
な
希
望
を
載
せ
て
、
次
の
仕
度
に
か
か
り
ま
せ

う
。

二
、 

就
て
、
定
期
の
集
ま
り
を
、
十
二
月
一
日
の
午
后
一
時
か
ら
四
時
ま
で
、

協
会
で
開
き
ま
す
。
日
も
短
し
ど
な
た
も
ま
だ
忙
し
い
の
で
す
か
ら
、

お
出
で
な
ら
ば
必
ず
一
時
ま
で
に
願
ひ
ま
す
。
弁
当
を
も
っ
て
き
て
、

こ
っ
ち
で
た
べ
る
も
い
い
で
せ
う
。

三
、
そ
の
節
次
の
こ
と
を
や
り
ま
す
。
予
め
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
冬
間
製
作
品
分
担
の
協
議

　
　
　
　
製
作
品
、
種
苗
等
交
換
売
買
の
予
約

　
　
　
　
新
入
会
員
に
就
て
の
協
議

　
　
　
　
持
寄
競
売
・
・
・ 

本
、
絵
葉
書
、
楽
器
、
レ
コ
ー
ド
、
農
具
、
不

要
の
も
の
何
で
も
出
し
て
く
だ
さ
い
。
安
か
っ

た
ら
引
っ
込
ま
せ
る
だ
け
で
せ
う
、
・
・
・

四
、 

今
年
は
設
備
が
何
も
な
く
て
、
学
校
ら
し
い
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
希
望
の
方
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
づ
次
の
こ
と
を
や
っ
て
み
ま

す
。

　
　
　
　
十
一
月
二
十
九
日
午
前
九
時
か
ら

　
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
方
法
で
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
科5

学
を

　
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
の
も
の
に
で
き
る
か
　
　
　
　
　
　
一
時
間

　
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
化5

学
の
骨
組
み
　
　
　
　
二
時
間

　
　
働
い
て
い
る
人
な
ら
ば
、
誰
で
も
教
へ
て
よ
こ
し
て
く
だ
さ
い
。

五
、
そ
れ
で
は
ご
健
闘
を
祈
り
ま
す
。 

宮 

澤 

賢 

治
　

（『
新
・
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
四
巻
本
文
篇
八
八-

八
九
頁
。）

こ
こ
に
あ
る
「
日
も
短
し
ど
な
た
も
ま
だ
忙
し
い
の
で
す
か
ら
、
お
出
で
な
ら
ば

必
ず
一
時
ま
で
に
願
ひ
ま
す
。
弁
当
を
も
っ
て
き
て
、
こ
っ
ち
で
た
べ
る
も
い
い

で
せ
う
。」
と
い
う
部
分
に
は
、
事
務
的
な
連
絡
文
の
中
に
さ
え
噴
き
出
す
、
賢
治

の
村
人
を
思
い
遣
る
心
情
が
現
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
連
絡
す
べ
き
相
手

の
日
常
に
ま
で
深
く
思
い
を
馳
せ
、
そ
の
上
で
連
絡
の
言
葉
を
届
け
よ
う
と
す
る

賢
治
と
い
う
言
語
使
用
者
の
姿
勢
は
、
人
に
限
ら
ず
、
お
そ
ら
く
農
作
物
や
地
質

や
鉱
物
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
天
体
、
宇
宙
に
対
し
て
も
変
わ
ら
ず
保
持
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
宇
宙
認
識
自
体
が
、
既
に
〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
の

源
泉
と
し
て
、
常
時
、
宮
澤
賢
治
の
言
語
使
用
に
作
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

﹇
12
﹈ 

齊
藤
一
誠
「〝
詩
的
感
興
〞
の
生
成 --- 

言
語
作
用
の
観
察
」、
追
手
門
学
院
大
学
国

際
教
養
学
部
紀
要
第
十
四
号
、
九
三
頁
。
二
◯
二
一
年
。

﹇
13
﹈ 
『
新
・
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
第
二
巻
本
文
篇
二
四
三
頁
。
校
異
篇
一
四
九
頁
。

﹇
14
﹈ 
た
だ
し
、『
新
・
校
本 

宮
澤
賢
治
全
集
』
第
二
巻
校
異
篇
一
四
九
頁
に
は
、『
春
と

修
羅
』
初
版
本
原
文
に
対
す
る
賢
治
の
自
筆
手
入
れ
（
宮
澤
家
本
）
に
も
と
づ
き
、

「『
せ
い
し
ん
て
き
』
を
縦
線
で
消
し
、
代
わ
り
の
語
句
を
挿
入
し
よ
う
と
線
を
引

き
出
し
て
い
る
が
、
結
局
、
そ
こ
に
何
も
記
し
て
い
な
い
」
と
、
修
正
の
様
子
が

記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て
こ
の
「
せ
い
し
ん
て
き
」
と
い
う
言
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葉
を
選
ぶ
意
外
性
に
よ
っ
て
〝
詩ぽ

的え

感じ

興い

〞
を
喚
起
し
よ
う
、
と
い
う
計
算
が
賢

治
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
し
か
し
、
活
字
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
て
し

ま
え
ば
、
そ
う
と
も
読
め
る
。
詩
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
不
安
定
が
も
た
ら
す
解
釈

の
揺
れ
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
露
呈
す
る
。

﹇
15
﹈ 
齊
藤
一
誠
「〝
詩
的
感
興
〞
の
生
成 --- 

言
語
作
用
の
観
察
」、
追
手
門
学
院
大
学
国

際
教
養
学
部
紀
要
第
十
四
号
、
八
九
頁
。
二
◯
二
一
年
。

﹇
16
﹈ 

荒
木
亨
「
那
珂
太
郎
に
呈
す
る
主
題
と
変
奏
」、『
も
の
の
静
寂
と
充
実
』
所
収
、
一

一
二
頁
。
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
四
年
。
荒
木
は
こ
こ
で
、
み
づ
か
ら
翻
訳
し
た

文
化
人
類
学
者
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ア
・
グ
ー
ラ
ン
の
大
著
『
身
ぶ
り
と
言
葉
』
の

第
十
二
章
「
機
能
の
美
学
（
感
性
論
）」
に
触
れ
つ
つ
、
那
珂
太
郎
を
〝
機
能
美
の

詩
人
〞
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、
み
ず
か
ら
の
言
葉
で
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
日
本
の

現
代
詩
は
自
ら
を
あ
ら
ゆ
る
拘
束
の
外
に
置
い
た
。
そ
れ
は
何
を
書
い
て
も
い
い

と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
事
実
何
で
も
書
か
れ
、
当
然
、
そ
の
総
和
は
瞬
間
ご
と
に

ほ
と
ん
ど
零
に
等
し
く
あ
つ
た
。
こ
れ
は
普
通
、
不
幸
な
状
態
で
あ
ら
う
が
、
那

珂
太
郎
の
や
う
に
、
生
き
、
書
く
こ
と
の
空
し
さ
を
徹
底
し
て
見
据
ゑ
て
動
か
な

い
人
に
と
つ
て
は
、
逆
に
私
的
パ
ロ
ル
か
ら
ラ
ン
グ
を
解
放
す
る
、
ま
た
と
な
く

豊
穣
な
正
立
虚
像
と
な
つ
た
の
だ
。
美
の＜

瞬
間＞
は
、
こ
と
ば
が
『
方
程
式
が

調
和
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
以
外
に
美
的
根
拠
の
な
い
、
物
理
的
な
、
抽
象
さ
れ
た
単

な
る
定
式
』
に
も
つ
と
も
近
づ
く
と
き
に
訪
れ
る
。」（
同
書
、
一
一
四
頁
）

﹇
17
﹈ 

那
珂
太
郎
「
朔
太
郎
の
詩
の
概
観
」、『
萩
原
朔
太
郎
そ
の
他
』
所
収
、
一
一-

一
二

頁
。
小
沢
書
店
、
一
九
七
五
年
。

﹇
18
﹈ 

那
珂
太
郎
「『
作
品
』
の
成
立
」、『
詩
の
こ
と
ば
』
所
収
、
二
九
頁
。
小
沢
書
店
、

一
九
八
三
年
。

﹇
19
﹈ 

同
、
二
九-

三
◯
頁
。

﹇
20
﹈ 

同
、
三
七
頁
。

﹇
21
﹈ 

同
、
三
九
頁
。

﹇
22
﹈ 

上
田
眞
木
子
「
江
代
さ
ん
が
読
み
た
い
」、『
江
代
充 

詩
集
』（
現
代
詩
文
庫212

）

所
収
一
五
六
頁
。
思
潮
社
、
二
○
一
五
年
。

﹇
23
﹈ 

中
村
鐵
太
郎
『
詩
に
つ
い
て 

│ 

蒙
昧
一
撃
』、
一
五
頁
、
書
肆
山
田
、
一
九
九
八

年
。「
わ
れ
わ
れ
の
『
蒙
昧
』
は
、
日
常
に
見
出
さ
れ
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
経
験

の
身
振
り
の
水
準
に
お
け
る
蒙
昧
で
あ
り
、
認
識
の
水
準
に
『
遅
延
』
を
起
し
、
経

験
記
述
に
お
い
て
『
逐
語
性
』
を
誘
い
、
世
界
の
多
様
性
へ
の
自
由
な
親
和
に
対

応
す
る
。」

﹇
24
﹈ 

江
代
充
『
黒
球
』、
七
◯
頁
、
書
肆
山
田
、
一
九
九
八
年
。

﹇
25
﹈ 

上
田
眞
木
子
「
江
代
さ
ん
が
読
み
た
い
」、『
江
代
充
詩
集
』（
現
代
詩
文
庫212

）

所
収
、
一
五
七
頁
。
思
潮
社
、
二
○
一
五
年
。

﹇
26
﹈ 

同
、
一
五
七
頁
。

﹇
27
﹈ 

同
、
一
五
八
頁
。

﹇
28
﹈ 

前
田
英
樹
「
マ
イ
ナ
ー
言
語
と
い
う
も
の
」『
深
さ
・
記
号
』
所
収
、
三
二
九
頁
。

書
肆
山
田
、
二
◯
一
◯
年
。

﹇
29
﹈ 

同
、
三
三
二
頁
。

﹇
30
﹈ 

同
、
三
三
◯
頁
。
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