
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
、

語
る
こ
と

『
選
ば
れ
し
人
』
の
書
き
手
に
つ
い
て
－

尾
　
　
方

贋良

（33） 読むこと、書くこと、語ること

は
じ
め
に

　
こ
れ
ま
で
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
選
ぱ
れ
し
人
』
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

「
救
済
の
語
り
手
と
語
り
手
の
救
済
」
一
以
下
前
々
稿
一
と
「
身
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
一

二
重
性
と
パ
ロ
デ
ィ
」
一
以
下
前
稿
）
で
述
べ
て
き
た
。
そ
の
大
略

は
、
『
選
ぱ
れ
し
人
』
と
い
う
小
説
が
、
現
代
で
は
語
る
こ
と
が
困

難
に
な
っ
て
い
る
救
済
の
物
語
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
非
常
に
技

巧
的
に
語
り
手
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
語
り
手
が
こ

の
小
説
を
物
語
と
し
て
く
語
る
人
V
と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
演

じ
ら
れ
る
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ク
レ
メ
ン
ス
」
と
の
二
つ
の
人
格
を

持
ち
、
そ
れ
が
役
者
と
役
の
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
重
な
っ
た
二
重
の

身
体
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
身
体
は
、
二
重
で
あ
る
こ

と
に
意
味
が
あ
り
、
そ
の
二
重
性
の
維
持
の
た
め
に
は
ま
た
さ
ま
ざ

ま
な
手
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
す
べ
て
の
こ
と
は
、
書
か
れ
た
文
字
を
わ
れ
わ
れ
が
読

む
こ
と
で
始
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
読
み
手
は
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
読

む
と
い
う
行
為
か
ら
語
り
手
が
生
ま
れ
、
こ
れ
も
読
み
手
の
中
に
生

ま
れ
る
聴
き
手
に
物
語
を
語
る
。
こ
の
読
み
手
の
役
割
は
わ
れ
わ
れ

が
引
き
受
け
る
。
で
は
そ
れ
を
書
く
役
割
は
誰
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
選
ぱ
れ
し
人
』
と
い
う
小
説
は
、
教
皇
に
選
ぱ
れ
た
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
が
ロ
ー
マ
の
都
に
入
る
三
日
前
か
ら
、
ロ
ー
マ
中
の
教
会
の
鐘

が
ひ
と
り
で
に
鳴
り
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
鐘

を
鳴
ら
し
て
い
る
の
は
誰
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
物
語
の

精
神
で
あ
る
」
と
答
え
ら
れ
、
こ
の
精
神
は
「
極
め
て
精
神
的
で
抽

象
的
な
の
で
、
文
法
的
に
は
三
人
称
で
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
「
し
か
し
そ
の
精
神
は
ま
た
収
飲
し
て
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人
格
一
序
易
昌
一
に
な
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
一
人
称
に
一
N
…
曾
g
雪

弓
①
易
o
己
）
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
、
こ
れ

ま
で
語
り
手
と
し
て
見
て
き
た
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
さ
ら
に
こ
う
語
る
。

　
そ
れ
は
私
で
あ
る
。
私
は
物
語
の
精
神
で
、
現
在
の
居
場
所
、

す
な
わ
ち
か
つ
て
吃
者
ノ
ー
ト
カ
ー
が
す
わ
っ
て
い
た
ア
レ
マ
ン

の
国
の
ザ
ン
ク
ト
ガ
レ
ン
修
道
院
の
図
書
室
に
座
り
、
人
を
楽
し

ま
せ
ま
た
信
仰
心
を
並
々
な
ら
ず
奮
わ
せ
る
た
め
に
こ
の
物
語
を

語
る
の
で
あ
る
。
（
昌
）

　
図
書
室
に
座
っ
て
い
る
と
言
う
彼
は
、
「
羊
皮
紙
を
：
・
装
飾
的
な

文
字
で
埋
め
て
い
る
」
（
宝
）
と
い
う
言
葉
で
さ
ら
に
明
瞭
に
な
る

よ
う
に
、
「
語
る
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
物
語
を
書
い
て
い
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
小
説
の
中
に
そ
れ
を
書
い
て
い
る
人
物
が
現
わ
れ
る
こ

と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
作
品
で
も
、

閂
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
土
』
で
は
、
主
人
公
レ
ー
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
ー
ン

の
伝
記
を
友
人
の
ツ
ァ
イ
ト
ブ
ロ
i
ム
が
書
く
と
い
う
形
を
と
っ
て

お
り
『
詐
欺
師
フ
ェ
ー
リ
ッ
ク
ス
・
ク
ル
ル
の
告
白
』
は
、
主
人
公

フ
ェ
ー
リ
ッ
ク
ス
・
ク
ル
ル
が
自
分
の
若
き
時
代
を
後
か
ら
振
り

返
っ
て
自
伝
と
し
て
書
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
書
き
手
は
、
も
ち
ろ

ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
だ
が
、
そ
の
存
在
が
そ
れ
自
体
違
和
感

を
抱
か
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
小
説
内
の
書
き
手
が
そ
れ
な
り
の

〈
リ
ア
リ
テ
ィ
〉
を
備
え
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
っ
て
も
自
立
し

た
存
在
で
あ
り
、
作
中
人
物
と
し
て
の
位
置
を
は
っ
き
り
と
占
め
て

い
る
。
実
際
、
仮
に
作
者
名
が
不
明
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
テ
キ
ス

ト
だ
け
読
ん
で
、
『
フ
ェ
ー
リ
ッ
ク
ス
・
ク
ル
ル
』
を
そ
の
名
の
人

物
が
書
い
た
自
伝
だ
と
信
じ
る
こ
と
に
と
く
に
不
都
合
は
な
い
。

　
だ
が
『
選
ぱ
れ
し
人
』
の
ク
レ
メ
ン
ス
は
違
う
。
も
と
も
と
彼
は

「
物
語
の
精
神
が
受
肉
し
た
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
全
知
の
語
り
手

と
同
様
の
抽
象
的
な
あ
り
か
た
を
し
て
い
て
、
具
体
的
な
人
格
で
は

な
い
。
そ
れ
で
も
、
語
り
手
と
い
う
テ
キ
ス
ト
上
に
浮
か
ぶ
人
格
と

し
て
名
乗
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
テ
キ

ス
ト
を
〈
書
く
〉
こ
と
は
物
の
世
界
に
極
め
て
近
い
こ
と
で
あ
り
「
物

語
の
精
神
」
の
よ
う
な
存
在
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ

の
よ
う
な
存
在
が
、
敢
え
て
書
い
て
い
る
と
主
張
す
る
の
だ
。

　
こ
れ
は
小
説
内
の
仕
掛
と
見
れ
ぱ
、
小
説
に
お
い
て
語
り
手
と
は

別
の
位
相
に
あ
る
書
き
手
と
い
う
存
在
に
光
を
あ
て
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
書
き
手
と
は
と
も
す
れ
ぱ
作
者
と
ま
ぎ
れ
そ
う
な
人
格

で
あ
る
。
ま
ず
は
、
作
者
と
い
う
人
格
に
立
ち
止
ま
っ
て
み
よ
う
。
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二
　
作
者

　
作
者
と
い
う
概
念
の
評
判
が
文
学
研
究
の
世
界
で
芳
し
く
な
く

な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
久
し
い
年
月
が
経
っ
た
。
あ
ま
り
に
長
い
時

間
を
経
た
の
で
、
一
度
死
を
宣
告
さ
れ
た
も
の
が
、
ま
た
生
き
返
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

さ
え
も
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
だ
が
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
は
作
者
か
ら
完
全
に
離
れ
て
済
ま
す
訳

に
は
い
か
な
か
っ
た
し
、
今
も
い
か
な
い
。
余
り
一
般
受
け
し
な
い

小
説
を
注
文
す
る
に
は
題
名
の
他
に
作
者
の
名
前
も
挙
げ
な
く
て
は

な
ら
な
い
し
、
書
店
や
図
書
館
で
も
、
小
説
の
棚
は
大
抵
作
老
の
名

前
が
配
列
基
準
に
な
っ
て
い
て
、
題
名
の
順
に
並
ん
で
い
る
こ
と
は

ま
ず
な
い
。

　
現
実
に
作
者
の
名
が
重
視
さ
れ
て
い
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
現
実

的
な
理
由
が
あ
る
。
あ
る
小
説
を
読
ん
で
気
に
入
っ
た
の
で
、
次
に

も
同
じ
作
者
の
も
の
が
読
み
た
い
と
言
う
な
ど
は
顕
著
な
例
で
あ
る
。

こ
の
場
合
作
者
の
名
は
い
わ
ぱ
品
質
保
証
の
マ
ー
ク
の
よ
う
に
一
ペ

リ
ー
・
ロ
ー
ダ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
に
、
作
者
で
は
な
く
、
シ

リ
ー
ズ
名
が
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
）
、
選
択
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
雑
誌
で
も
、
目
次
を
眺
め
る
時
は
、
作
者
の

名
が
大
き
な
鍵
に
な
る
。
こ
う
し
た
誰
某
が
書
い
た
も
の
を
読
み
た

い
と
い
う
の
は
読
者
の
ご
く
現
実
的
な
欲
求
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
、
あ
る
作
者
が
書
い
た
、
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
。
『
選
ぱ
れ
し
人
』
は
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
書
い
た
円
選
ば
れ
し
人
』

を
読
む
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
廿
こ
く
普
通
の
言
い
方
だ
が
、
こ
の
二

つ
の
「
書
く
」
と
い
う
動
詞
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
こ
の
作
品
を
、
ペ
ン
と
イ
ン
ク
で
紙
の
上
に

書
い
た
。
そ
も
そ
も
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
は
小
説
に
は
使
わ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
と
い
う
作
家
に
つ
い
て
歴
史
的
に
調
べ
て

い
る
人
々
に
よ
っ
て
、
と
う
に
疑
い
の
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
文
字
を
読
む
の
で
は

な
い
。
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
手
稿
か
ら
幾
つ
も
の
手
数
を
経
て
、
活

字
に
な
っ
て
何
千
部
か
何
万
部
か
印
刷
さ
れ
本
の
形
に
な
っ
た
、
そ

の
文
字
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
（
実
際
に
は
す
で
に
、
比
楡
で

な
い
「
活
字
」
そ
の
も
の
は
殆
ど
絶
減
し
て
い
る
が
、
そ
の
件
は
今

は
お
く
一
。

　
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
で
い
る
も
の
を
、
あ
る
作
者
が
書
い
た
と
言
う

そ
の
間
に
は
、
か
な
り
迂
遠
な
路
が
あ
る
。
こ
う
し
た
作
著
の
在
り

よ
う
は
、
こ
く
自
然
な
．
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
上
の
技
術
発
展
に
よ
り

あ
る
時
点
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
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テ
キ
ス
ト
に
は
作
者
が
つ
き
も
の
と
い
う
の
は
新
し
い
考
え
方
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

活
版
印
刷
術
の
所
産
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
中
世
の

写
本
文
化
の
中
で
は
、
あ
る
物
語
を
誰
が
書
い
た
か
と
い
う
の
は
、

そ
の
独
創
性
と
同
様
一
こ
の
二
つ
は
い
う
ま
で
も
な
く
密
接
に
結
び

付
い
て
い
る
）
ま
ず
気
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
翻
案
も
多
か
っ
た
し
、

同
じ
物
語
で
も
書
写
さ
れ
る
間
に
、
別
の
方
言
に
移
さ
れ
た
り
、
省

略
さ
れ
た
り
、
増
補
さ
れ
る
こ
と
も
し
ぱ
し
ぱ
で
、
今
日
の
作
者
の

意
味
で
誰
が
書
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
筆
写
の
際
に
特
に
関
心

事
に
は
な
ら
ず
、
題
名
と
共
に
作
者
の
名
が
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
期
待
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ハ
ル
ト
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ア

ウ
エ
の
よ
う
に
自
分
の
名
前
を
後
世
に
残
そ
う
と
思
っ
た
一
の
で
あ

ろ
う
一
者
は
、
テ
キ
ス
ト
の
中
、
物
語
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
自
ら
の
名

を
書
き
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
も
プ
ロ
ロ
ー
グ
ご
と
省
略
し
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
〕

ま
っ
た
写
本
筆
者
も
い
た
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
物
語
を
写
す
こ
と
が
「
書
く
」
運
動
で
あ
っ

た
間
、
そ
の
労
力
が
余
り
に
大
き
か
っ
た
た
め
に
、
作
者
的
な
「
書

く
」
仕
事
が
相
対
的
に
過
小
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
「
書
く
」
こ
と
が
両
義
性
を
持
た
ず
、
身
体
で
ペ
ン

を
介
し
て
書
く
と
い
う
運
動
に
常
に
結
び
付
い
て
い
る
点
で
は
、
本

来
的
な
在
り
方
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
状
況
下
で
は
、
作
者
な
る
も
の
の
姿
は
極
め

て
見
え
に
く
い
。
既
に
書
か
れ
た
物
語
の
写
本
を
書
く
人
物
も
、
さ

ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
、
即
ち
新
し
い
テ
キ
ス
ト
を
書
い
て

い
る
。
ふ
つ
う
我
々
は
そ
う
し
た
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
（
な
か
に
は
本
当

に
同
じ
物
語
な
の
か
と
思
う
ほ
ど
に
違
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
一
を

ま
と
め
て
一
つ
の
作
品
と
見
な
し
、
一
つ
の
最
善
の
テ
キ
ス
ト
を
復

元
し
よ
う
と
し
た
り
、
作
者
名
を
与
え
た
り
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
こ
に
は
個
々
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
生
み
出
し
手
を
作
者
と
は
呼
ぱ

な
い
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
。
一
方
で
、
作
者
と
目
さ
れ
る
ハ

ル
ト
マ
ン
も
、
多
く
の
書
物
を
読
ん
で
、
そ
こ
で
読
ん
だ
物
語
を
語

る
と
言
い
、
実
際
た
と
え
ぱ
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
は
フ
ラ
ン
ス
中
世

の
『
聖
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
の
生
涯
』
の
翻
案
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
世
界
で
は
、
作
者
が
作
晶
を
書
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
明
解
な

事
柄
で
は
な
い
。

　
活
版
印
刷
術
の
発
展
は
、
「
書
く
」
と
い
う
動
詞
に
は
決
定
的
な

変
化
を
も
た
ら
し
た
。
書
物
が
手
で
書
か
れ
た
も
の
で
な
く
な
る
と

共
に
、
「
こ
れ
は
誰
が
書
い
た
も
の
か
」
と
い
う
問
い
が
は
っ
き
り

と
し
た
も
の
に
な
り
、
作
者
の
名
で
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
展
開
は
し
か
し
、
あ
く
ま
で
「
書
く
」
が
単
に
ペ
ン
で
書
く
こ

と
で
は
な
く
な
る
事
態
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
新
し
い
技
術
は
、
数
多
く
の
読
者
に
一
時
に
同
じ
テ
キ
ス
ト

．
が
渡
る
よ
う
に
し
た
。
だ
が
人
手
も
資
材
も
金
も
か
か
る
こ
と
で
、

　
印
刷
に
付
せ
ら
れ
る
の
は
、
選
ば
れ
た
少
数
の
書
い
た
も
の
に
な
る
。

　
結
果
と
し
て
、
印
刷
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
手
書
き
の
も
の
の
間
に
は

　
位
階
的
と
も
言
え
る
差
が
生
じ
る
。
日
本
語
で
「
も
の
書
き
」
と
は
、

　
筆
記
具
で
書
く
だ
け
で
な
く
、
書
い
た
も
の
が
「
活
字
に
な
る
」
人

　
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
選
択
を
経
た
「
書
く
1
1
活
字
に
な
る
」
こ
と

　
は
新
種
の
欲
望
と
な
り
、
印
刷
技
術
の
発
展
と
と
も
に
膨
ら
ん
で
い

　
く
o

　
　
こ
こ
に
、
宗
教
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
よ
う
に
他
の
目
的
を
持
た
ず
、

　
単
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
目
指
す
文
学
、
な
か
ん
ず
く
小
説
と
い
う

　
ジ
ャ
ン
ル
が
現
わ
れ
る
。
小
説
が
印
刷
術
の
発
展
と
共
に
生
ま
れ
た

　
の
は
、
劇
や
詩
に
比
べ
て
読
ん
で
一
黙
読
し
て
一
楽
し
む
度
合
が
高
い

　
た
め
と
言
わ
れ
る
。
読
ま
れ
る
も
の
と
し
て
生
ま
れ
歴
史
を
築
い
た

小
説
は
、
活
字
に
な
り
、
読
ま
れ
る
こ
と
を
自
ら
強
く
欲
求
す
る
。

小
説
は
そ
う
し
た
志
向
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に

現
わ
れ
て
い
る
。

三
　
作
者
と
書
き
手

小
説
は
も
ち
ろ
ん
「
書
く
」
欲
望
の
み
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で

は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
読
者
の
読
み
た
い
と
い
う
欲
望
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。
マ
ス
と
し
て
の
読
者
の
側
に
、
あ
る
作
者
の
作
品
へ
の
要

求
が
あ
る
一
と
み
な
さ
れ
る
）
と
き
、
そ
の
作
品
は
活
字
に
な
り
、

「
書
か
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
姿
を
全
う
す
る
。

　
読
む
と
読
ま
れ
る
の
二
つ
の
欲
求
の
ベ
ク
ト
ル
が
向
き
合
う
場
所

が
印
刷
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
書
き
手
と
読
み
手
と

い
う
二
つ
の
人
格
が
出
会
う
。
書
き
手
は
、
単
に
ペ
ン
で
書
く
の
で

な
く
、
活
字
に
な
る
こ
と
を
意
図
し
欲
求
し
、
そ
し
て
現
に
活
字
と

な
っ
て
現
わ
れ
る
人
格
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
一
活
字
に
な
っ
た
）
小

説
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
作
り
手
と
し

て
書
き
手
が
見
え
る
。

　
一
方
作
者
は
、
テ
キ
ス
ト
の
外
、
例
え
ぱ
本
の
扉
を
見
な
け
れ
ぱ

確
認
さ
れ
な
い
。
む
ろ
ん
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
ら
し
い
ト
ー
マ
ス
・
マ

ン
の
テ
キ
ス
ト
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
ら
し
い
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
テ
キ
ス
ト
は

あ
る
。
し
か
し
大
岡
昇
平
の
テ
キ
ス
ト
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
見
、
古

井
由
吉
の
テ
キ
ス
ト
に
ム
ー
ジ
ル
を
見
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
書

き
手
の
帯
び
た
刻
印
と
作
者
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
は
別
問
題
で
あ

る
。
作
者
は
や
は
り
テ
キ
ス
ト
の
外
の
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
既
に

触
れ
た
よ
う
な
マ
ー
ク
、
あ
る
い
は
商
標
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ち
な
み
に
作
家
と
い
う
の
は
、
そ
の
商
標
を
使
っ
て
活
動
し
て
い
る
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人
格
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
作
者
と
書
き
手
は
混
同
さ
れ
や
す
い
。
作
者
が
書
い
た
、
と
普
通

に
言
う
か
ら
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
人
格
は
、
存
在
す
る
レ
ベ
ル
が
違

う
。
あ
る
小
説
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
世
界
を
形
成
す
る
と
、
そ
こ
に

存
在
す
る
の
が
、
書
き
手
－
語
り
手
－
登
場
人
物
と
い
う
系
列
で
あ

る
。
一
方
テ
キ
ス
ト
が
作
品
と
し
て
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
現
実
世
界

に
い
る
の
が
作
者
で
あ
り
作
家
で
あ
る
。
両
世
界
の
接
触
面
に
あ
る

の
が
テ
キ
ス
ト
だ
が
、
テ
キ
ス
ト
が
形
成
す
る
世
界
は
、
書
か
れ
る

と
作
者
の
統
御
を
離
れ
て
自
已
運
動
を
始
め
る
。
作
者
と
テ
キ
ス
ト

の
間
に
残
る
関
係
は
様
々
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
名
と
責
任
と
一

定
の
権
利
で
は
つ
な
が
れ
る
。

　
時
に
は
こ
の
つ
な
が
り
を
嫌
っ
て
か
、
匿
名
や
偽
名
で
発
表
さ
れ

る
作
品
も
あ
り
、
そ
こ
で
く
作
者
探
し
V
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
た
と
え
作
者
不
明
で
も
読
み
手
は
書
き
手
を
見
て
取
っ
て
テ

キ
ス
ト
は
そ
の
書
き
手
の
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
は
近
代
的
人
格
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

識
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

　
書
き
手
は
テ
キ
ス
ト
と
共
に
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
テ
キ
ス
ト

世
界
の
中
か
ら
見
た
時
に
界
面
に
張
り
付
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ

こ
で
読
み
手
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
「
読
ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う
欲
求

で
あ
る
。
書
き
手
は
そ
の
た
め
に
語
り
手
や
作
中
人
物
を
動
か
す
人

格
で
あ
る
。

　
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
『
晩
夏
』
の
よ
う
に
「
私
」
と
名
乗
る
語
り

手
が
い
て
も
、
そ
れ
は
書
き
手
の
私
で
は
な
い
。
語
り
手
は
、
「
私
」

と
言
え
ぱ
自
分
を
指
す
し
か
な
い
が
、
書
き
手
は
語
り
手
を
も
一
人

の
登
場
人
物
と
し
て
扱
い
う
る
。
「
私
は
…
」
と
語
り
だ
す
語
り
手

は
書
き
手
が
演
出
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
演
ず
る
の
だ
。
そ
し
て

そ
の
書
き
手
は
、
白
身
で
テ
キ
ス
ト
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な

い
。

　
『
選
ぱ
れ
し
人
』
で
は
修
道
士
グ
レ
メ
ン
ス
と
い
う
人
格
が
現
わ

れ
、
語
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
羊
皮
紙
に
書
い
て
い
る
、
あ
る
い
は

韻
文
で
は
な
く
散
文
で
書
く
な
ど
と
も
言
う
が
、
こ
れ
は
む
ろ
ん
真

の
書
き
手
で
は
な
く
、
〈
小
説
と
し
て
活
字
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
い

る
書
き
手
〉
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
小
説
と
し
て
書
か
れ
た
テ
キ
ス

ト
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
意
識
し
て
、
〈
小
説
の
書
き

手
〉
を
模
倣
す
る
。
模
倣
は
ペ
ン
を
持
つ
者
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、

小
説
が
く
活
字
に
な
る
V
こ
と
ま
で
巻
き
こ
む
。

　
私
が
ど
の
言
語
で
書
い
て
い
る
の
か
、
ラ
テ
ン
語
か
フ
ラ
ン
ス

語
か
、
ド
イ
ツ
語
か
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
語
か
は
全
く
定
か
で
な

く
、
ま
た
ど
う
で
も
良
い
事
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
私
が
今
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例
え
ぱ
ヘ
ル
ヴ
ェ
テ
ィ
ア
に
住
む
ア
レ
マ
ン
人
の
話
す
濁
逸
語
で

書
い
て
い
て
も
、
明
日
は
ブ
リ
テ
ン
語
が
紙
上
に
あ
り
、
そ
れ
は

私
が
書
い
た
ブ
リ
テ
ン
語
の
書
物
と
言
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
一
－
e

　
書
く
と
い
う
こ
と
が
書
物
に
な
る
こ
と
ま
で
含
み
、
そ
の
際
翻
訳

さ
れ
た
も
の
も
同
一
の
小
説
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
各
国
語
版
の
テ

キ
ス
ト
の
生
成
に
ま
で
至
る
大
き
な
仕
事
を
一
つ
の
動
詞
で
く
く
る

こ
と
に
な
る
。
〈
小
説
の
書
き
手
〉
の
ペ
ン
の
動
き
は
、
各
地
の
印

刷
機
を
動
か
し
て
、
多
様
な
言
語
で
「
書
か
れ
た
」
テ
キ
ス
ト
を
生

み
出
す
。
そ
れ
を
ク
レ
メ
ン
ス
は
こ
う
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
の
で
あ
る
。

四
　
書
き
手
と
語
り
手

　
『
選
ぱ
れ
し
人
』
と
い
う
小
説
は
、
書
き
手
と
テ
キ
ス
ト
と
い
う
、

普
通
は
界
面
で
接
す
る
関
係
を
内
部
に
持
ち
込
ん
で
、
前
面
に
押
し

出
し
て
見
せ
る
。
だ
が
そ
こ
で
「
書
く
」
と
主
張
し
て
い
る
ク
レ
メ

ン
ス
は
、
よ
り
頻
繁
に
自
ら
「
語
る
」
と
言
う
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
ご
く
普
通
に
混
同
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
事
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
模
倣
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
だ
が
語
り
手

と
は
別
に
書
き
手
を
考
え
る
わ
れ
わ
れ
は
、
一
通
り
混
同
の
起
源
を

辿
ら
ね
ぱ
な
る
ま
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
読
み
手
の
側
か
ら
言
う
と
、
小
説
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
あ
た
か
も
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
読
む
行
為
に
は
、
実
際
は
中
断
や
前
後
を
含
む
に
し
て

も
、
理
念
的
に
直
線
的
に
続
く
時
問
が
想
定
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
小

説
の
中
の
時
問
も
さ
ま
ざ
ま
に
前
後
し
た
り
並
行
し
た
り
す
る
。
し

か
し
、
小
説
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
は
、
実
用
書
な
ど
と
は
違
い
最

初
か
ら
順
を
追
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
声
が
並
行

し
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
読
ま
れ
る
の
は
順
番
に
で
あ
り
、

演
劇
と
は
異
な
り
、
二
つ
の
声
が
同
時
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
読
み
手
は
読
み
手
で
、
テ
キ
ス
ト
の
前
へ
戻
っ
た
り
間
を
飛
ぱ
し

た
り
す
る
自
由
を
持
つ
。
し
か
し
、
小
説
を
「
読
ん
だ
」
と
い
う
と

き
は
、
何
ら
か
の
形
で
冒
頭
か
ら
結
末
へ
と
継
続
し
て
読
ん
だ
、
あ

る
い
は
、
少
な
く
と
も
継
続
し
た
状
態
を
思
い
描
け
る
こ
と
を
示
す

だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
小
説
に
は
、
警
か
れ
て
二
次
元
の
平
面
に
印
刷
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
を
一
次
元
に
、
つ
ま
り
時
間
的
に
単
線

化
す
る
と
い
う
理
念
が
あ
る
。
そ
の
在
り
よ
う
は
、
書
く
こ
と
の
イ

メ
ー
ジ
を
、
書
き
進
ん
で
は
訂
正
し
、
頓
挫
し
て
前
へ
戻
り
、
途
中
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を
一
旦
飛
ぱ
し
、
更
に
は
全
体
が
終
わ
っ
て
か
ら
前
の
部
分
を
推
敲

し
と
い
う
非
直
線
的
な
も
の
で
な
く
、
時
間
の
流
れ
に
沿
う
仮
想
的

で
直
線
的
な
も
の
に
し
て
、
語
り
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
し
て
し
ま

う
。　

テ
キ
ス
ト
の
持
つ
読
み
手
へ
の
志
向
性
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
読

み
手
の
時
間
は
何
に
使
お
う
と
自
由
な
も
の
だ
が
、
小
説
は
自
分
を

読
む
こ
と
に
向
け
る
よ
う
要
求
す
る
。
都
合
の
よ
い
時
必
要
な
時
に

読
め
ぱ
良
い
手
紙
や
実
用
書
な
ど
の
書
き
物
と
は
違
い
、
強
引
さ
の

点
で
、
目
の
前
に
い
て
話
を
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
人
物
に
並
ぶ
特
性

で
あ
る
。
こ
れ
は
語
り
と
し
て
捉
え
た
方
が
、
そ
の
存
在
を
受
け
入

れ
や
す
㌧

　
さ
ら
に
、
テ
キ
ス
ト
が
語
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
相
手
を
す
る
読

み
手
に
は
、
語
り
に
耳
を
傾
け
る
聴
き
手
の
姿
勢
が
、
物
語
に
没
入

し
享
受
や
す
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
書
き
手
な
ど
を
意
識

す
る
こ
と
は
、
普
通
は
い
か
に
も
興
ざ
め
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
書

き
手
が
、
自
分
が
耳
を
傾
け
る
語
り
手
を
操
作
し
て
い
る
と
な
れ
ぱ

な
お
さ
ら
で
、
書
き
手
に
は
気
付
か
な
い
ふ
り
こ
そ
ご
く
自
然
で
あ

る
。　

と
は
い
え
書
か
れ
た
も
の
が
語
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
ら
れ
る

の
は
、
読
み
手
の
都
合
ぱ
か
り
で
は
な
い
。
書
く
こ
と
を
語
る
こ
と

と
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
の
は
、
書
き
手
の
側
の
戦
略
で
も
あ
ろ
う
。

書
き
手
は
書
き
物
を
読
ま
れ
た
い
の
で
あ
り
、
読
ま
れ
方
と
し
て
語

り
－
聴
き
モ
デ
ル
が
適
当
で
あ
れ
ぱ
、
語
る
が
如
き
ふ
り
は
当
然
で

あ
る
。

　
耳
を
傾
け
が
た
い
も
の
と
し
て
は
、
作
家
の
手
稿
の
再
現
を
目
指

し
、
削
除
、
挿
入
、
訂
正
な
ど
を
記
号
で
示
し
て
印
刷
し
た
テ
キ
ス

ト
も
多
く
あ
る
。
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
は
普
通
に
小
説
を
享
受
し
よ

う
と
す
る
読
者
の
た
め
で
は
な
い
。
研
究
者
の
よ
う
な
、
か
な
り

変
っ
た
読
み
方
を
欲
す
る
読
者
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
加
除
訂
正

の
跡
は
言
う
ま
で
も
な
く
読
み
を
つ
ま
づ
か
せ
、
直
線
的
進
行
を
阻

害
す
る
。
そ
こ
に
書
き
手
が
現
わ
れ
る
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
完
成
稿

の
書
き
手
と
は
著
し
く
異
な
る
人
格
で
あ
る
。

　
小
説
と
し
て
も
、
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
特
に
意
識
的
な

読
み
手
の
た
め
に
、
単
線
的
な
語
り
を
放
棄
し
て
、
平
面
性
を
復
活

さ
せ
た
も
の
も
あ
る
。
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
多
用
し
た
一
群
の
小
説
な

ど
は
そ
う
し
た
試
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
は
や
は
り

特
別
な
読
み
手
向
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
と
は
一
言
い
難
い
。

　
普
通
に
「
書
く
」
と
「
語
る
」
が
混
同
さ
れ
る
の
は
、
読
み
手
書

き
手
の
両
者
の
都
合
に
よ
る
暗
黙
の
合
意
の
結
果
と
言
え
る
。
小
説
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の
書
き
手
は
、
語
り
手
を
操
る
だ
け
で
な
く
、
語
り
手
の
背
後
に
隠

れ
て
し
ま
お
う
と
も
す
る
。
書
き
手
な
ど
は
見
え
な
い
方
が
読
み
手

が
語
り
－
聴
き
の
状
態
に
入
っ
て
読
む
に
は
好
都
合
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
た
書
き
手
に
も
好
都
合
と
い
う
訳
だ
。

　
こ
れ
は
妙
な
情
景
で
は
あ
る
。
小
説
が
書
か
れ
た
も
の
な
の
は
余

り
に
も
白
明
な
の
に
、
警
か
れ
た
こ
と
は
な
る
べ
く
忘
れ
去
ら
せ
て
、

語
り
手
が
語
る
の
み
の
空
間
に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
。

　
こ
の
奇
妙
さ
に
視
線
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
が
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
書

く
人
物
と
し
て
敢
え
て
登
場
す
る
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ

の
視
線
を
ど
う
す
る
の
か
。
近
代
的
テ
キ
ス
ト
は
書
き
手
の
も
の
と

確
認
し
、
書
き
手
と
そ
の
欲
望
を
前
景
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は

本
来
、
前
々
稿
と
前
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
語
り
手
、
し
か
も
一

つ
の
役
柄
と
し
て
の
語
り
手
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
書
く
こ
と

に
ま
で
言
わ
ぱ
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
。
右
の
よ
う
な
一
般
的
な
混
同

が
そ
れ
を
担
保
し
て
読
み
手
の
書
き
手
へ
の
意
識
を
刺
激
す
る
の
で

あ
る
。

五
　
不
在

　
こ
う
し
て
書
き
手
と
い
う
も
の
が
、
作
者
と
も
語
り
手
と
も
異
な

る
人
格
と
し
て
析
出
し
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
書
き
手
に
つ
い
て
読

み
手
が
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
先
に
も
少
し

触
れ
た
書
き
手
の
不
在
で
あ
る
。

　
語
り
手
－
聴
き
手
の
関
係
で
は
、
聴
き
手
は
語
り
手
と
と
も
に
生

成
す
る
。
小
説
が
読
ま
れ
る
時
そ
こ
に
語
り
手
が
生
ま
れ
、
対
応
し

て
聴
き
手
も
生
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
に
こ
の
二
者
は
共
存
す
る
関
係

で
、
片
方
が
不
在
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
書
き
手
－
読
み
手
関
係
で
の
片
方
の
不
在
は
む
し
ろ

当
然
に
見
え
る
。
手
紙
を
書
く
時
に
は
読
む
ぺ
き
者
は
お
ら
ず
、
読

む
時
に
は
書
い
た
も
の
は
い
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
言
わ
ん
と
す
る
不

在
は
、
お
よ
そ
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
普
通
の
手
紙
は
、
書

き
手
に
固
有
の
人
格
が
あ
っ
て
そ
の
裏
付
け
の
あ
る
も
の
と
し
て
書

か
れ
る
。
読
み
手
は
言
葉
が
そ
の
人
格
か
ら
発
し
た
も
の
と
し
て
言

外
に
補
っ
て
読
む
。
小
説
に
は
こ
の
予
め
補
う
べ
き
人
格
と
し
て
は

書
き
手
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
態
は
、
こ
の
物
語
の
一
つ
の
重
い
筋
に
お
い
て
具
現
す
る
。

兄
妹
の
問
に
生
ま
れ
こ
の
世
に
存
在
す
る
場
の
な
い
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

は
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く
樽
に
詰
め
ら
れ
て
海
に
流
さ
れ
、
生
き
る

も
死
ぬ
も
い
わ
ぱ
神
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
著
し
い
罪

の
子
と
し
て
の
事
情
は
、
石
や
貴
金
属
で
飾
ら
れ
た
象
牙
の
書
字
板

に
書
か
れ
て
、
一
緒
に
収
め
ら
れ
る
。

269



橋論叢　第ユ26巻　第3号　平成13年（2001年）9月号　（42〕

　
　
私
た
ち
は
、
手
紙
と
し
て
書
い
た
板
を
子
供
に
持
た
せ
て
や
り

　
ま
し
ょ
う
。
そ
の
上
に
私
た
ち
は
、
遠
慮
が
ち
に
、
誰
の
こ
と
と

　
も
何
処
の
国
の
こ
と
と
も
言
わ
ず
に
こ
の
子
の
事
情
を
書
い
て
や

　
る
の
で
す
。
（
塞
）

　
こ
れ
を
拾
っ
た
人
は
、
子
供
を
養
育
す
る
と
共
に
こ
の
書
字
板
を

保
存
し
、
子
供
に
読
み
方
を
習
わ
せ
て
、
成
人
の
際
に
は
読
み
う
る

よ
う
に
し
て
下
さ
い
と
も
書
か
れ
る
（
同
一
。
以
後
も
何
か
と
重
要

な
役
目
を
持
つ
こ
の
書
字
板
は
、
こ
う
し
て
全
く
誰
と
も
分
か
ら
ぬ
、

い
や
、
居
る
か
居
な
い
か
も
分
か
ら
ぬ
読
み
手
の
も
と
へ
送
り
出
さ

れ
る
の
だ
。

　
こ
の
書
字
板
の
読
み
手
に
と
っ
て
は
、
書
き
手
は
決
定
的
に
不
在

で
あ
る
。
赤
ん
坊
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
こ
の
時
は
ま
だ
名
付
け
ら
れ
て

い
な
い
が
一
の
乗
っ
た
榑
は
、
と
あ
る
島
の
一
文
盲
の
）
漁
師
た
ち
に

拾
い
上
げ
ら
れ
、
書
字
板
は
島
の
修
道
院
長
の
手
に
渡
り
、
彼
だ
け

が
こ
の
赤
子
の
お
お
よ
そ
の
身
の
上
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
ど
こ
の
国
、
誰
の
子
供
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
事

態
の
あ
ら
ま
し
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
書
字
板
の
書
き
手
は
、
読
み
手

の
視
界
か
ら
は
全
く
遮
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　
書
き
手
．
読
み
手
が
互
い
に
不
可
視
の
こ
の
状
況
は
、
小
説
と
い

う
書
き
物
語
の
置
か
れ
る
環
境
そ
の
も
の
で
あ
る
。
小
説
は
外
部
の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
関
係
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
で
理
解
で
き
る

こ
と
を
要
求
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
外
部
に
実
在
し
な
い
コ
ン
テ
キ

ス
ト
を
自
ら
作
り
出
す
。
書
き
手
と
は
予
め
読
み
手
に
知
ら
れ
て
は

い
ず
、
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
か
ら
生
成
さ
れ
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
的

な
外
部
存
在
で
あ
る
。

　
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
語
り
手
聴
き
手
が
共
存
す
る
場
で
語
ら

れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
性
質
は
小
説
と
い
う
も
の
の
在
り
方
を

強
く
規
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
不
在
の
読
み
手
に
向
け
ら

れ
、
読
み
手
が
書
き
手
の
不
在
に
耐
え
な
が
ら
読
む
も
の
、
こ
れ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
一

そ
小
説
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
　
六
　
『
選
ぱ
れ
し
人
』
の
書
き
手

　
し
か
し
『
選
ぱ
れ
し
人
』
で
は
、
不
在
の
は
ず
の
書
き
手
の
パ
ロ

デ
ィ
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
テ
キ
ス
ト
の
中
に
現
わ
れ
る
。
こ
の
人
物
は

何
の
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
ま
ず
大
雑
把
に
言
っ
て
し
ま
え
ぱ
、
近
代
小
説
の
〈
書
き

手
〉
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
そ
こ
で
モ
デ
ル
に
な
る
の
は
中

世
に
於
い
て
警
き
、
名
を
残
し
た
ハ
ル
ト
マ
ン
と
そ
の
テ
キ
ス
ト
で

あ
る
。
た
だ
し
そ
の
「
書
い
た
」
と
い
う
の
は
、
近
代
の
印
刷
術
以
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降
の
そ
れ
と
は
別
の
意
味
で
、
書
く
－
読
む
の
関
係
が
直
接
に
成
立

つ
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
を
今
わ
れ
わ
れ
が
読

む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
＾
7
）

ド
イ
ツ
語
の
詩
に
書
い
て
／
こ
の
物
語
を
伝
え
る
者

そ
れ
は
ア
ウ
エ
な
る
ハ
ル
ト
マ
ン
■
こ
こ
で
善
き
罪
人
の

数
奇
な
る
物
語
が
／
語
ら
れ
る
＾
く
■
H
胃
－
H
ぎ
）

　
テ
キ
ス
ト
の
中
で
こ
う
名
乗
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
私
の
心
は
こ

の
世
で
の
報
い
を
受
け
よ
う
と
す
る
様
々
な
こ
と
を
、
幾
度
も
私
の

舌
に
語
ら
せ
た
。
そ
れ
は
若
年
の
愚
か
さ
が
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
」
（
く
、
H
ふ
一
と
始
ま
り
一
七
〇
行
目
ま
で
続
く
書
き
手
の
意
図
を

説
い
た
と
見
ら
れ
る
部
分
と
と
も
に
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
一
つ
の

ハ
ル
ト
マ
ン
像
を
作
る
。

　
だ
が
こ
の
「
一
つ
の
」
と
い
う
の
は
仮
の
も
の
で
し
か
な
い
。

『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
に
は
写
本
な
い
し
断
片
が
十
一
伝
わ
っ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
テ
キ
ス
ト
が
違
う
。
も
ち
ろ
ん
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
も

の
は
な
い
。
現
実
に
は
様
々
な
地
方
の
様
々
な
言
葉
で
書
か
れ
、
繁

簡
も
一
様
な
ら
ず
、
同
じ
筈
の
行
で
も
語
順
や
単
語
が
異
な
り
、
さ

ら
に
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
全
て
欠
い
た
り
も
し
て
い
る
一
群
の
テ
キ
ス

ト
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
文
献
学
的
な
観
点
で
最
善
と

看
徴
さ
れ
る
形
で
再
建
さ
れ
た
の
が
、
普
通
に
見
る
校
訂
さ
れ
印
刷

さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

　
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
は
誰
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ル
ト

マ
ン
と
言
う
し
か
な
い
。
実
際
に
は
校
訂
本
は
〈
標
準
的
〉
中
高
ド

イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
あ
り
、
作
老
ハ
ル
ト
マ
ン
が
そ
の
言
語
を
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ε
〕

を
用
い
て
い
た
と
い
う
保
証
は
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
ハ
ル
ト
マ
ン

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
し
か
な
い
。

　
こ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
書
き
手
ハ
ル
ト
マ
ン
を
振
り
か
え
る
と
、

そ
の
姿
は
、
失
わ
れ
た
も
の
も
含
め
て
実
に
数
多
く
の
写
本
と
、
時

代
も
地
域
も
さ
ま
ざ
ま
な
実
に
多
く
の
写
本
筆
者
の
、
丁
度
造
山
運

動
の
よ
う
な
集
合
的
運
動
が
書
き
手
ハ
ル
ト
マ
ン
を
結
晶
化
さ
せ
て

い
る
が
如
く
で
あ
る
。
造
山
運
動
は
山
を
造
る
た
め
で
は
な
い
が
山

は
出
来
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
読
み
よ
い
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
を

作
っ
た
だ
け
だ
が
、
新
た
に
テ
キ
ス
ト
を
読
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、

書
き
手
ハ
ル
ト
マ
ン
の
名
を
残
す
。

　
だ
と
す
る
と
校
訂
だ
け
で
な
く
、
レ
ク
ラ
ム
文
庫
に
あ
る
よ
う
な

現
代
語
訳
も
一
つ
の
「
写
本
筆
老
」
の
営
み
と
し
て
集
団
に
加
わ
る

こ
と
と
い
え
よ
う
。
こ
の
集
団
は
、
言
語
そ
の
も
の
が
集
団
の
中
で

歴
史
的
に
変
化
し
て
い
く
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。

271



一橋論叢　第126巻 第3号 平成13年（2001隼〕9月号　（44）

い
や
集
団
が
言
語
を
変
え
る
の
で
な
く
、
言
語
が
変
化
し
て
い
く

（
と
見
る
の
が
普
通
な
）
の
で
あ
っ
て
み
れ
ぱ
、
テ
キ
ス
ト
が
変
化

し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
変
化
す
る
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
を
一
つ
の
も
の
と
し

て
読
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
の
小
説
で
は
あ
ま
り
な
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
近
代
の
小
説
に
は
、
不
在
に
な
っ
た
も
の
に
せ
よ

〈
書
き
手
〉
が
く
個
人
的
V
な
存
在
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

強
い
前
提
と
し
て
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
書
き
手
は
物
語
の
中
の
語
り
手
（
た
と
え
殆

ど
見
え
な
い
超
越
的
語
り
手
で
あ
れ
）
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
演
じ

さ
せ
る
。
演
じ
ら
れ
る
の
は
普
通
、
語
り
手
が
一
広
い
意
味
で
一
経

験
し
た
こ
と
を
語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
小
説
は
過
去

形
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
読
み
手
は
読
み
始
め
て
聴
き
手

の
意
識
と
な
る
や
否
や
、
物
語
の
中
の
人
物
を
志
向
し
、
そ
の
人
物

の
世
界
と
出
来
事
を
了
解
す
る
と
い
う
体
勢
に
入
っ
て
し
ま
い
、
語

り
手
が
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
意
識
外
に
置
い
て
し
ま
う
。

　
だ
が
語
り
手
の
現
在
は
、
も
ち
ろ
ん
中
の
出
来
事
に
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
こ
で
く
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
V
そ
の
も
の
を
現
在

に
引
き
ず
り
込
む
も
の
と
し
て
、
前
々
稿
と
前
稿
で
見
た
よ
う
な
語

り
手
の
設
定
が
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
語
り
の
現
場
そ
の
も
の
を
語
り
の
中
に
繰
り
入
れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
で
小
説
の
過
去
性
が
拭
い
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
例

え
ぱ
『
緑
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
』
の
よ
う
に
一
人
称
の
語
り
手
が
現
わ
れ

る
小
説
を
見
て
も
そ
こ
に
生
き
生
き
し
た
現
在
は
な
い
。
そ
れ
は
ひ

と
え
に
小
説
が
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
必
ず
時
間

の
経
過
の
ど
こ
か
で
固
着
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
ん
ど
は
く
書
く
と
い
う
こ
と
V
ま
で
現
在
性
の
中
に

引
き
込
ん
で
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
『
選
ぱ
れ
し
人
』
の
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
真
面
目
に
そ
う
願
っ

て
書
き
手
を
引
き
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、

〈
書
く
と
い
う
こ
と
V
を
現
在
に
引
き
込
め
な
い
こ
と
を
逆
説
的
に

暴
露
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
書
き
手
に
近
代
的
個
人
性
を
付
与

し
て
し
ま
え
ぱ
、
歴
史
的
時
問
の
中
で
の
一
回
的
な
も
の
で
し
か
有

り
え
な
い
の
だ
。

　
そ
こ
で
テ
キ
ス
ト
に
現
わ
れ
る
書
き
手
は
、
近
代
以
前
の
装
い
を

纏
う
。
そ
こ
は
「
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
の
ノ
ー
ト
カ
ー
の
机
に
つ
い

て
は
言
及
し
た
も
の
の
、
い
か
な
る
時
に
、
つ
ま
り
我
等
が
救
い
主

の
生
誕
以
来
何
世
紀
何
年
後
に
私
が
［
…
］
こ
の
羊
皮
紙
を
埋
め
て

い
る
か
は
述
べ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
確
か
な
手
掛
り
は
な
い
」

（
宝
）
と
、
あ
る
い
は
「
我
々
の
修
道
院
長
の
ゴ
ツ
ベ
ル
ト
と
い
う

2Z2



（45） 読むこと、書くこと、語ること

名
前
も
そ
う
し
た
手
掛
か
り
に
な
ら
な
い
。
こ
の
名
は
時
の
中
で
あ

ま
り
に
し
ぱ
し
ぱ
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
…
L
（
同
）
と
言
わ
れ
、

じ
っ
さ
い
ノ
ー
ト
カ
ー
と
い
う
名
も
ザ
ン
ク
ト
ガ
レ
ン
で
何
代
も
繰

り
返
さ
れ
て
、
吃
者
ノ
ー
ト
カ
ー
、
ド
イ
ツ
人
ノ
ー
ト
カ
ー
、
ノ
ー

ト
カ
ー
ニ
フ
ベ
オ
な
ど
と
呼
び
名
が
付
い
て
も
ど
れ
が
ど
の
人
物
で

あ
る
か
定
か
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
個
人
の
生
と
い
う
単
位
で

時
問
が
区
切
ら
れ
な
い
場
所
で
あ
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
書
き
手

は
、
そ
こ
で
あ
た
か
も
集
合
的
に
纏
め
ら
れ
る
物
語
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
て
い
く
も
の
、
そ
れ
こ
そ
物
語
の
精
神
と
で
も
言
う
し
か
な
い

も
の
と
な
る
。

　
以
上
は
テ
キ
ス
ト
の
内
側
、
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
書
き
手
を
、
極

め
て
荘
漠
と
し
た
も
の
に
せ
よ
、
痕
跡
か
ら
捉
え
た
大
枠
で
あ
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
界
面
に
は
、
こ
う
し
た
全
体
を
一
つ
の
近
代
小
説

と
し
て
い
る
く
小
説
の
書
き
手
V
が
い
る
。
こ
の
書
き
手
も
近
代
的

な
〈
個
性
〉
に
基
づ
い
た
〈
書
く
こ
と
〉
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集
合

的
に
書
か
れ
た
一
群
の
テ
キ
ス
ト
の
世
界
に
加
わ
っ
て
い
こ
う
と
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
も
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
伝
説
』
が
ま

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
新
た
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
変
容
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
も
、
〈
小
説
の
書
き
手
V
の
働
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
小
説
が
生
ま
れ
る
場
で
生
を
享
け
て
い
る
。

そ
こ
で
は
書
き
手
が
読
み
手
を
獲
得
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
極
め
て
技
巧
的
な
語
り
手
が
設
定
さ
れ
、
近
代
小
説
と
し

て
読
ま
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
（
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
二
回
に

亘
っ
て
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
）
。

　
そ
う
し
た
語
り
を
成
功
さ
せ
た
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
書
き
手

を
見
る
。
い
や
書
き
手
は
す
で
に
テ
キ
ス
ト
を
残
し
て
去
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
成
功

し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
立
ち
去
っ
た
跡
を
安
ら
か
に
見
送
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
十
三
巻
本
全
集

＾
↓
プ
o
∋
凹
腕
竃
印
コ
コ
ー
o
g
印
昌
昌
①
斥
①
幸
昌
斥
o
，
亭
9
s
才
＝
｝
肚
コ
ー

庄
昌
一
享
彗
ζ
冒
く
…
。
＾
ω
■
｝
一
ω
〔
ま
『
二
彗
と
に
よ
る
。
本
文
中
の

引
用
・
参
照
は
カ
ッ
コ
内
に
巻
、
頁
を
示
す
。
但
し
『
選
ぱ
れ
し

人
』
（
第
七
巻
一
か
ら
の
引
用
は
貢
の
み
示
す
。
ハ
ル
ト
マ
ン
か

ら
の
引
用
は
次
に
よ
り
、
行
数
を
示
す
。
9
晶
o
ユ
冨
一
冨
。
く
。
甲

巾
印
巨
L
ω
－
＞
一
』
P
二
〕
窃
O
『
曾
く
一
軍
峯
彗
～
コ
胴
雪
一
↓
目
巨
目
胴
①
＝
H
O
O
O
ム

↑
＞
↓
巾
M
一
。
但
し
翻
訳
に
際
し
て
は
次
の
現
代
独
語
訳
、
邦
訳

を
参
照
し
つ
つ
、
極
力
い
わ
ゆ
る
直
訳
に
近
づ
け
た
。
9
品
〇
一

ユ
畠
．
冬
ブ
庄
1
＼
z
ブ
乱
J
⊂
思
斗
『
鵯
胴
自
コ
胴
く
ー
団
－
ら
℃
潟
コ
σ
雪
炉
ω
巨
亨

o
q
彗
斤
－
竃
o
。
（
肉
g
一
凹
ヨ
⊂
｝
H
奏
“
一
、
『
ハ
ル
ト
マ
ン
作
品
集
』
一
グ
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レ
ゴ
ー
リ
ウ
ス
中
島
悠
爾
訳
）
、

郁
文
堂
、
一
九
八
二
年
。

↑
一
　
拙
論
、
救
済
の
語
り
手
と
語
り
手
の
救
済
－
『
グ
レ
ゴ
リ

　
ウ
ス
』
と
の
比
較
で
見
た
『
選
ぱ
れ
し
人
』
序
論
L
「
一
橋

　
論
叢
」
第
二
二
巻
三
号
（
一
九
九
九
年
三
月
一
、
七
九
－
九
三

　
頁
。一

2
一
　
拙
論
、
身
体
の
二
重
性
と
パ
ロ
デ
ィ
ー
『
選
ば
れ
し
人
』

　
の
語
り
手
に
つ
い
て
、
「
一
橋
論
叢
」
第
＝
＝
一
巻
三
号
一
一
九

　
九
九
年
九
月
一
、
六
六
－
八
一
頁
。

（
3
）
　
石
井
洋
二
郎
　
文
学
の
思
考
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

　
〇
年
、
特
に
一
一
七
頁
以
下
参
照
。

↑
一
　
M
．
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
一
森
常
治
訳
）
グ
ー
テ
ン
ペ
ル
ク
の
銀

　
河
系
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
、
特
に
二
〇
一
頁
以
下
。

（
5
）
　
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
『
哀
れ
な
ハ
イ
ン
リ
ヒ
』

　
『
イ
ー
ヴ
ェ
イ
ン
』
の
三
作
に
あ
る
。
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
に
つ
い

　
て
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
ま
と
も
に
残
し
て
い
る
の
は
い
わ
ゆ
る
J

　
K
の
二
写
本
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
プ
ロ
ロ
ー
グ
そ
の
も
の
に
偽

作
説
も
あ
る
こ
と
は
、
中
島
悠
爾
、
作
品
解
題
一
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ

　
ス
』
一
〔
前
掲
『
ハ
ル
ト
マ
ン
作
品
集
』
、
四
三
〇
－
五
頁
所
収
〕

参
照
。

（
6
）
　
こ
の
不
在
に
関
す
る
論
は
以
下
の
論
の
ご
く
簡
易
な
、
そ
し

　
て
歪
ん
だ
反
復
で
あ
ろ
う
。
三
谷
邦
明
、
物
語
と
書
く
こ
と
、

　
『
物
語
文
学
の
方
法
1
』
、
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
、
八
五
－
二

　
六
頁
所
収
。
次
節
も
同
書
所
収
の
諸
論
に
大
き
く
恩
恵
を
蒙
っ
て

　
い
る
。

（
7
）
　
『
小
レ
ク
サ
ー
』
（
三
七
版
）
の
本
体
の
方
に
鷺
ご
茉
①
、
：

　
m
9
ユ
室
－
彗
｛
N
9
9
…
自
胴
鷺
9
〔
幸
O
島
O
庁
∋
鶉
ω
｝
ユ
室
－

彗
骨
窃
g
N
二
邑
と
あ
る
の
を
採
っ
た
。

（
8
一
　
出
身
地
推
定
は
、
轟
一
■
9
．
O
昌
昌
o
彗
＼
奉
・
ω
8
『
昌
貸

＝
彗
彗
彗
ヨ
く
昌
＞
亮
一
暑
o
9
何
－
ミ
o
『
〒
婁
マ
π
冒
匝
q
し
．
＞
；
J

　
竃
旨
岩
＝
①
目
葛
9
こ
お
竃
一
ω
1
ω
ミ
．

　
参
考
文
献

松
浦
憲
作
　
「
選
ば
れ
し
人
」
、
「
ド
イ
ツ
文
学
」
二
四
号
　
（
一
九
六

　
〇
年
一
、
三
五
－
四
二
頁
。

北
島
玲
子
　
「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
と
引
用
1
『
選
ぱ
れ
し
人
』
を

　
中
心
に
－
」
、
「
ク
ヴ
ェ
レ
」
三
四
号
　
二
九
八
一
年
一
、
六

　
一
－
七
一
頁
。

小
松
原
千
里
　
「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
『
選
ぱ
れ
し
人
』
を
読
む
ー

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
像
－
」
、
神
戸
大
学
「
D
A
」
三
号
　
一
一

　
九
九
五
年
）
、
三
三
－
六
八
頁
。

＝
二
．
峯
①
釘
彗
9
↓
ぎ
ヨ
轟
ζ
與
昌
、
㎝
V
9
晶
實
一
島
＾
二
≡
↓
訂

　
Ω
胃
ヨ
団
ユ
o
カ
①
三
①
ξ
ミ
ρ
竃
M
〕
一
ω
一
〇
－
ω
p
o
o
ω
－
竃
．

甲
ω
N
昌
員
＜
彗
誓
o
才
〇
一
〕
q
↓
ぎ
目
鶉
冬
凹
昌
＝
二
目
z
昌
①
宛
冒
o
l
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ω
O
ブ
四
自
①
↓
＾
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O
㎝
①
）
u
ω
．
㎝
蜆
↓
1
蜆
①
ω
一

〇
1
ω
o
＝
o
O
罵
討
－
只
↓
ブ
o
目
一
凹
ω
］
≦
凹
目
目
国
目
庄
一
＝
①
葭
O
目
o
9
巾
蜆
胴
四
『
一
ψ

…
自
H
勺
サ
＝
o
－
o
肺
q
｛
o
団
－
c
自
四
『
↓
o
『
－
く
ω
①
＾
H
㊤
蜆
司
）
u
ω
■
N
o
o
o
－
心
o
o
蜆
－

　
　
ω
斤
凹
o
穴
目
一
凹
目
自
1
　
－
〕
①
『
　
　
］
円
「
冬
岨
プ
ー
一
①
■
　
　
］
「
す
o
目
一
與
ω
　
　
竃
與
自
筥
ω

；
幕
巨
8
H
－
霊
昌
g
p
一
ヨ
害
昌
o
ユ
昌
3
；
童
一
ω
．
2
－
ミ

一
昌
〔
＝
；
↓
ぎ
昌
鶉
奏
凹
昌
一
冨
一
く
昌
＝
1
穴
o
畠
昌
凹
昌
』
団
…
・

ω
一
則
庄
↓
　
－
㊤
司
㎝
’
ω
．
～
N
べ
－
N
心
①
〕
．

．
峯
星
ま
四
↓
ぎ
昌
霊
ζ
彗
鶉
＜
①
｝
警
～
ω
昌
o
o
目
c
竃
＝
雪
一

思
o
事
o
享
旨
匝
q
g
與
彗
竜
；
蠣
；
昌
《
二
p
甲
ω
o
訂
胃
艘
一
甲

奉
く
ω
＝
轟
一
〇
亮
二
雪
ζ
三
m
9
耐
ω
巨
9
雪
昌
昌
ミ
雪
汗
↓
ぎ
昌
鶉

冬
彗
員
思
；
＼
冬
彗
9
竃
岩
彗
一
1
－
↓
ぎ
昌
富
－
；
o
…

－
ω
一
崔
o
－
①
コ
H
）
1
ω
■
M
㎝
o
o
－
ω
N
ム
．

o
o
o
巨
一
N
①
こ
o
需
昌
一
9
晶
o
『
一
轟
…
庄
宗
『
竃
旨
ぎ
ω
く
昌
一
ω
昌
・

　
コ
彗
ぎ
己
雪
．
N
目
昌
混
着
ぎ
一
〇
阻
ω
9
昌
雪
巨
暮
零
…
o
9
篶
ω

　
　
｝
彗
2
昌
鵯
ω
o
ぎ
昌
窃
烹
一
↓
ぎ
ヨ
竃
ζ
彗
コ
ニ
自
二
等
｝
昌
す

　
宗
［
U
豊
尋
＝
雪
ω
〔
；
一
雪
胴
鶉
①
＝
ω
9
き
旨
葛
ε
一
ω
．
き
蜆

　
－
お
①
1

葭
一
－
〈
一
」
『
N
斥
巾
－
一
「
プ
O
目
一
印
ω
　
竃
顯
目
目
一
向
O
O
O
サ
①
－
～
く
O
『
斥
－
～
く
｛
『
斥
自
目
①
q
－
　
N
’

　
＞
冨
｛
－
j
竃
饒
目
O
プ
①
目
－
O
㊤
H
－
ω
一
N
O
O
ω
－
N
O
O
↓
一

－
〈
．
　
…
與
斤
o
ω
o
＝
①
く
u
　
o
自
①
＝
①
コ
斥
『
－
饒
ω
o
才
而
　
一
〕
目
一
〇
『
ω
仁
o
才
目
目
胴
①
目
　
N
一
』
∋

　
ω
o
肚
斤
ξ
①
『
斥
　
　
］
り
す
o
日
口
印
m
　
竃
與
目
冒
ω
1
　
向
『
団
目
斤
｛
目
『
一
＼
窒
■
　
〔
－
（
－
o
ω
一
〇
『
・

　
『
コ
四
コ
コ
）
　
一
〇
〇
〇
〇
＾
H
「
「
ゴ
O
ヨ
コ
饅
m
－
峯
団
自
日
1
ω
け
O
α
山
①
目
－
司
）
．

↓
ぎ
昌
鶉
…
彗
目
．
ω
色
σ
ω
艘
o
昌
目
昌
冨
『
ρ
首
g
向
毫
警
一
8
＾
一

　
～
彗
ζ
胃
く
竃
蔓
㎝
g
弩
↓
0
d
二
〇
〇
。
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
陸
言
語
社
会
研
究
科
助
教
授
）
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