
救
済
の
語
り
手
と
語
り
手
の
救
済

　
　
　
1
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
と
の
比
較
で
見
た
『
選
ぱ
れ
し
人
』
序
論

尾
　
　
方

郎

（79）救済の語り手と語り手の救済

　
ト
i
マ
ス
．
マ
ン
と
い
う
作
家
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
の

存
在
自
体
を
罪
深
い
も
の
と
感
じ
、
そ
の
深
淵
か
ら
の
救
済
を
求

め
白
己
弁
護
、
弁
明
、
正
当
化
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
た
め
の
営
み
が
作
品
に
結
実
し
た
こ
と
は
既
に
充
分
と
言

っ
て
良
い
程
に
語
ら
れ
て
お
り
、
今
さ
ら
綾
説
に
及
ぱ
な
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
『
選
ぱ
れ
し
人
』
執
筆
を
中
断
し
て
書

か
れ
講
演
さ
れ
た
「
私
の
時
代
」
ζ
9
罵
N
睾
（
一
九
五
〇
年
）

で
、
彼
を
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
作
家
」
と
名
指
し
た
宗
教
家
た
ち

に
対
し
て
つ
ぶ
や
か
れ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
だ
け

に
し
て
お
き
た
い
。

　
、
そ
れ
は
極
め
て
正
当
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
い
う
の
は
、
あ
る
人
問
の
生
涯
が
生
み
だ
し
た
も
の
が
1

た
と
え
そ
れ
が
遊
戯
的
で
懐
疑
的
で
あ
り
、
技
巧
と
ユ
ー
モ
ア

に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
1
そ
の
初
め
か
ら
終
り

が
近
づ
く
時
に
至
る
ま
で
、
ま
さ
に
全
く
そ
う
し
た
償
い
、
浄

化
、
弁
明
へ
の
息
苦
し
い
よ
う
な
欲
求
か
ら
出
た
も
の
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
個
人
的
で
い
か
に
も
模
範
的
な

ら
ぬ
芸
術
活
動
の
試
み
の
場
合
ほ
ど
に
当
て
は
ま
る
こ
と
は
・

そ
う
多
く
な
い
と
恩
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
（
＝
－
ω
竃
）

　
自
己
の
存
在
を
許
さ
れ
る
と
い
う
救
済
、
そ
れ
を
希
求
す
る
わ

ざ
と
し
て
、
彼
の
ペ
ン
先
か
ら
流
れ
統
け
た
物
語
は
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。
だ
が
二
十
世
紀
と
は
ま
た
物
語
に
よ
る
救
済
が
決
定
的
に
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困
難
に
な
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

　
救
済
へ
の
欲
求
は
、
救
済
が
未
来
の
果
て
に
望
見
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
以
上
、
む
し
ろ
救
済
へ
の
確
か
な
約
束
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
約
束
は
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
最
後
の
審
判
の
よ
う

な
、
眼
前
の
現
世
を
包
摂
す
る
よ
り
大
き
な
世
界
を
背
景
と
し
た

物
語
で
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
が
確
か
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

そ
の
〈
世
界
像
〉
が
相
応
の
合
理
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
世
界
像
は
歴
史
的
に
徐
々
に
変
化
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
。

だ
が
あ
る
時
点
ま
で
は
そ
れ
に
対
応
す
る
物
語
が
生
み
出
さ
れ
確

か
さ
を
持
っ
た
約
束
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
物
語
が
現
実
世
界
で

救
済
を
約
束
す
る
と
は
、
何
ら
か
の
〈
彼
岸
〉
の
構
造
が
〈
此

岸
〉
の
世
界
に
意
味
付
け
し
得
た
、
あ
る
い
は
意
味
付
け
し
得
る

こ
と
が
了
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
物

語
と
は
必
ず
し
も
宗
教
的
意
味
の
も
の
の
み
で
は
な
い
。
宗
教
的

意
識
が
極
め
て
強
固
な
時
代
で
あ
っ
て
も
、
人
間
は
世
俗
的
救
済

も
常
に
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
世
俗
の
物
語
が
機
能

を
積
極
的
に
果
し
続
け
て
き
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
物
語
が
あ
る
時
点
か
ら
通
用
し
な
く
な
う
た
。
物
語
的
な

彼
岸
と
此
岸
の
照
応
が
世
界
像
と
し
て
合
理
的
で
あ
り
得
な
ぺ
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
物
語
の
持
っ
て
い
た
救
済
史
的
機
能

が
底
が
割
れ
て
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
認
識
を
徹
底
さ
せ
て
い
け
ぱ
物
語
の
解
体
に
帰
着
す
る
の
は

一
つ
の
必
然
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
我
々
の
〈
彼
岸
〉
が
消
失
し
て
も
、
救
済
へ
の
願
望
が
絶

え
た
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
我
々
の
現
実
そ
の
も
の
に
物
語
の
役

割
を
負
わ
せ
る
の
も
不
可
能
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
そ
の
現
実
の

中
で
存
立
し
得
る
新
た
な
物
語
の
方
法
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
物
語
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ト
ー
マ
ス
．
マ
ン
の

『
選
ば
れ
し
人
』
を
見
て
行
き
た
い
。
こ
の
マ
ン
の
最
後
か
ら
二

番
目
の
長
編
で
は
、
そ
れ
ま
で
も
彼
の
作
品
に
時
々
顔
を
覗
か
せ

て
い
た
「
物
語
の
精
神
」
（
；
）
が
、
小
説
の
中
で
（
し
か
も
冒

頭
す
ぐ
）
姿
を
現
し
、
さ
ら
に
は
ザ
ン
ク
ト
．
ガ
レ
ン
に
滞
在
す

る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
修
道
僧
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
人
格
に
、
い
わ

ぱ
「
受
肉
」
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
以
後
も
そ
の
人
格
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
枠
を
持
つ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
小
説
の
構
成
技
法
と
し
て
は
少
々
手
が
込
み
過
ぎ
の

（
あ
る
い
は
冗
談
が
過
ぎ
る
）
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
し
か
し
、

あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
人
格
を
設
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
『
選
ば
れ

し
人
』
と
い
う
作
品
の
成
立
を
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
こ
と
を
可
能
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に
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
機
能
は
多
岐
に
亙
る
。

一
且
肉
体
を
獲
得
し
た
ク
レ
メ
ン
ス
が
し
か
し
空
問
的
に
遍
在
し

得
る
こ
と
、
時
問
的
に
特
定
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に

対
す
る
暖
味
な
関
係
、
一
応
ド
イ
ツ
語
で
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

り
な
が
ら
、
実
は
何
語
と
も
つ
か
ぬ
「
言
葉
そ
の
も
の
」
（
崖
）

で
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
等
々
、
問
題
に
す
べ
き
こ
と
は
多

い
が
、
ま
ず
は
物
語
を
可
能
に
す
る
そ
の
在
り
方
か
ら
始
め
た
い
。

二

　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
時
代
の
先
端
に
身
を
投
じ
て
い
た
多
く

の
作
家
が
物
語
の
解
体
に
向
か
っ
た
中
で
、
珍
し
い
ほ
ど
に
物
語

的
な
要
素
を
残
し
た
作
品
を
書
き
続
け
た
。
そ
れ
は
物
語
る
者
と

し
て
の
自
己
の
救
済
を
何
よ
り
希
求
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
物
語
は
聴
く
者
読
む
者
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ

う
し
た
受
容
者
を
も
物
語
の
世
界
に
取
り
込
む
こ
と
は
自
己
の
存

在
を
正
当
化
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼

は
一
方
で
物
語
る
者
で
は
あ
っ
て
も
物
語
作
者
と
言
う
に
は
薦
騰

さ
れ
る
よ
う
な
作
家
で
も
あ
る
。
特
に
後
期
に
お
い
て
は
『
ヨ
ゼ

フ
』
や
『
選
ぱ
れ
し
人
』
の
よ
う
に
既
に
語
ら
れ
幾
度
も
語
り
か

え
さ
れ
た
物
語
を
な
お
改
め
て
語
り
、
し
か
も
そ
れ
を
ま
た
多
様

な
書
物
か
ら
蒐
集
し
た
素
材
で
殆
ど
際
限
も
な
く
膨
ら
ま
せ
る
こ

と
に
精
カ
を
注
い
だ
の
で
あ
ウ
た
。

　
書
く
人
問
に
、
物
語
を
創
り
得
る
タ
イ
プ
と
、
そ
う
で
な
い
タ

イ
プ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
マ
ン
は
明
ら
か
に
後
者
に
属
す
る
。

『
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
を
め
ぐ
る
名
誉
毅
損
問
題
が

争
わ
れ
た
際
書
か
れ
た
「
ビ
ル
ゼ
と
私
」
で
は
、
「
創
意
の
才
能
」

（
H
9
巨
）
と
い
う
言
葉
で
事
柄
が
扱
わ
れ
こ
の
才
能
は
作
家
に
必

要
不
可
欠
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
以
後
も
徹
底
し
て
何
か
し
ら

既
存
の
も
の
に
依
拠
し
て
作
品
の
創
作
な
い
し
は
制
作
が
進
め
ら

れ
て
き
た
の
を
見
る
と
、
こ
の
マ
ン
の
態
度
は
む
し
ろ
物
語
を

「
創
る
」
こ
と
に
対
す
る
強
い
心
理
的
抵
抗
に
発
し
て
い
る
、
と

考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
救
済
史
的
な
意
味
を
担
う
物

語
を
そ
れ
が
有
効
で
な
く
な
っ
た
世
界
で
生
み
出
す
こ
と
へ
の
抵

抗
で
あ
り
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
恥
ず
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

そ
の
抵
抗
の
在
処
は
幾
つ
か
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
つ
は
受
容
者

の
視
点
で
見
た
不
足
と
い
う
ト
リ
ビ
ア
ル
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
ひ
と
ま
ず
措
く
。
も
う
一
つ
は
、
創
造
に
必
ず
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
を
求
め
る
近
代
的
な
志
向
の
前
で
は
、
何
を
創
っ
て
も
即
座

に
過
去
の
作
品
の
反
映
を
見
て
し
ま
う
精
神
が
、
自
己
の
創
作
を
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恥
じ
る
と
い
う
在
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
に
関
し
て
、
小
説
外
の
作
家
の
困
難

が
小
説
内
の
作
曲
家
の
困
難
と
パ
ラ
レ
ル
に
見
ら
れ
る
も
の
と
し

　
　
（
1
）

て
論
じ
た
が
、
抵
抗
の
根
は
ま
だ
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
も
う
一

つ
よ
り
根
本
的
な
も
の
と
し
て
、
自
分
が
物
語
を
創
る
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
世
界
を
創
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
へ
の
低
抗
が
あ

る
。
あ
る
い
は
、
自
分
の
主
観
の
中
で
創
り
上
げ
た
も
の
を
他
者

に
提
示
す
る
、
そ
の
他
者
の
視
線
を
既
に
予
め
内
に
蓄
え
て
い
た

も
の
が
、
抵
抗
と
な
る
と
言
う
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
抵
抗
の
誘
因
は
、
物
語
が
救
済
史
的
意
味
を
持
た
さ
れ
る
以
上

そ
れ
を
合
理
化
し
得
る
世
界
像
が
本
来
背
景
に
控
え
て
い
る
べ
き

で
あ
る
の
に
、
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
意
識
が
生
じ
て

し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
合
理
性
は
リ
ア
リ
テ
ィ
と

言
い
換
え
て
も
よ
く
、
思
考
の
筋
道
に
よ
る
と
言
う
よ
り
、
身
体

の
奥
底
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
神
と
い
う
も
の

の
存
在
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
と
感
じ
取
っ
た
瞬
間
、
神

殿
の
前
で
拝
礼
す
る
こ
と
が
身
体
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
物
語
に
帰
依
す
る
こ
と
も
、
そ
の
物
語
が
身
体
の

底
か
ら
ヅ
ア
ル
に
生
き
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、

そ
の
条
件
が
失
わ
れ
れ
ば
、
物
語
は
た
だ
違
和
感
を
与
え
る
ば
か

り
で
到
底
語
り
得
な
い
も
の
に
な
う
て
し
ま
う
。
勿
論
こ
う
し
た

反
応
は
個
人
的
資
質
の
問
題
と
も
い
え
る
。
し
か
し
決
定
的
に
し

て
い
る
の
は
や
は
り
作
家
の
置
か
れ
た
時
代
で
あ
ろ
う
。

　
事
こ
こ
に
至
れ
ば
も
は
や
何
も
書
か
ず
何
も
提
示
し
な
い
の
が

最
善
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
お
よ
そ
書
く
人
問
に
は
あ
る
矛
盾
が

あ
り
、
文
字
を
媒
介
に
他
者
の
視
線
の
光
を
浴
び
る
こ
と
で
初
め

て
自
已
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
書
か
な
い
と

い
う
選
択
肢
は
な
い
。
と
す
れ
ば
残
る
手
段
は
自
己
の
主
観
が
語

り
だ
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
他
者
の
眼
の
前
か
ら
消
し
去
る
こ
と

位
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
例
え
ば
自
己
を
鏡
と
し
て
現
実
を
映
し

出
し
、
こ
れ
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
称
す
る
と
い
う
遺
が
あ
る
。

だ
が
こ
れ
は
本
当
に
〈
現
実
〉
を
映
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
は
救
済

を
要
す
る
側
な
の
で
あ
っ
て
、
救
済
へ
の
方
途
に
は
な
ら
な
い
。

　
も
う
一
つ
の
遣
は
物
語
を
映
す
こ
と
、
つ
ま
り
か
つ
て
語
ら
れ

た
も
の
の
再
話
で
あ
る
。
「
過
去
と
い
う
泉
は
深
い
」
（
†
O
）
。
そ

の
泉
か
ら
汲
む
こ
と
は
「
無
名
的
で
共
同
的
」
（
㌣
①
O
。
仁
）
な
結
合

に
加
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
マ
ツ
が
ハ
ル
ト
マ
ン
・
フ
ォ

ン
・
ア
ウ
エ
の
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
を
改
め
て
語
る
の
は
そ
う
し

た
行
為
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
男
女
の
双
子
の
き
ょ
う
だ

い
か
ら
生
ま
れ
、
さ
ら
に
知
ら
ぬ
と
は
言
え
実
の
母
の
夫
に
な
っ
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て
し
ま
う
と
い
う
極
端
な
罪
（
主
人
公
自
身
に
は
本
来
帰
し
難
い

も
の
に
せ
よ
）
、
そ
れ
に
続
く
十
七
年
も
の
孤
島
の
岩
上
で
の
極

端
な
蹟
罪
、
そ
し
て
神
に
選
ば
れ
て
教
皇
の
座
に
就
く
と
い
う
並

外
れ
た
恩
寵
と
い
う
、
極
め
て
救
済
史
的
な
こ
の
物
語
の
原
形
は
、

そ
れ
以
前
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
広
が
り
、
ハ
ル
ト
マ
ン
も
古

フ
ラ
ン
ス
語
で
書
・
か
れ
た
作
者
不
詳
の
「
聖
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
の
生

涯
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
と
り
わ
け
て
共
同
的

な
も
の
な
の
で
あ
る
。

三

　
こ
う
し
て
物
語
を
生
み
出
す
主
観
は
他
者
の
視
線
に
晒
さ
ず
に

済
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ま
だ
そ
れ
を
語
る
と
い
う
難
関
が
待
ち

受
け
て
い
る
。
問
題
は
、
救
済
へ
の
欲
求
は
あ
る
け
れ
ど
も
救
済

の
約
束
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
で
物
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
救

済
史
的
な
物
語
を
語
ろ
う
に
も
そ
の
た
め
の
世
界
像
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
の
下
で
は
〈
合
理
的
〉
な
世
界
像

の
中
で
何
ら
か
の
意
味
で
〈
現
実
的
〉
と
見
な
せ
る
語
り
を
構
成

す
る
よ
り
他
に
な
い
。
そ
の
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
救

済
を
目
指
し
て
物
語
る
こ
と
全
体
を
さ
ら
に
物
語
の
申
に
繰
り
入

れ
て
し
ま
う
と
い
う
装
置
で
あ
る
。
物
語
の
中
に
救
済
を
欲
す
る

語
り
手
を
登
場
さ
せ
救
済
史
的
物
語
を
語
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
の
場
合
、
語
り
手
が
物
語
を
語
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

そ
の
も
の
は
、
物
語
る
行
為
が
救
済
を
目
指
す
以
上
、
リ
ア
ル
な

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
無
論
語
り
手
は
、
そ
の
物
語
が
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
に
は
あ
う
て
も
、
そ
れ
を
約
束
と
結
ぱ
れ
た

も
の
と
し
て
身
体
的
に
も
受
け
止
め
な
が
ら
語
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

こ
の
条
件
を
満
た
す
た
め
に
は
例
え
ぱ
、
時
代
的
、
地
理
的
な
ど

の
現
実
的
な
条
件
で
世
界
像
を
制
約
さ
れ
た
語
り
手
を
登
場
さ
せ
、

そ
の
語
り
手
に
と
っ
て
リ
ア
ル
で
あ
る
物
語
を
構
成
す
る
方
法
も

あ
ろ
う
。
だ
が
こ
れ
に
は
そ
れ
を
外
か
ら
見
る
読
み
手
か
ら
の
懸

隔
が
甚
だ
し
く
な
る
こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ィ
が
失
わ
れ
る
と
い
う
懸

念
が
あ
る
。
や
は
り
語
り
手
と
し
て
は
、
意
識
に
お
い
て
は
同
時

代
の
読
み
手
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
充
た
し
な
が
ら
、
一
方
で
物
語
を

語
る
に
あ
た
っ
て
自
分
が
語
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
リ
ア
ル

な
関
係
も
保
ち
続
け
ら
れ
る
人
格
こ
そ
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
一
体
可
能
だ
ろ
う
か
？

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
振
り
返
る
と
、
か
つ
て
物
語
を
物
語
と
し

て
語
り
得
た
時
代
の
語
り
手
は
、
実
に
羨
む
べ
き
位
置
に
あ
る
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
の
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
そ

の
恵
ま
れ
た
語
り
手
の
う
ち
で
も
代
表
的
な
存
在
と
言
っ
て
よ
い
。
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こ
こ
で
ハ
ル
ト
マ
ン
を
敢
え
て
語
り
手
と
し
て
名
指
す
の
に
は
、

多
少
の
理
由
が
あ
る
。
西
暦
二
一
〇
〇
年
前
後
に
成
立
し
た
と
さ

れ
る
『
哀
れ
な
ハ
イ
ン
リ
ヒ
』
や
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
な
ど
の
叙

事
詩
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ハ
ル
ト
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ア

ウ
ェ
は
、
そ
れ
ら
作
品
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
、
物
語
の
意
図
を
示
し

な
が
ら
自
ら
名
乗
を
上
げ
る
こ
と
で
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

彼
は
ま
た
、
他
の
詩
人
た
ち
に
も
名
指
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
叙
事
詩
人
と
し
て
の
実
在
を
疑
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一

方
で
歴
史
資
料
な
ど
で
そ
の
人
物
が
特
定
さ
れ
る
訳
で
は
金
く
な

い
。
我
が
国
で
言
え
ぱ
よ
り
時
代
が
遡
る
『
源
氏
物
語
』
の
紫
式

部
は
、
女
性
と
言
う
こ
と
も
あ
り
さ
ほ
ど
伝
が
詳
し
い
と
は
言
い

難
い
が
、
そ
れ
で
も
ハ
ル
ト
マ
ン
と
は
全
く
次
元
の
異
な
る
確
固

と
し
た
歴
史
的
輸
郭
を
備
え
て
い
る
。
こ
れ
に
引
き
替
え
彼
の
方

は
そ
も
そ
も
ア
ウ
エ
と
い
う
土
地
が
ど
こ
か
さ
え
定
説
は
な
い
。

従
っ
て
彼
の
姿
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
や
や
強
引
に
引
き
合
わ

せ
れ
ぱ
、
む
し
ろ
あ
の
源
氏
の
語
り
手
、
如
何
に
伝
え
闘
い
た
の

か
は
定
か
な
ら
ぬ
な
．
が
ら
最
も
内
奥
の
事
柄
ま
で
も
知
り
尽
く
し
、

し
か
し
時
に
事
情
を
聞
き
漏
ら
し
た
り
わ
ざ
と
省
い
た
り
す
る
、

訳
知
り
の
女
房
ら
し
き
人
物
に
む
し
ろ
比
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
だ
が
こ
う
し
て
、
い
か
な
る
王
侯
の
恩
顧
を
蒙
っ
て
い
た
の
か
、

ど
の
よ
う
に
現
世
の
栄
光
を
得
て
、
ま
た
そ
こ
を
後
に
し
た
の
か

お
よ
そ
定
か
な
ら
ず
、
た
だ
物
語
を
語
る
人
と
し
て
の
み
現
わ
れ

る
に
も
拘
ら
ず
、
い
や
む
し
ろ
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
ハ
ル
ト
マ
ン
の

語
り
は
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
、
身
体
的
な
低
抗
を
惹
き
起
さ
な

い
も
の
と
し
て
、
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
我
々
が
リ
ア
ル

な
も
の
と
し
て
聴
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
彼
に

と
っ
て
も
こ
の
物
語
を
語
る
こ
と
は
リ
ア
ル
で
あ
っ
た
ろ
う
と
信

じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
救
済
物
語
の
語
り
手
と
し
て
見
事
に

存
在
し
得
る
訳
だ
が
、
そ
の
同
じ
彼
は
ま
た
実
は
物
語
の
中
で
語

り
手
と
し
て
救
済
さ
れ
る
立
場
で
も
あ
る
。
し
か
も
そ
の
救
済
は

た
だ
物
語
を
語
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
あ
か
ら
さ

ま
な
も
の
で
あ
る
。
そ
め
働
き
は
主
に
先
に
も
少
し
触
れ
た
プ
ロ

ロ
ー
グ
及
び
エ
ピ
ロ
ー
グ
が
担
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
点
は
恐

ら
く
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
強
い
注
目
を
惹
か
ず
に
は
お
。
か
な
か
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
文
献
学
的
に

は
少
々
間
題
の
あ
る
部
分
、
つ
ま
り
本
当
に
ハ
ル
ト
マ
ン
本
人
の
、

続
く
物
語
本
体
と
同
じ
詩
人
の
手
に
な
る
の
か
と
の
疑
間
が
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
は
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
な
の
だ
が
、
し
か
し
我
々
（
そ
し
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て
恐
ら
く
マ
ン
）
に
と
っ
て
は
単
な
る
興
味
深
さ
を
越
え
た
リ
ア

リ
テ
ィ
を
持
つ
場
所
で
あ
る
。

　
ま
ず
そ
れ
は
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
語
る
と
い
う
罪
深
い
営
み
を

続
け
て
き
た
と
い
う
告
白
か
ら
始
ま
る
。

　
ζ
ヨ
す
①
冨
①
＝
津
σ
g
ミ
∈
コ
o
q
①
目
＼
昌
o
斥
①
目
ヨ
①
N
＝
目
胴
①
コ
＼

○
竃
巴
　
o
霧
　
く
＝
o
q
①
ω
肩
o
o
す
①
目
㌻
撃
＼
μ
竃
目
帥
o
す
　
o
雪

毫
串
巨
①
5
目
①
ω
＄
㌃
≧
竃
『
－
g
①
目
－
昌
昌
仁
；
∋
σ
①
コ
芯
「

（
く
」
よ
）

　
（
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
。
）

　
こ
れ
が
、
若
さ
に
安
心
し
て
罪
を
犯
す
の
は
と
ん
で
も
な
い
考

え
違
い
だ
と
否
定
さ
れ
た
後
、
こ
う
語
ら
れ
る
。

　
∪
…
呈
忌
N
奏
彗
巴
9
0
q
①
；
Φ
σ
胃
①
ミ
竃
名
『
8
思
昌
①

昌
①
ミ
腎
す
9
↓
≧
曽
o
q
o
8
ω
冬
一
＝
①
ミ
亀
亮
＼
一
；
匝
α
竃
昌
⊆

。
q
8
S
婁
彗
①
≧
①
二
旨
昌
O
ゴ
昌
巨
a
①
＼
①
ま
置
一
ユ
易
①
『

奏
旨
O
①
＼
2
①
ざ
す
α
仁
S
す
目
ヨ
⑦
昌
箏
雷
寿
①
岸
＼
津
ヨ
庁
す
昌
｝
一

ミ
o
ユ
Φ
目
σ
叫
コ
①
q
9
＆
け
（
く
1
ω
㎝
－
亀
）

　
（
こ
の
た
め
私
は
1
そ
れ
は
神
の
ご
意
志
で
も
あ
ろ
う
が

1
進
ん
で
真
理
を
語
り
た
い
と
思
い
、
そ
し
て
ま
た
、
己
の

至
ら
な
さ
の
た
め
に
、
言
葉
に
よ
っ
て
我
が
身
の
上
に
背
負
っ

た
罪
の
荷
の
そ
の
大
い
な
る
重
さ
を
、
い
さ
さ
か
で
も
軽
く
し

た
い
と
恩
う
の
だ
。
）

　
そ
う
し
て
、
も
し
自
分
の
罪
を
心
か
ら
悔
い
れ
ば
い
か
な
る
大

罪
で
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
と
、
こ
う
切
り

出
し
て
か
ら
、
そ
の
許
さ
れ
る
こ
と
の
実
例
と
し
て
「
そ
の
罪
は

大
き
く
重
く
、
聴
く
だ
に
い
と
も
恐
ろ
し
い
」
（
く
。
竃
｛
）
男
の

物
語
を
語
ろ
う
、
「
い
か
な
る
罪
と
言
え
ど
も
、
悔
恨
に
よ
っ
て

解
き
放
た
れ
新
た
に
美
し
く
清
ら
か
な
者
と
さ
れ
得
な
い
も
の
は

な
い
。
た
だ
一
つ
絶
望
の
罪
の
他
は
」
（
く
」
竃
－
①
）
と
言
っ
て
、

「
こ
の
物
語
を
ド
イ
ツ
語
の
詩
に
作
り
上
げ
る
者
、
そ
れ
は
ア
ウ

エ
の
ハ
ル
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
」
（
く
．
ミ
〒
ω
）
と
の
名
桑
の
後
お

も
む
ろ
に
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
一
つ
の
レ
ベ
ル
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で
は
一
芯
明
快
で
あ
る
。
罪
は
悔
い
れ
ぱ
許
さ
れ
る
。
自
分
は
そ

の
こ
と
を
証
し
立
て
る
。
こ
れ
も
悔
い
改
め
の
わ
ざ
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
自
分
も
許
さ
れ
よ
う
…
。

　
し
か
し
そ
の
明
快
さ
は
、
そ
の
悔
い
改
め
の
わ
ざ
も
ま
た
語
る

こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
直
ち
に
動
揺
す
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
が
罪
を

得
た
と
自
ら
感
ず
る
所
以
は
、
「
こ
の
世
で
の
報
い
を
受
け
よ
う

と
す
る
」
事
柄
を
語
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
な
の
に
な
ぜ

ま
た
彼
は
語
る
の
・
か
？

　
勿
論
こ
の
点
の
整
合
を
求
め
て
弁
ず
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
ハ

ル
ト
マ
ン
は
こ
の
語
り
の
わ
ざ
で
彼
岸
で
の
救
済
を
求
め
た
の
で

あ
り
、
「
こ
の
世
で
の
報
い
」
は
度
外
視
し
て
い
る
。
耳
目
を
惹

く
血
縁
の
汚
辱
、
し
か
も
二
重
の
そ
れ
を
語
る
こ
と
も
、
全
て
は

統
く
大
い
な
る
願
罪
と
恩
寵
を
語
る
た
め
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
前

提
な
の
で
あ
る
等
々
…
。

　
だ
が
こ
こ
に
詩
人
ハ
ル
ト
マ
ン
の
歴
史
的
存
在
を
呼
び
出
し
て

み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
推
定
で

は
彼
が
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
以
前
に
仕
上
げ
た
作
品
と
い
え
ば

『
工
ー
レ
ク
』
で
あ
り
、
『
イ
ー
ヴ
ェ
イ
ン
』
冒
頭
も
そ
こ
に
属
す

　
　
　
　
　
（
4
）

る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
少
な
く
と
も
現
代
の
読
者
に
と
っ
て
は

『
工
ー
レ
ク
』
よ
り
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
の
方
が
興
味
深
い
物
語

で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
マ
ン
に
よ
る
耽
読
と
再
話
の
よ
う
な
出
来
事

も
か
づ
た
。
そ
し
て
中
世
あ
る
い
は
そ
れ
に
引
き
続
く
時
代
の
受

容
者
に
お
い
て
も
似
た
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推

測
の
一
根
拠
と
し
て
は
、
『
工
ー
レ
ク
』
に
は
全
体
を
伝
え
る
写

本
が
唯
一
つ
し
か
伝
わ
ら
ず
し
か
も
そ
の
冒
頭
と
中
ほ
ど
一
部
が

欠
け
て
い
て
後
は
若
干
の
写
本
断
片
の
み
と
い
う
伝
承
の
劣
悪
さ

に
ひ
き
か
え
、
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
は
全
体
が
六
つ
の
写
本
で
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
挙
げ
ら
れ
る
。
「
こ
の
世
の
報
い
」

は
む
し
ろ
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
に
与
え
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。　

こ
れ
に
対
し
歴
史
的
、
宗
教
的
観
点
か
ら
さ
ら
に
ハ
ル
ト
マ
ン

の
た
め
に
弁
ず
る
こ
と
も
当
然
で
き
よ
う
。
だ
が
冒
頭
の
告
白
を

読
ん
だ
者
と
し
て
は
た
だ
、
こ
こ
で
語
る
ハ
ル
ト
マ
ン
が
、
意
図

は
ど
う
あ
れ
、
実
質
的
に
「
こ
の
世
の
報
い
」
を
受
け
た
こ
と
に

眼
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
詩
の
最
後
で
語
ら
れ
る
彼
岸
で
の
救
済
に
つ
い
て

も
、
こ
と
は
多
少
複
雑
で
あ
る
。
物
語
が
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
と
そ
の

母
の
も
の
と
し
て
「
彼
ら
が
そ
れ
か
ら
ロ
ー
マ
で
共
に
過
ご
し
た

い
か
ほ
ど
か
の
年
月
、
そ
れ
は
二
人
に
と
っ
て
は
た
だ
神
に
捧
げ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
彼
ら
は
ま
さ
に
二
人
の
選
ば
れ
た
神
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の
子
供
と
な
っ
た
。
ま
た
彼
は
白
分
の
父
の
た
め
に
、
決
し
て
喜

び
が
失
わ
れ
ぬ
場
所
に
、
父
と
並
ぶ
席
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
席
を
得
た
者
に
幸
い
あ
れ
L
（
く
。
竈
お
－
蜆
O
。
）
と
終
わ
う
た

あ
と
の
エ
ビ
ロ
ー
グ
は
、
許
さ
れ
る
な
ら
心
配
せ
ず
に
罪
を
犯
そ

う
と
い
う
悪
し
き
教
訓
を
こ
の
物
語
か
ら
引
き
出
さ
ず
、
真
の
願

罪
に
よ
れ
ぱ
罪
は
重
く
と
も
救
わ
れ
る
と
い
う
善
き
教
訓
を
引
き

出
し
て
欲
し
い
、
と
ま
ず
述
べ
、
そ
し
て
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

　
神
へ
と
皆
様
方
へ
の
愛
に
よ
λ
こ
の
書
に
労
苦
を
注
い
で

き
た
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
れ
を
聴
き
ま
た
読
ま
れ
た
皆
様
に
、

報
い
と
し
て
些
か
の
お
願
い
を
お
許
し
頂
き
た
い
。
天
国
で
皆

様
と
再
ぴ
お
目
に
か
か
れ
る
と
い
う
祝
福
が
彼
に
与
え
ら
れ
る

よ
う
皆
様
が
お
祈
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
。
そ
の
た
め
、
我
ら
の

苦
し
み
の
代
弁
者
と
し
て
、
我
ら
が
こ
の
仮
の
世
で
彼
ら
が
得

た
と
同
じ
救
わ
れ
た
終
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
皆
様

で
こ
の
善
き
罪
人
を
送
っ
て
頂
き
た
い
。
こ
の
我
ら
に
神
の
お

力
添
え
あ
ら
ん
こ
と
を
。
ア
ー
メ
ン
。
（
く
．
ω
㊤
o
o
甲
き
8
）

　
こ
れ
も
語
り
手
が
天
国
と
い
う
救
い
を
希
望
す
る
こ
と
、
ま
た

自
分
達
の
代
弁
者
と
し
て
「
こ
の
善
き
罪
人
」
を
神
の
御
許
に
送

る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
な
ど
は
宗
教
的
枠
組
か
ら
い
う
て
当
然
で

あ
ろ
う
。
だ
が
自
ら
の
救
済
を
祈
る
よ
う
聴
き
手
読
み
手
に
求
め

る
こ
と
は
「
こ
の
世
の
報
い
」
に
余
り
に
も
近
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
し
た
疑
問
が
ふ
と
抱
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
だ
が
実
際
に
は
語
り
手
ハ
ル
ト
マ
ン
の
「
こ
の
世
の
報
い
」
に

そ
う
目
く
じ
ら
を
立
て
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
我
々

が
つ
い
そ
こ
に
拘
泥
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
利
己
性
へ

の
不
寛
容
と
い
う
近
代
の
一
つ
の
宗
教
的
傾
向
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
示
す
小
さ
な
例
と
し
て
は
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』

の
終
わ
り
近
く
、
レ
ー
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
ー
ン
の
甥
エ
ヒ
ヨ
ー
が
唱
え

る
晩
藤
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挙
げ
ら
れ
る
1
「
他
の
も
の
の
た
め

に
祈
る
も
の
は
皆
、
そ
の
時
お
の
れ
を
も
救
う
と
知
れ
。
エ
ヒ
ョ

ー
は
全
世
界
の
た
め
に
祈
る
、
神
が
彼
を
も
腕
に
抱
く
よ
う
に
、

ア
ー
メ
ン
」
（
①
－
竃
Φ
）
。
こ
の
文
句
は
大
人
た
ち
を
驚
か
し
、
レ

ー
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
ー
ン
は
友
人
ツ
ァ
イ
ト
ブ
ロ
ー
ム
に
「
こ
の
子
は
、

被
造
物
全
体
の
た
め
に
祈
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
自
分

自
身
も
そ
れ
に
合
め
て
し
ま
う
た
め
だ
。
敬
慶
な
者
は
そ
も
そ
も
、

他
の
者
の
た
め
に
祈
る
こ
と
に
よ
う
て
、
そ
れ
が
自
分
の
為
に
も
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な
る
な
ど
と
考
え
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
？
　
非
利
己
性
と
い
う

も
の
は
、
そ
れ
が
自
分
の
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た

瞬
問
、
有
効
で
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
？
L
（
同
）
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
…
。

　
そ
れ
に
ま
た
、
語
る
事
に
よ
る
自
己
救
済
の
希
求
な
ど
と
い
う

も
の
は
、
む
し
ろ
現
代
の
我
々
に
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
ろ
彼
は
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
救
わ
れ
得
な
い
。
か

つ
て
語
っ
た
こ
と
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
語
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
新
し
い
語
り
を
正
当
化
す
る
た
め
に
「
こ
の
世
の
報

い
」
の
た
め
で
は
な
い
、
と
前
置
き
を
す
る
が
、
結
局
は
世
人
の

耳
目
を
奪
動
す
る
極
端
な
物
語
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
…
。
こ
う
し
た
推
測
も
我
々
に
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
我
々
に
と
っ
て
多
少
シ
ヨ
ッ
ク
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「
報
い
」
と
し
て
の
祈
り
を
語
り
手
が
直
接
我
々
に
求
め
て
く
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
勿
論
彼
岸
無
し
で
世
界
を
構
想
す
る
我
々
は

彼
岸
で
の
救
済
の
希
望
を
此
岸
で
の
そ
れ
に
読
み
替
え
る
の
だ
が
、

間
題
は
そ
の
こ
と
で
な
い
。
近
代
小
説
を
読
む
我
々
が
救
済
の
枠

組
を
見
出
す
時
、
そ
れ
が
〈
作
者
〉
自
身
の
救
済
の
た
め
の
わ
ざ

で
あ
る
こ
と
は
頭
の
中
で
承
知
し
て
い
て
も
、
そ
の
救
済
に
直
接

関
与
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
我
々
は
慣
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
直
接
的
な
救
済
願
望
の
一
端
で
も
見
え
た
時
に
は

拒
絶
反
応
さ
え
抱
こ
し
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
先
の
利
己
性
へ
の
不

寛
容
に
発
す
る
我
々
の
時
代
の
不
幸
で
あ
ろ
う
。
不
幸
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
は
身
体
の
内
に
ま
で
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は

普
通
だ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
ハ
ル
ト
マ
ン
の
願
い
に
ま
で
反
応
を
惹

き
起
す
。

　
だ
が
そ
れ
が
ま
だ
軽
い
シ
ョ
ッ
ク
で
済
む
の
は
、
一
つ
に
は
こ

の
語
り
手
を
中
世
と
い
う
歴
史
的
・
社
会
的
な
座
標
に
置
く
操
作

に
我
々
が
慣
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
は
彼
の
口
ぶ

り
が
救
済
を
要
求
す
る
直
裁
さ
の
一
方
で
、
意
外
な
ま
で
に
爽
や

か
な
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
近
代
の
小
説
で
そ
う
し
た
要
求
に
出
会

づ
た
時
に
あ
り
が
ち
な
蕾
陶
し
さ
は
そ
こ
に
は
な
い
。
そ
も
そ
も

我
々
が
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
想
起
す
る
時
に
伴
う
あ
の
特
徴

的
な
感
覚
－
語
り
が
含
む
内
面
の
吐
露
に
似
る
も
の
ー
は
ハ

ル
ト
マ
ン
の
物
語
で
は
喚
起
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
小

説
と
い
う
も
の
が
前
提
の
よ
う
に
持
つ
厄
介
さ
を
逆
に
示
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
近
代
小
説
で
は
救
済
の
志
向
は
、
〈
何
故
〉
救

済
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
（
た
と
え
直
接
的
で
な
い
に
せ

よ
）
前
提
と
同
時
に
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
志
向

が
作
品
内
部
で
完
結
的
に
解
決
さ
れ
る
か
否
か
は
ま
た
別
問
題
で
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あ
る
。
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
の
場
合
に
は
内
部
に
は
目
に
見
え
る
解

決
は
な
く
（
そ
の
た
め
、
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
墓
の
傍
の
ロ
ッ
テ
と
い

う
よ
う
な
表
象
が
欠
如
感
を
抱
く
読
者
達
の
手
で
付
加
さ
れ
流
布

し
た
り
し
た
の
だ
が
）
、
ウ
ェ
ル
テ
ル
と
い
う
形
象
が
永
遠
化
す

る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
主
人
公
の
運
命
と
書
き
手
の
運
命
が
分
岐

し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
せ
る
な
ど
の
面
倒
な
手
続
き
を
踏

む
こ
と
に
な
る
。
救
済
へ
の
志
向
が
（
少
な
く
と
も
表
面
的
に

は
）
共
通
の
も
の
に
な
り
得
ず
、
ま
た
自
己
救
済
を
望
む
利
己
牲

に
対
す
る
厳
し
さ
が
増
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
語
り
は
予
め
様
々
な

屈
折
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
ハ
ル
ト
マ
ン
の
語
り
は
そ
う
し
た
制
約
を
大
幅
に
免

れ
て
い
る
。
彼
の
場
合
に
は
宗
教
と
い
う
時
代
背
景
が
、
救
済
の

必
要
を
予
め
か
つ
普
遍
的
に
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
そ
れ
は
〈
私
〉
の
救
済
で
は
な
く
〈
我
々
〉
の
救
済
で
あ

る
。
従
っ
て
そ
れ
を
善
き
物
語
を
語
る
こ
と
の
報
い
と
し
て
、
個

別
的
な
救
済
へ
の
希
求
と
い
う
こ
と
を
際
立
た
せ
ず
に
要
請
す
る

こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
を
恵
ま
れ
た
語
り
手
と
呼
ん
だ
の
は
こ
の
意
味
で

あ
る
。
勿
論
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
よ
う
な
近
代
作
家
と
並
べ
た
時

に
は
ハ
ル
ト
マ
ン
に
つ
い
て
も
先
の
よ
う
な
種
々
の
憶
測
を
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
極
端
な
物
語
を
語

る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
り
、
教
訓
と
し
て
と
い
う
断
り
は
口
実

と
し
て
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
救
済
の
願
い
も
、
宗
教
的

意
味
の
も
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
「
こ
の
世
」
で
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
中
心
な
の
で
は
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
実
は

彼
岸
的
な
も
の
も
此
岸
的
な
も
の
も
外
な
る
救
済
な
ど
は
大
し
て

眼
中
に
な
く
、
ひ
た
す
ら
已
が
語
る
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
向
け

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
：
・
等
々
の
可
能
性
す
ら
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
だ
が
こ
う
し
た
諸
々
の
億
測
に
拘
ら
ず
、
彼
が
直
裁

に
救
済
を
求
め
た
こ
と
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
の
で
あ
る
。

ノ、

　
『
選
ぱ
れ
し
人
』
の
語
り
手
の
存
在
は
、
こ
う
し
た
先
人
の
範

例
が
あ
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
〈
作
者
〉

で
あ
る
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
手
紙
の
中
で
幾
度
か
「
ザ
ン
ク
ト
・

ガ
レ
ン
の
修
道
院
に
滞
在
中
の
ア
。
イ
ル
ラ
ン
ド
の
僧
侶
の
役
を
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

じ
て
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
が
、
普
通
の
小
説
で

作
家
と
語
り
手
を
同
一
視
は
し
な
い
我
々
の
立
場
・
か
ら
す
れ
ぱ
、

こ
れ
は
マ
ン
の
内
の
く
語
る
人
V
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ク
レ
メ
ン

ス
を
演
じ
て
い
る
と
で
も
言
う
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
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『
選
ぱ
れ
し
人
』
と
い
う
作
品
が
そ
も
そ
も
成
立
可
能
に
な
る

か
否
か
は
、
救
済
史
的
物
語
を
え
も
そ
も
語
れ
る
か
、
身
体
的
と

い
え
る
程
の
低
航
を
惹
き
起
さ
ず
に
出
来
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ぱ
〈
語
る
人
〉
が

存
在
で
き
る
か
否
か
、
さ
ら
に
は
〈
語
る
人
〉
が
誕
生
で
き
る
か

否
か
の
問
題
で
あ
る
。
映
画
で
言
え
ぱ
カ
メ
ラ
と
一
致
す
る
視
線

を
持
つ
人
格
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
作
品
が
な
け
れ
ば
そ
の
人
格
は

存
在
が
、
誕
生
が
原
理
的
に
不
可
能
な
の
だ
。
（
も
ち
ろ
ん
作
家

A
や
映
画
監
督
B
が
歴
史
的
に
存
在
す
る
こ
と
と
は
全
く
別
問
題

で
あ
る
。
ま
た
く
語
る
人
V
の
救
済
と
マ
ン
の
そ
れ
と
の
関
係
は

改
め
て
論
じ
た
い
）
。

　
〈
作
品
〉
が
生
成
す
る
こ
と
で
、
〈
語
る
人
〉
も
生
ま
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
生
ま
れ
る
と
共
に
身
体
を
得
る
。
こ
の
身
体

を
持
ち
な
が
ら
救
済
史
的
物
語
を
語
れ
る
と
い
う
の
が
救
済
の
希

望
に
達
す
る
条
件
で
あ
る
。
だ
が
マ
ン
の
〈
語
る
人
〉
は
そ
の
ま

ま
で
語
る
に
は
近
代
的
意
識
に
絡
み
付
か
れ
過
ぎ
て
い
る
。
従
っ

て
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
別
の
役
を
演
ず
る
。

　
こ
の
時
く
語
る
人
V
は
そ
の
演
ず
る
役
に
応
じ
た
第
二
の
身
体

を
も
持
つ
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
人
問
の
役
者
が
そ
の
元
々
の
も
の

と
役
柄
の
も
の
と
二
重
の
身
体
を
持
つ
の
に
等
し
い
。
歌
舞
伎
に

お
け
る
そ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
例
え
ぱ
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
こ
の
三
津
五
郎
が
た
と
え
ば
踊
っ
て
い
る
。
そ
の
時
に
私
が

感
じ
た
こ
と
は
、
舞
台
で
も
自
由
自
在
に
踊
っ
て
い
る
喜
撰
法

師
や
猿
曳
き
や
熊
鷹
太
郎
や
悦
俄
師
や
梶
原
源
太
の
背
後
に
、

い
つ
も
ひ
っ
そ
り
と
小
柄
杢
二
津
五
郎
が
す
わ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
そ
ん
な
も
の
は
目
に
み
え
な
い
。

し
か
し
舞
台
で
い
ま
行
な
わ
れ
て
い
る
芸
が
中
有
に
浮
い
て
い

て
、
そ
れ
を
じ
っ
と
操
る
と
い
う
か
支
え
る
と
い
う
か
、
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
う
人
間
が
そ
こ
に
い
る
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。

　
〈
作
家
〉
へ
の
関
心
が
未
だ
に
強
い
我
々
現
代
人
に
は
、
ク
レ

メ
ン
ス
を
操
っ
て
い
る
の
は
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
と
い
う
個
人
に
見

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
も
し
遥
か
な
年
月
を
経
て
マ
ン
の
伝

が
絶
え
た
後
に
『
選
ば
れ
し
人
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
残
っ
た
と

し
よ
う
。
そ
の
時
の
ク
レ
メ
ン
ス
を
想
像
す
れ
ぱ
演
じ
て
い
る
の

が
く
語
る
人
V
で
あ
る
こ
と
が
見
え
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。

　
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
と
比
較
す
る
と
、
『
選
ば
れ
し
人
』
の
語
り

の
背
後
の
こ
の
く
語
る
人
V
と
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
役
柄
と
は
、

語
り
手
ハ
ル
ト
マ
ン
の
性
格
を
分
有
し
て
い
る
。
語
ら
ね
ば
な
ら
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ぬ
人
、
語
る
こ
と
で
救
済
を
希
求
す
る
の
は
〈
語
る
人
〉
で
あ
る
。

し
か
し
彼
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
べ
き
物

語
を
語
れ
る
身
体
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
物
語
と
の
問
に
リ

ア
ル
な
関
係
を
結
ぺ
な
い
。
そ
れ
が
出
来
る
の
は
〈
役
〉
の
側
、

ク
レ
メ
ン
ス
と
し
て
の
身
体
の
方
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
役
柄
は
、
今
具
体
的

な
挙
例
は
後
に
し
て
言
え
ぱ
、
遊
戯
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
す

ぐ
分
か
る
、
と
い
う
よ
り
遊
戯
的
な
も
の
に
し
か
取
り
得
な
い
よ

う
な
も
の
で
あ
る
（
大
体
そ
の
名
・
か
ら
し
て
o
5
昌
彗
ω
n
「
慈

悲
深
い
」
と
、
あ
ま
り
に
も
物
語
に
当
て
は
ま
り
過
ぎ
な
の
で

（
8
）

あ
る
）
。
〈
な
り
き
っ
た
〉
姿
で
演
じ
ら
れ
る
近
代
劇
を
基
準
に
す

れ
ぱ
こ
れ
は
演
技
で
は
無
い
よ
う
に
さ
え
見
え
る
か
も
し
．
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
過
度
の
遊
戯
性
も
一
つ
の
演
技
の
在
り
方
で
あ
り
、

さ
ら
に
言
え
ぱ
こ
の
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
役
柄
を
演
じ
ら
れ
る
も

の
と
見
ざ
る
を
得
な
く
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
再

度
歌
舞
伎
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
た
と
え
ぱ
い
ま
の
吉
右
衛
門
の
初
舞
台
は
、
こ
の
劇
中
の
口

上
で
あ
っ
た
。
「
姐
板
の
長
兵
衛
」
。
［
…
］
長
兵
衛
が
母
方
の

祖
父
中
村
吉
右
衛
門
。
寺
西
閑
心
が
父
方
の
祖
父
七
代
目
松
本

幸
四
郎
。
吉
右
衛
門
は
中
村
万
之
助
と
い
う
名
前
で
初
舞
台
を

ふ
ん
だ
。
い
ま
ま
で
互
い
に
敵
対
し
て
い
た
長
兵
衛
と
寺
西
閑

心
が
、
急
に
吉
右
衛
門
、
幸
四
郎
と
い
う
お
祖
父
さ
ん
同
±
に

か
え
っ
て
、
席
を
あ
ら
た
め
客
席
に
向
か
っ
て
手
を
つ
く
と
ニ

コ
ニ
コ
し
な
が
ら
孫
の
た
め
に
口
上
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
口

上
が
終
わ
る
と
「
サ
、
も
う
よ
く
お
客
様
に
お
願
い
し
て
お
い

た
か
ら
安
心
だ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
て
、
芝
居
の

筋
へ
戻
っ
て
、
ま
た
長
兵
衛
と
閑
心
に
な
う
て
い
が
み
あ
う
。

［
・
：
］
口
上
は
役
者
が
目
常
の
素
顔
に
か
え
っ
て
1
つ
ま
り

中
村
吉
右
衛
門
や
松
本
幸
四
郎
に
な
っ
て
初
舞
台
の
孫
の
た
め

に
お
祖
父
さ
ん
同
士
が
い
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
も
実
は
幾
分
か
は
芝
居
な
の
で
あ
る
。
本
当
の
意

味
で
素
顔
に
か
え
っ
た
な
ら
ぱ
、
あ
と
の
芝
居
が
つ
づ
く
わ
け

　
（
9
）

が
な
い
。

　
〈
語
る
人
〉
も
幾
分
か
は
芝
屠
で
あ
り
、
そ
れ
が
ク
レ
メ
ン
ス

に
な
っ
て
更
に
芝
居
を
演
じ
る
。
そ
の
役
割
は
『
選
ぱ
れ
し
人
』

の
物
語
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
舞
台
で
は
「
口
上
自
体

が
芝
居
仕
立
で
あ
り
、
吉
右
衛
門
も
幸
四
郎
も
素
顔
の
自
分
を
演

じ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
本
当
の
素
顔
－
演
じ
ら
れ
た
素
顔
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芝
屠
を
演
じ
て
い
る
役
者
　
　
役
に
な
り
き
っ
た
姿
と
い
う
要
素

が
幾
重
に
も
な
っ
て
、
そ
の
境
界
が
交
錯
し
合
い
ぽ
ん
や
り
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〕

た
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
重
要
な
の
で
あ
る
L
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
交
錯
は
ま
た
例
え
ば
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
過
去
（
例
え
ぱ
江

戸
時
代
）
と
今
そ
こ
に
在
る
劇
空
問
と
を
結
ぴ
つ
け
融
合
さ
せ
て

い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
選
ば
れ
し
人
』
の
語
り
も
ま
た
、

－
こ
こ
で
も
具
体
的
例
示
は
後
に
し
て
言
う
と
－
二
つ
の
役

柄
が
ぼ
ん
や
り
と
重
な
り
あ
う
こ
と
で
、
一
方
で
は
ハ
ル
ト
マ
ン

を
範
例
と
す
る
よ
う
な
救
済
物
語
を
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
語
る

こ
と
を
可
能
に
し
、
も
う
一
方
で
は
今
こ
こ
で
の
物
語
空
間
の
成

立
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
回
は
ま
だ
『
選
ぱ
れ
し
人
』
に
殆
ど
立
ち
入
れ
ず
論
点
も
多
く
残

し
て
い
る
の
で
続
稿
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
紙
数
の
関
係
で
参
考
文

献
の
参
照
は
最
小
限
に
止
め
、
次
回
に
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

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

ヨ
団
ω
ζ
凹
目
目
1
o
①
竃
昌
ヨ
9
冨
毫
①
『
斥
①
ぎ
α
『
9
N
①
す
コ
ω
蠣
目
α
o
p
勺
『
與
・

コ
ζ
昌
く
≦
（
ω
。
ヨ
竃
ま
［
）
－
⑩
ぎ
）
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
）

か
ら
の
引
用
は
頁
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
品
o
ユ
畠
；
o
q
．
く
．
声
、
昌
一
二
ω
、
＞
墓
。
σ
霧
畠
o
日
↓

く
．
ω
、
奉
竃
三
自
o
目
耐
『
一
↓
旨
巨
屋
①
目
轟
o
。
卜
（
1
1
＞
↓
｝
N
）
。
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
カ
い
わ
ゆ
る

直
訳
に
近
づ
け
た
。
O
『
o
o
q
o
『
ζ
仰
ζ
＝
P
＼
Z
巨
戸
0
9
二
冨
o
q
＝
目
o
q
く
、

巾
－
宍
｝
o
o
耐
コ
σ
ω
『
o
q
1
ω
↓
⊆
一
片
o
q
凹
『
一
－
o
o
o
o
o
（
宛
o
o
－
凹
ヨ
一
］
匝
－
↓
o
o
↓
）
．
『
ハ
ル

ト
マ
ン
作
品
集
』
（
グ
レ
ゴ
ー
リ
ウ
ス
ー
－
中
島
悠
爾
訳
）
、
郁
文
堂
、
一

九
八
二
年
。
ま
た
以
下
で
は
↓
ぎ
昌
鶉
竃
彗
コ
阯
↓
…
と
略
す
。
↓
プ
o
・

ヨ
鶉
1
ζ
彗
目
一
ω
ε
昌
雪
は
↓
…
ω
と
略
し
巻
数
を
示
す
。

（
1
）
　
拙
論
、
芸
術
の
倫
理
　
　
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
に
お
け

　
る
創
造
の
論
理
（
三
）
、
「
詩
・
与
冒
語
」
四
〇
号
、
一
九
九
二
年
、
三

　
一
－
五
九
頁
、
特
に
第
二
章
「
批
評
」
に
お
い
て
。

（
2
）
　
＝
凹
二
∋
凹
コ
コ
く
o
目
＞
E
o
は
、
O
－
o
コ
8
『
o
σ
害
O
ざ
＝
冨
『
，

　
∋
す
P
＝
詩
竃
；
i
す
O
q
1
く
．
〇
一
ω
｝
ミ
9
5
P
↓
口
9
目
O
q
①
；
（
Z
一
〇
－

　
昌
ξ
雪
≧
言
）
－
彗
p
ω
．
冨
ω
に
よ
れ
ば
、
十
二
世
紀
初
か
ら
十
三

　
世
紀
初
の
十
の
詩
人
の
作
晶
の
中
で
名
指
さ
れ
て
い
る
。
O
す
．
O
昌
－

　
ヨ
雷
一
』
＼
峯
．
ω
8
『
∋
雪
一
＝
彗
一
冒
凹
目
コ
く
o
目
＞
巨
①
．
向
℃
o
o
＝
o
－
薫
實
斥
－

　
毫
マ
斥
⊆
目
O
q
一
N
．
≧
畠
－
一
ζ
O
昌
す
9
（
窓
鼻
）
－
㊤
8
一
ω
L
賢
－
一
ω
㌣

　
ミ
も
参
照
。

（
3
）
　
く
o
日
－
O
o
『
昌
①
彗
＼
望
o
・
『
昌
貝
ω
」
ω
o
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
二
写
本

　
J
K
と
脱
落
の
多
い
一
写
本
G
で
し
か
伝
わ
ら
な
い
。
詳
細
に
つ
い

　
て
は
＞
↓
団
ド
ω
．
＜
〒
×
×
L
－
↓
、
な
お
冒
頭
の
罪
の
意
識
の
告
白

　
も
古
フ
ラ
ン
ス
語
の
粉
本
か
ら
継
承
し
て
い
る
と
ハ
ル
ト
マ
ン
の
意

　
識
と
し
て
は
論
じ
難
く
な
る
の
だ
が
、
中
島
悠
爾
、
「
グ
レ
ゴ
ー
リ

　
ウ
ス
」
研
究
の
基
礎
的
操
作
、
「
ド
イ
ツ
文
学
」
＝
二
号
、
一
九
六

　
三
年
、
四
－
一
四
頁
、
九
頁
以
下
、
及
び
新
倉
俊
一
訳
、
教
皇
聖
グ

　
レ
ゴ
リ
ゥ
ス
伝
、
フ
ラ
ン
ス
中
世
文
学
集
第
四
巻
、
白
水
社
、
一
九
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九
六
年
所
収
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
で
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
プ
ロ
ロ
ー
グ

　
五
行
目
ま
で
の
告
白
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
祈
り
の
要
講
は
独
自
と
考
え

　
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
4
）
　
成
立
順
序
に
つ
い
て
は
O
o
『
ヨ
①
彗
＼
ω
け
o
l
『
昌
P
ω
．
曽
－
竃
。

（
5
）
　
各
作
品
の
伝
承
状
況
に
つ
い
て
は
O
o
H
昌
雷
ミ
卑
o
＝
『
目
員
ω
．

　
－
o
o
－
N
9
ま
た
中
世
後
期
の
9
晶
o
ユ
豪
受
容
に
つ
い
て
は
、
匡
胃
一
－

　
目
嘗
自
か
ら
の
＞
∋
o
巨
の
ラ
テ
ン
語
訳
、
初
期
新
高
ド
イ
ツ
語
訳

　
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
も
そ
の
広
が
り
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
指
摘
だ
け
に
止
め
る
。
＞
；
o
5
と
の
先
後

　
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
中
島
、
六
頁
。
ま
た
o
『
晶
o
ユ
畠
彗
｛

　
口
o
冒
睾
9
p
句
目
サ
p
勺
8
竃
（
－
蜆
」
す
－
）
コ
彗
ブ
⊆
①
昌
目
サ
p
く
雪
甲

　
毫
O
ω
ま
睾
↓
冒
饅
目
畠
く
昌
＞
畠
｝
O
q
．
く
．
軍
雪
黒
①
』
．
≧
』
デ
U
彗
昌
■

　
ω
冨
象
（
ξ
一
鶴
彗
ω
O
臣
匡
．
巾
；
す
O
q
①
血
1
）
5
巽
σ
窮
O
O
ー
ド

（
6
）
＜
o
・
F
雫
彗
「
ユ
S
琴
茎
く
ー
N
麦
」
o
鼻
一
『
↓
…
ω
冊
豪
↓
－

　
ぎ
昌
彗
彗
訂
篶
↓
U
實
宰
ξ
彗
一
8
〈
一
享
嘗
ζ
昌
ミ
ζ
（
ヨ
8
＝
雪

　
↓
｝
）
竃
竃
一
ω
、
戸
三
月
二
三
目
に
は
「
ま
だ
こ
の
た
め
の
調
子
が

　
見
つ
か
る
か
定
か
で
な
い
L
と
替
い
て
い
る
。
団
「
彗
－
、
匡
雪
N
一
凹
■

　
甲
P
ω
」
N
・
た
だ
し
最
近
の
詳
細
な
成
立
研
究
で
は
、
最
初
の
章

　
≦
〇
二
ぎ
冨
；
は
四
八
年
一
月
二
一
日
－
三
月
八
周
に
笹
・
か
れ
た

　
と
し
て
い
る
の
で
、
か
な
り
後
ま
で
迷
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
。

　
穴
・
ζ
算
o
雪
烹
き
c
烏
＝
彗
斥
『
三
ω
o
亭
⊂
巨
彗
誓
皇
昌
o
q
o
目
昌
昌

　
ω
忌
一
奉
o
寿
↓
ζ
9
｝
冨
目
ζ
＝
『
く
竃
－
（
ら
O
ω
8
『
∋
彗
目
）
－
竃
o
。
（
1
1

　
↓
ζ
ω
ミ
）
一
ω
．
畠
ド

（
7
）
　
渡
辺
保
『
歌
舞
伎
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
、
三
五

　
頁
。

（
8
）
　
松
浦
憲
作
「
選
ば
れ
し
人
」
、
「
ド
イ
ツ
文
学
」
二
四
号
、
一
九

　
六
〇
年
、
三
五
－
四
二
頁
、
三
六
頁
。
全
体
に
拙
論
で
の
マ
ン
に
お

　
け
る
罪
の
起
源
と
救
済
の
理
解
は
上
記
論
文
に
近
い
。

（
9
）
　
渡
辺
、
同
、
二
五
頁
。

（
1
0
）
　
渡
辺
、
同
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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