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モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
パ
ロ
デ
ィ

　
　
ー
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
「
真
面
目
な
冗
談
」

　
　
　
1
　
現
代
芸
術
に
興
味
の
な
い
人
の
た
め
の
前
置
き

　
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
が
好
き
な
人
で
も
、
い
わ
ゆ
る
〈
現
代
音

楽
〉
も
好
き
と
い
う
人
は
多
く
な
い
。
芸
術
と
い
う
の
は
時
代
の

文
化
の
中
で
生
ま
れ
る
は
ず
な
の
に
、
い
つ
ま
で
も
二
百
年
も
前

の
バ
ッ
ハ
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
べ
ー
ト
ー
ヴ
呈
ン
が
一
番
人
気
が

あ
っ
て
、
同
時
代
の
作
曲
家
の
作
品
は
〈
わ
け
が
分
か
ら
な
い
〉

と
か
、
〈
面
白
く
な
い
〉
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
何
か
変
な

の
だ
が
、
で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
皆
が
喜
ん
で
聴
く

二
百
年
前
の
ス
タ
イ
ル
で
書
け
ぱ
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
バ
ッ
ハ
と
同
じ
技
法
で
今
フ
ー
ガ
を
書
く
こ
と
は
作
曲
科
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

生
に
は
簡
単
な
こ
と
の
よ
う
だ
。
専
門
家
以
外
に
は
区
別
で
き
な

い
秀
作
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
れ
は
、
〈
作
晶
〉
に
は

に
つ
い
て
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
　
方
　
　
一
　
　
郎

な
ら
な
い
。
も
し
か
り
に
今
、
人
前
に
出
し
た
ら
、
二
番
煎
じ
と

い
う
呼
び
名
さ
え
も
当
て
は
ま
ら
な
い
、
単
な
る
笑
い
も
の
だ
ろ

う
。
大
作
曲
家
と
の
才
能
の
違
い
な
ど
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
今

の
時
代
で
、
そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
も
の
が
作
品
で
あ
る
こ
と

は
ふ
つ
う
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
2
　
文
学
の
場
合
は
ど
う
か

　
芸
術
の
創
作
を
、
大
ざ
っ
ぱ
に
く
題
材
V
と
〈
技
法
〉
に
分
け

る
と
す
る
と
、
作
曲
は
基
本
的
に
〈
技
法
〉
だ
け
を
問
題
に
す
る

分
野
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
最
新
技
法
の
追
求
と
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ

ィ
の
ジ
レ
ン
マ
が
特
に
厳
し
い
。
美
術
な
ど
と
比
べ
て
も
愛
好
家

と
の
乖
離
が
進
ん
で
い
て
、
現
代
芸
術
の
困
難
を
主
要
テ
ー
マ
と

す
る
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
の
主
人
公
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が
作
曲
家
に
設
定
さ
れ
た
理
曲
も
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
文
学
は
と
い
え
ば
、
も
と
も
と
く
題
材
V
が
〈
技
法
〉
に
比
べ

て
優
勢
に
見
え
る
し
、
現
代
作
家
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
度
合
も
高

い
よ
う
だ
が
、
や
は
り
つ
ね
に
新
し
い
ス
タ
イ
ル
や
技
法
が
追
求

さ
れ
、
読
者
を
面
食
ら
わ
せ
て
も
い
る
。
読
む
方
が
文
句
を
言
お

う
に
も
、
「
そ
の
時
代
を
表
現
す
る
最
も
新
し
い
小
説
を
生
み
出

す
に
は
、
ま
ず
そ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
小
説
や
同
時
代
の
小
説
を

い
や
と
い
う
ほ
ど
た
く
さ
ん
読
み
、
そ
れ
に
飽
き
あ
き
し
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
」
、
し
か
も
テ
ー
マ
に
飽
き
る
の
は
当
然
で
、
そ
れ

を
や
は
り
新
し
い
技
法
や
ス
タ
イ
ル
で
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

　
（
2
）

ら
し
い
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。

　
も
っ
と
も
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
新
し
い
技
法
の
追
求
と
い
う

営
み
そ
れ
自
体
は
新
し
く
も
何
と
も
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ソ
バ
で
も
今

見
る
と
相
当
異
様
な
語
り
口
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
十
八
世
紀

後
半
頃
か
ら
、
語
る
ス
タ
イ
ル
や
技
法
で
こ
と
さ
ら
に
人
目
を
引

く
こ
と
が
、
い
わ
ば
、
は
し
た
な
く
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
的
で
何
と
な
く
真
面
目
な
枠
の
中
へ
と
収
飲
し

て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
十
九
世
紀
に
リ
ア

リ
ズ
ム
が
主
義
に
な
っ
て
く
る
と
、
ふ
だ
ん
見
過
、
こ
し
て
い
る
現

実
を
え
ぐ
り
出
し
て
突
き
つ
け
る
と
い
っ
た
こ
と
を
目
指
す
よ
う

に
な
り
、
真
面
目
な
顔
を
し
な
が
ら
対
象
の
方
を
斜
め
や
横
や
裏

か
ら
見
る
見
方
、
い
わ
ゆ
る
視
点
が
技
法
と
し
て
重
要
に
な
っ
て
、

非
常
に
客
観
的
な
冷
静
な
視
点
、
あ
る
い
は
反
対
に
極
端
に
主
観

的
な
視
点
な
ど
が
現
わ
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
文
学
で
言
え
ぱ
、
前

者
の
代
表
例
は
ム
ー
ジ
ル
の
『
特
性
の
な
い
男
』
の
エ
ヅ
セ
イ
ス

ム
ス
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ロ
ッ
ホ
の
『
ウ
ェ

ル
ギ
リ
ウ
ス
の
死
』
の
最
終
章
で
頂
点
に
達
す
る
「
内
的
独
白
」

だ
ろ
う
。
そ
し
て
普
通
の
見
方
か
ら
離
れ
る
と
い
う
努
力
は
ま
た
、

作
品
内
の
こ
れ
ま
で
の
時
間
の
流
れ
や
語
り
の
あ
り
か
た
に
も
疑

問
符
を
付
け
、
様
々
な
形
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
小
説
は
、
ム
ー
ジ
ル
や
プ
ロ
ヅ
ホ
、
さ
ら

に
は
ジ
ョ
イ
ス
や
プ
ル
ー
ス
ト
な
ど
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
ず
っ

と
古
典
的
な
構
成
に
見
え
る
。
『
ワ
イ
マ
ー
ル
の
ロ
ヅ
テ
』
、
第
七

章
の
冒
頭
で
、
ゲ
ー
テ
の
寝
覚
め
の
描
写
に
内
的
独
白
が
使
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
い
る
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
作
品
の
中
で
時
問
的
順
序
が
守
ら

れ
た
り
、
語
り
手
が
存
在
し
た
り
す
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
二

十
世
紀
の
小
説
と
し
て
は
保
守
的
と
い
え
る
も
の
で
、
そ
の
た
め

比
較
的
読
み
や
す
い
も
の
で
も
あ
る
。
（
こ
れ
は
同
時
代
の
反
響

を
決
し
て
無
視
で
き
な
い
マ
ン
の
基
本
姿
勢
と
無
関
係
で
は
な
い

　
（
4
）

だ
ろ
う
）
。
た
だ
し
ス
タ
イ
ル
や
技
法
へ
の
関
心
が
薄
い
と
い
う
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こ
と
で
は
な
い
。
ジ
レ
ン
マ
を
深
刻
に
受
け
止
め
る
か
ら
こ
そ
現

代
芸
術
家
の
問
題
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
り
す
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
た
だ
そ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
関
心
が
や
や
見
え
に
く
い

と
こ
ろ
に
姿
を
隠
し
て
い
る
の
だ
。

　
　
　
3
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
小
説
の
〈
技
法
〉

　
マ
ン
の
文
章
の
技
巧
性
と
い
え
ば
一
番
眼
に
つ
き
や
す
い
の
は

同
じ
フ
レ
ー
ズ
の
繰
り
返
し
、
な
か
で
も
特
定
の
人
物
の
特
定
の

性
質
を
飽
き
も
せ
ず
繰
り
返
す
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
ろ
う
。

『
魔
の
山
』
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
人
々
で
言
え
ば
、
「
胸
の
豊
か

な
」
マ
ル
シ
ャ
は
年
中
「
オ
レ
ン
ジ
番
水
」
の
香
り
を
漂
わ
せ
な

が
ら
こ
ろ
こ
ろ
笑
っ
て
い
る
し
、
「
教
養
の
な
い
」
シ
ュ
テ
ー
ル

夫
人
は
年
虫
言
い
間
違
い
を
し
て
い
る
。
セ
ツ
テ
ン
ブ
リ
ー
二
氏

は
ず
っ
と
「
格
子
縞
の
」
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
い
る
し
、
院
長
の
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ー
レ
ン
ス
顧
問
官
は
い
つ
も
「
充
血
し
た
」
眼
を
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
技
巧
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
目
立
つ
の
は
、

客
観
的
で
詳
細
な
描
写
だ
ろ
う
。
例
え
ぱ
彼
の
主
人
公
が
ハ
レ
大

学
の
神
学
部
に
学
ぷ
と
、
我
々
は
そ
こ
で
の
教
育
課
程
を
こ
う
教

え
ら
れ
る
。

　
始
め
の
学
年
で
は
解
釈
と
歴
史
の
学
科
、
つ
ま
り
聖
書
学
、

教
会
史
、
教
義
史
、
宗
派
学
に
重
点
が
お
か
れ
た
。
そ
れ
に
次

　
い
で
体
系
学
、
す
な
わ
ち
宗
教
哲
掌
や
、
教
義
学
、
倫
理
学
、

弁
証
論
が
あ
り
、
最
後
に
実
践
学
、
つ
ま
り
典
礼
学
、
説
教
学
、

　
教
理
問
答
学
、
司
牧
心
得
、
教
会
学
、
教
会
法
が
置
か
れ
て
い

　
た
。
し
か
し
大
学
の
自
由
は
個
人
の
志
向
に
多
く
の
選
択
の
余

地
を
残
し
て
い
た
。
（
①
－
－
轟
）

こ
れ
と
、
ヘ
ソ
セ
の
主
人
公
が
神
学
校
で
勉
強
す
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語

が
、
「
エ
ホ
バ
の
異
様
な
太
古
の
言
葉
、
こ
の
が
さ
が
さ
で
枯
れ

か
け
な
が
ら
、
不
思
議
な
生
命
力
を
持
つ
木
は
、
奇
妙
な
枝
を
出

し
て
眼
を
引
い
た
り
、
不
思
議
な
色
と
香
り
の
花
で
驚
か
し
た
り

し
な
が
ら
、
風
変
わ
り
に
節
く
れ
だ
っ
て
、
謎
の
よ
う
に
少
年
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ち
の
目
の
前
で
伸
び
て
い
っ
た
」
、
と
描
か
れ
る
の
と
を
比
べ
て

み
る
と
、
ど
う
も
マ
ン
の
方
は
〈
文
学
的
〉
と
は
言
い
に
く
い
。

　
こ
こ
で
は
短
い
例
を
挙
げ
た
が
、
同
じ
よ
う
な
細
か
い
話
は
同

じ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
で
の
現
代
音
楽
論
や
科
学
の
論
議
、

『
魔
の
山
』
で
の
結
核
の
診
断
や
人
体
構
造
の
解
説
、
『
詐
欺
師
フ

ェ
ー
リ
ッ
ク
ス
・
ク
ル
ル
の
告
白
』
で
の
て
ん
か
ん
発
作
の
描
写

や
恐
竜
談
義
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ
で
延
々
と
現
わ
れ
る
。
二
十
世
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紀
の
文
章
ス
タ
イ
ル
の
主
流
に
な
っ
た
（
u
説
得
力
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
）
科
学
の
文
体
を
取
り
入
れ
た
の
は
す
ぐ
分
か
る
こ
と

だ
が
、
だ
か
ら
ど
う
し
た
と
い
う
気
に
も
さ
せ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
我
々
は
そ
の
細
か
さ
と
表
裏
一
体
の
く
技
法
V

に
、
知
ら
ず
に
出
会
っ
て
い
る
の
だ
。
別
の
例
も
見
よ
う
。
『
フ

ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
を
読
む
我
々
は
、
現
代
音
楽
で
伝
統
的
な

三
和
音
を
使
う
こ
と
は
も
う
不
可
能
だ
と
悪
魔
が
批
評
を
す
る
の

を
聞
く
。

　
「
［
－
］
今
日
の
技
術
水
準
で
の
作
曲
の
中
で
の
調
性
的
な
響

き
、
三
和
音
は
1
ど
ん
な
不
協
和
音
も
し
の
い
で
い
る
。
そ

う
い
う
も
の
と
し
て
な
ら
調
性
的
和
音
も
な
ん
と
か
使
う
こ
と

が
で
き
る
－
し
か
し
慎
重
に
、
し
か
も
最
終
的
な
も
の
と
し

て
の
み
だ
。
と
い
う
の
も
そ
の
シ
ヨ
ッ
ク
は
、
か
つ
て
最
も
激

し
い
不
協
和
音
が
起
こ
し
た
も
の
よ
り
も
ひ
ど
い
か
ら
だ
。
す

べ
て
は
技
術
的
水
準
の
問
題
だ
。
、
減
七
和
音
は
作
晶
一
一
一
の

冒
頭
で
は
正
当
で
あ
っ
て
、
表
現
と
し
て
充
実
し
て
い
み
。
そ

の
和
音
は
べ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
技
術
的
な
総
合
水
準
に
は
対
応

し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
。
か
ね
？
［
…
］
」
（
Φ
－
呂
㊤
）

こ
の
「
技
術
水
準
」
切
問
題
こ
そ
初
め
に
触
れ
た
現
代
芸
術
の
危

機
の
核
心
だ
か
ら
、
読
む
方
は
真
面
目
に
傾
聴
し
よ
う
と
す
る
。

だ
が
こ
れ
は
、
実
は
ア
ド
ル
ノ
の
『
新
音
楽
の
哲
学
』
の
一
節
の

　
　
　
（
7
）

ほ
ぼ
丸
写
し
な
の
だ
。
そ
う
分
か
る
と
が
っ
く
り
し
な
い
わ
け
に

い
か
な
い
。
そ
の
前
の
神
学
部
の
課
程
も
、
神
学
者
テ
ィ
リ
ヅ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

か
ら
の
来
信
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
に
は
（
そ
し
て

他
の
小
説
に
も
）
同
様
の
読
者
に
は
分
か
ら
な
い
引
き
写
し
が
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

量
に
あ
り
、
そ
の
出
典
の
詳
細
な
研
究
も
既
に
あ
る
が
、
調
べ
ら

れ
た
だ
け
で
も
種
本
の
数
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア

ド
ル
ノ
の
場
合
は
こ
の
小
説
の
執
筆
の
時
期
に
マ
ン
と
交
際
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

っ
た
だ
け
で
な
く
頻
繁
に
音
楽
関
係
の
助
言
を
し
て
も
い
る
か
ら

本
人
も
承
知
だ
ろ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
の
引
用
は
も
ち
ろ
ん
原
著
者

に
断
っ
た
り
は
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
マ
ン
は
こ
の
や
り
方
を
自
ら
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
技
法
」
と
呼
ん

で
、
そ
れ
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
絵
画
や
映

画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
違
う
て
、
文
章
に
文
章
を
取
り
込
ん
で
そ
　
一

れ
が
全
体
に
は
ま
っ
て
い
れ
ば
、
ど
こ
か
か
ら
取
っ
て
き
た
と
は

普
通
読
む
方
は
気
付
・
か
な
い
。
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
と
は
違
っ
て
、

作
晶
の
外
に
出
な
い
と
分
か
ら
な
い
や
り
方
で
、
そ
う
考
え
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
ど
こ
ろ
か
劉
窃
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
の
で
は
　
砧
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（
㎜
）

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
実
際
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
に
、
主
人
公
が
十
二
音
技
法

を
発
明
し
た
よ
う
に
し
て
取
り
入
れ
た
こ
と
で
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

ル
ク
に
相
当
の
不
興
を
買
っ
て
い
る
。
ま
た
マ
ン
の
研
究
者
も
、

今
で
こ
そ
倫
理
的
な
問
題
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
最
初
か
ら
そ

う
だ
ウ
た
わ
け
で
は
な
い
。
チ
ニ
ー
リ
ヒ
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
・

ア
ル
ヒ
ー
フ
の
所
長
、
ハ
ン
ス
・
ヴ
ユ
ス
リ
ン
ク
は
、
マ
ン
の
作

品
の
典
拠
を
求
め
る
仕
事
を
振
り
返
っ
て
書
い
て
い
る
。
「
ト
ー

マ
ス
・
マ
ン
の
仕
事
の
や
り
方
が
分
か
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
み

な
は
初
め
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
頃
は
、
お
お
げ
さ
に

言
え
ば
、
重
苦
し
い
空
気
が
ア
ル
ヒ
ー
フ
に
満
ち
て
い
た
。

［
：
・
］
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
作
品
は
、
み
ん
な
剥
製
の
鳥
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？
　
彼
は
『
詐
欺
師
の
頭
領
』
だ
っ
た
の
だ
ろ

　
（
u
）

う
か
？
」
。
マ
ン
自
身
が
一
部
種
明
か
し
を
し
て
い
る
話
で
、
研

究
者
と
し
て
そ
れ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
こ
う
だ
っ
た
。

　
し
か
し
マ
ン
は
こ
の
、
あ
ま
り
芳
し
い
評
判
が
得
ら
れ
な
そ
う

な
貼
り
込
み
作
業
を
、
「
遊
戯
的
努
力
」
（
二
－
一
雷
）
と
し
て
や
っ

た
と
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
成
立
』
の
中
で
わ
ざ
わ
ざ
書

い
て
い
る
。
こ
れ
が
遊
び
に
な
る
と
す
れ
ば
、
マ
ン
が
繰
り
返
し

自
作
の
性
格
付
け
に
使
う
「
パ
ロ
デ
ィ
」
と
同
じ
線
上
の
も
の
だ

ろ
う
と
推
測
で
き
る
し
、
じ
っ
さ
い
例
え
ば
主
人
公
レ
ー
ヴ
ァ
ー

キ
ュ
ー
ン
の
生
涯
が
い
ろ
い
ろ
な
点
で
二
ー
チ
ェ
の
〈
な
ぞ
り
〉

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
分
か
る
。

　
バ
ロ
デ
ィ
は
、
あ
る
文
学
辞
典
で
「
既
存
の
真
面
目
に
書
か
れ

た
作
品
あ
る
い
は
そ
の
一
部
分
を
、
外
的
な
形
式
は
保
ち
つ
つ
、

内
容
は
別
の
、
そ
れ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
に
し
て
、
潮
笑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

的
に
、
歪
曲
し
、
あ
る
い
は
誇
張
し
て
模
倣
す
る
こ
と
」
と
定
義

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
不
真
面
目
と
い
う
嫌
疑
は
免
れ
な
い
も
の

で
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
ふ
つ
う
は
遊
び
に
な
る
。
だ
が
こ
こ
で

は
、
レ
ー
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
ー
ン
が
「
二
ー
チ
ェ
の
代
わ
り
に
さ
れ
て

い
る
」
（
＝
－
冨
σ
）
と
し
て
も
、
　
二
ー
チ
ュ
が
お
と
し
め
ら
れ
て

い
る
と
は
余
り
言
え
そ
う
も
な
い
。
そ
も
そ
も
マ
ン
の
言
う
「
パ

ロ
デ
ィ
」
は
、
物
語
の
筋
や
全
体
構
造
な
ど
を
－
こ
れ
ら
を
形

式
と
言
う
か
内
容
と
言
う
べ
き
か
は
難
し
い
が
　
　
踏
ま
え
た
上

で
、
ず
ら
し
を
含
み
な
が
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
も
っ
と
詳
し
く
し

て
い
く
も
の
で
、
「
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
は
な
か
な
か
言
い
切

れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
右
の
パ
ロ
デ
ィ
の
定
義
に
合
わ
な
い
。

つ
ま
り
■
「
バ
ロ
デ
ィ
」
概
念
自
体
が
ず
ら
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
遊

び
の
性
格
は
も
は
や
暖
昧
な
の
だ
。
む
し
ろ
中
世
の
詩
人
た
ち
、

ハ
ル
ト
マ
ン
や
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
ら
が
粉
本
を
も
と
に
作
晶
を
創

656
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っ
た
こ
と
に
近
い
が
、
彼
ら
が
バ
ロ
デ
ィ
と
い
う
遊
び
の
つ
も
り

で
や
っ
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
仮
に
で
も
想
像
で
き
る
だ
ろ
う

か
？

　
そ
し
て
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
戻
れ
ば
、
こ
れ
も
マ
ン
流
の
パ
ロ
デ

ィ
の
詳
紬
化
の
手
段
で
内
容
は
不
真
面
目
で
は
な
い
し
、
ま
た
作

品
の
外
に
出
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
や
り
方
で
、
読
者
が
気
付
か

な
け
れ
ば
何
事
も
な
い
よ
う
に
見
過
中
こ
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
が
遊
び
に
な
り
、
ま
た
作
品
に
と
づ
て
意
味
が
あ
り
う
る
と
す

れ
ぱ
、
ハ
ル
ト
マ
ン
ら
と
は
相
当
違
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
前
提
に

し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

4
　
真
面
目
さ
と
そ
の
変
容
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
、
不
真
面
目
さ
を
考
え
つ
づ
け
る
前
に
、
〈
真
面
目
〉

と
い
う
も
の
を
ち
ょ
っ
と
考
え
て
見
る
。
真
面
目
さ
を
世
界
に
距

離
を
置
か
ず
直
接
対
す
る
態
度
と
で
杢
言
い
直
し
て
見
る
と
、
そ

の
場
合
の
世
界
は
、
あ
る
人
の
言
い
方
を
借
り
れ
ぱ
、
全
体
と
し

て
構
成
さ
れ
る
「
統
合
的
な
有
意
義
性
の
脈
絡
連
関
」
を
背
景
に

し
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
し
で
き
な
い
よ
う
な
仕
方
で
現
わ
れ
て
い

　
　
　
　
（
m
）

る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
そ
う
い
う
真
面
目
の
一
般
的
客
観

的
共
有
と
い
う
の
は
相
当
難
し
そ
う
に
思
え
る
。

　
例
え
ぱ
－
舞
台
上
の
閉
じ
た
世
界
の
中
で
、
話
し
手
と
聞
き

手
が
あ
る
「
有
意
義
性
の
脈
絡
連
関
」
を
共
有
し
て
い
る
と
き
に

こ
れ
を
一
つ
の
内
部
現
実
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
そ
の
中
で
は
真
面

目
さ
も
共
有
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
客
席
に
い
る
観
客
も
、
も

L
お
な
じ
現
実
に
引
き
込
ま
れ
て
い
れ
ば
一
緒
に
真
面
目
に
な
れ

る
の
だ
が
、
一
旦
そ
の
内
部
現
実
か
ら
身
を
引
き
離
し
て
し
ま
っ

た
と
き
に
は
（
こ
れ
を
〈
我
に
帰
る
〉
と
い
う
が
）
、
自
分
の
普

段
の
現
実
と
の
ズ
レ
に
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
は
内
部
現
実
の
世
界
が
い
く
ら
真
面
目
で
も
避
け
ら
れ
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
中
が
生
真
面
目
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
■
外
へ
出

た
と
き
の
落
差
は
大
き
く
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、

観
客
■
を
笑
わ
せ
る
の
に
こ
と
さ
ら
生
真
面
目
な
芝
居
を
す
る
の
も

全
く
の
常
套
手
段
と
言
え
る
。

　
こ
れ
は
小
説
の
場
合
で
い
え
ぱ
、
た
と
え
小
説
内
部
の
世
界
が

い
く
ら
真
面
目
で
も
、
読
む
側
が
そ
れ
と
は
ズ
レ
た
現
実
の
中
に

住
ん
で
い
る
と
き
に
真
面
目
に
と
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
－

と
い
う
、
い
わ
ぱ
当
然
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
反
対
に
、
勿
体
ぶ
っ

た
荘
重
な
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
人
が
本
当
に
真
面
目
な
の
か
パ

ロ
デ
ィ
な
の
か
は
、
基
本
的
に
は
本
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
の
と

同
様
に
、
小
説
を
読
む
方
に
は
、
書
い
た
人
間
が
ど
の
程
度
真
面

657
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目
な
の
か
、
そ
れ
も
原
理
的
に
は
分
か
ら
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
た
い
て
い
は
真
面
目
の
程
度
が
分
か
る
よ
う
に

（
そ
う
い
う
約
東
事
に
従
っ
て
）
書
く
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
に
は

ま
た
別
の
可
能
性
、
中
の
世
界
で
の
言
葉
や
身
振
り
を
内
部
現
実

に
沿
っ
て
徹
底
的
に
真
面
目
に
す
る
と
、
外
の
現
実
に
と
っ
て
よ

り
徹
底
し
た
冗
談
に
な
る
と
い
う
可
能
性
も
生
ま
れ
て
く
る
。
こ

の
と
き
は
、
芝
居
が
か
っ
た
よ
う
な
、
冗
談
を
狙
っ
て
い
ま
す
と

い
う
サ
イ
ン
を
出
す
種
類
の
真
面
目
さ
に
は
で
き
な
い
。
何
か
し

ら
ズ
レ
た
世
界
の
中
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
冗
談
ら
し
さ
の

な
い
真
面
目
な
顔
を
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
な
る
と
そ
れ
は
真
面
目
と
冗
談
の
ど
ち
ら
で
も
あ
り
う
る

も
の
に
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま
境
界
線
上
を
漂
う
、
あ
る
い
は
境
界

線
が
ぼ
や
け
て
中
だ
か
外
だ
か
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
外
か
ら
見
て
い
る
者
に
は
自
分
本
来
の
真
面
目
さ
が
あ
る

は
ず
だ
が
、
中
と
外
の
真
面
目
が
対
立
し
た
ま
ま
、
ど
ち
ら
が
本

当
と
も
つ
か
な
く
な
っ
て
両
立
し
て
し
ま
う
の
だ
。
ゲ
ー
テ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

『
フ
ァ
ゥ
ス
ト
』
を
「
こ
の
極
め
て
真
面
目
な
冗
談
」
と
呼
ん
だ

話
を
、
マ
ン
は
何
度
か
引
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
こ
れ
は
あ
ら

ゆ
る
芸
術
の
定
義
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
『
魔
の
山
』
の
定
義
で
も

あ
り
ま
す
」
（
＝
－
①
冨
）
と
ま
で
言
う
が
、
こ
れ
も
こ
う
い
う
状

態
を
言
い
表
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も

「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
」
と
は
恐
れ
入
る
が
、
マ
ン
に
は
ど
う
も
そ

う
見
え
て
い
る
ら
し
い
。

　
こ
う
い
う
作
家
の
作
晶
世
界
で
は
、
登
場
人
物
た
ち
も
両
義
性

、
を
体
現
し
て
境
界
の
暖
昧
な
世
界
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
レ
ー

ヴ
ァ
ー
キ
ュ
ー
ン
が
「
君
は
い
つ
も
、
真
面
目
な
こ
と
よ
り
も
冗

談
の
方
を
真
面
目
に
い
う
ね
」
（
㌣
農
㊤
）
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ

れ
を
こ
と
さ
ら
説
明
す
る
観
が
あ
る
が
、
こ
う
い
う
彼
ら
は
、
目

分
自
身
の
生
の
深
刻
な
瞬
間
を
直
接
的
な
相
で
だ
け
で
な
く
、
距

離
を
置
い
た
視
点
か
ら
前
後
に
目
配
り
し
つ
つ
見
る
よ
う
に
な
る
。

例
え
ぱ
『
ヨ
ゼ
フ
と
兄
弟
た
ち
』
の
ヨ
ゼ
フ
は
、
い
か
に
危
機
的

な
状
況
に
陥
っ
て
も
自
分
の
運
命
実
現
の
一
過
程
と
み
な
す
思
考

回
路
を
持
つ
し
、
『
魔
の
山
』
の
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
も
同
様

に
、
シ
目
ー
シ
ャ
夫
人
に
愛
を
告
白
す
る
場
面
で
双
方
に
と
っ
て

の
外
国
語
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
い
、
直
接
的
に
な
っ
て
当
然
の
シ

チ
ュ
エ
ー
シ
ヨ
ン
を
反
省
的
に
意
識
化
し
て
間
接
化
、
い
や
正
確

に
は
直
接
性
と
間
接
性
の
両
側
に
足
場
を
置
い
て
暖
昧
化
し
た
り

し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
両
義
的
世
界
の
住
人
の
視
線
が
世
界
に
む
け
ら
れ

る
と
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
色
合
い
を
変
え
、
真
面
目
な
は
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ず
の
も
の
で
も
同
時
に
冗
談
の
可
能
性
を
帯
び
て
し
ま
う
。
そ
れ

は
そ
れ
で
愉
侠
だ
が
、
し
か
し
、
彼
ら
が
創
造
を
目
指
す
と
き
、

真
面
目
に
新
し
い
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
足
か
せ
に
な

る
。
レ
i
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
ー
ン
は
、
ま
だ
作
曲
家
へ
の
道
を
歩
む
の

を
た
め
ら
っ
て
い
る
時
期
に
、
音
楽
の
師
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
ー
に
次

の
よ
う
に
書
き
送
る
。

な
ぜ
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の
が
、
僕
に
は
そ
れ
自
身
の
パ
ロ

デ
ィ
に
見
え
る
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
僕
に
は
、
芸
術
の
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
、
い
や
、
す
べ
て
の
手
段
と
慣
習
が
、
今
日
で
は

も
は
や
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
し
か
役
立
た
な
い
よ
う
に
見
え
て
し
ま

う
の
で
し
ょ
う
？
（
①
－
－
o
o
o
）

　
こ
れ
も
自
分
の
視
線
が
、
も
の
に
両
義
的
意
味
を
帯
ぴ
さ
せ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
そ
れ
自
身
の
パ
ロ
デ

ィ
」
と
い
う
の
は
言
葉
の
普
通
の
使
い
方
で
は
な
い
。
こ
の
後
で

も
「
も
の
を
そ
れ
自
身
の
バ
ロ
デ
ィ
の
光
の
下
で
み
る
と
い
う
呪

わ
れ
た
傾
向
」
（
㌣
畠
－
）
圭
言
わ
れ
る
が
、
パ
ロ
デ
ィ
は
「
模

倣
」
で
あ
り
、
何
か
が
反
復
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
「
そ

れ
自
身
」
は
繰
り
返
さ
れ
よ
う
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
「
パ
ロ
デ
ィ

に
見
え
る
」
の
だ
ろ
う
？

5
笑
い
と
繰
り
返
し

　
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
の
機
械
的
反

復
の
論
を
引
く
の
は
、
反
論
も
含
め
て
す
で
に
そ
れ
こ
そ
飽
き
る

ほ
ど
繰
り
返
さ
れ
、
レ
ー
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
ー
ン
に
笑
わ
れ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
が
、
話
の
位
置
を
は
う
き
り
さ
せ
る
に
は
格
好
な

の
で
、
や
は
り
こ
こ
に
立
ち
寄
ろ
う
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
1
機
械
的
な
こ
わ
ぱ
り
は
人
問
に
ふ
さ

わ
し
く
な
く
、
人
間
の
動
き
は
「
体
が
単
純
な
機
械
を
思
わ
せ
る

程
度
に
正
比
例
し
て
笑
い
を
誘
う
」
（
丙
ω
O
）
。
演
説
者
の
身
振
り

は
思
考
の
進
展
に
従
っ
て
変
化
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し

「
腕
な
り
頭
な
り
の
あ
る
い
つ
も
同
じ
動
き
が
周
期
的
に
や
づ
て

く
る
」
こ
と
に
気
付
き
、
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
が

繰
り
返
さ
れ
た
ら
、
「
笑
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
。
な
ぜ
な
ら
「
い
ま

私
の
前
に
自
動
的
に
作
動
す
る
一
個
の
自
動
機
械
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
生
で
は
な
い
」
（
宛
ω
ω
）
。
そ
し
て
こ
の
機

械
的
な
解
釈
を
暗
示
す
る
こ
と
は
「
パ
ロ
デ
ィ
が
好
ん
で
用
い
る

手
段
の
一
つ
」
（
カ
窪
）
で
あ
る
…
。

　
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
く
ウ
イ
ッ
ト
に
満
ち
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
論
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は
魅
力
的
だ
が
、
た
だ
、
つ
ね
に
新
し
い
生
と
い
う
テ
ー
ゼ
か
ら

機
械
性
は
本
来
の
人
間
性
に
反
す
る
と
断
定
す
る
ら
し
い
と
こ
ろ

な
ど
、
毎
日
食
べ
て
は
寝
て
を
繰
り
返
す
我
々
に
は
受
け
入
れ
に

く
い
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
藩
ち
着
い
て
読
ん
で
み
る
と
、
彼
は

非
機
械
性
が
人
間
の
本
質
だ
と
ま
で
言
い
切
る
つ
も
り
は
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
我
々
が
無
意
識
的
に
で
あ
れ

そ
の
よ
う
な
も
の
を
人
間
の
本
質
と
し
て
〈
想
定
し
て
し
ま
う
〉

こ
と
、
彼
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ぱ
、
「
社
会
全
体
が
見
て
い
る

夢
」
（
宛
畠
）
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
出
発
点
に
な
づ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

で
は
、
と
も
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
な
ら
ば
問
題
は
我
々
に
近
づ

い
て
く
る
。
そ
の
夢
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
生
が
一
瞬
、
こ
と
に
新
し
い
も
の
と
み
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
れ

を
芸
術
の
創
造
性
に
た
と
え
、
「
我
々
が
制
作
者
と
な
る
我
々
の

生
命
の
各
瞬
間
」
も
、
「
一
つ
一
つ
が
一
種
の
創
作
で
あ
る
」

（
向
O
↓
）
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
一
見
矛
盾
す
る
こ
と
に
は
ま
た
、

芸
術
が
完
全
に
新
し
い
創
造
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
言
う
よ
う
で

も
あ
る
。
た
と
え
ば
偉
大
な
画
家
の
絵
は
空
想
と
違
い
、
既
に
い

く
ら
か
で
も
我
々
が
知
覚
し
た
輝
か
し
い
光
景
を
示
し
、
そ
れ
を

画
家
が
カ
ン
バ
ス
に
固
定
し
た
こ
と
で
、
以
後
我
々
は
彼
が
見
た

も
の
を
実
在
の
中
か
ら
看
取
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
と

説
明
す
る
の
だ
（
勺
ζ
冨
o
）
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
生
む
理
由
の

一
つ
は
、
伝
統
的
に
美
学
は
客
観
的
な
美
の
存
在
を
前
提
と
し
て

認
識
論
の
延
長
上
を
歩
ん
で
き
た
の
で
、
い
く
ら
「
予
見
不
可
能

な
新
し
い
も
の
の
不
断
の
創
造
」
（
勺
ζ
竃
）
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を

堅
守
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
も
、
〈
完
全
に
新
し
い
も
の
〉
の
美
を

論
ず
る
こ
と
は
難
か
し
く
、
創
造
と
認
識
の
調
停
を
行
な
う
必
要

が
あ
っ
た
こ
と
だ
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
こ
の
調
停
は
形
相
と
質
料
に
役
割
分
担
を
さ
せ
、
別
の

問
題
を
生
み
出
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
言
わ
せ
れ
ぱ
、
果
て
し
な
く

続
け
ら
れ
る
創
造
は
形
相
（
フ
ォ
ル
ム
）
の
創
造
に
他
な
ら
ず
、

質
料
（
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
）
は
す
で
に
何
事
か
が
行
わ
れ
、
そ
の
形

で
固
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
詩
を
作
る
詩
人
の
創
造
は
ま

う
た
く
精
神
の
行
為
で
あ
づ
て
、
こ
の
行
動
は
一
旦
停
止
す
る
こ

と
に
よ
う
て
、
「
言
葉
へ
と
わ
か
れ
、
文
字
に
分
解
さ
れ
て
い
く
」

（
向
O
N
彗
）
。
－
つ
ま
り
、
ま
だ
言
葉
に
な
ら
な
い
思
念
的
な

も
の
、
形
相
的
な
創
造
が
必
ず
先
行
し
、
そ
れ
が
立
ち
止
ま
っ
た

と
こ
ろ
で
質
料
た
る
言
葉
に
よ
っ
て
受
肉
し
、
詩
は
現
実
存
在
を

よ
う
や
く
得
る
の
だ
。
こ
の
考
え
方
か
ら
は
、
素
材
（
マ
テ
ィ
エ

ー
ル
）
が
先
行
す
る
創
造
は
あ
り
え
ず
、
創
造
の
本
来
的
な
意
義

は
形
相
的
な
も
の
に
専
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
考
え
方
は
や
は
り
極
端
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
極
端
は
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
の
夢
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
で
も
あ
り
そ
う
だ
。

た
と
え
ぱ
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
も
こ
の
夢
に
影
響
さ
れ

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
実
際
に
書
く
こ
と
〉
よ
り
も
〈
着
想
〉

が
重
視
さ
れ
、
〈
着
想
は
す
ぱ
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
出
来
上
が
り

は
今
ひ
と
つ
〉
で
も
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
評
価
さ
れ
た
り
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
中
世
の
詩
人
た
ち
に
は
普
通

の
こ
と
だ
っ
た
先
人
の
歌
っ
た
詩
を
も
う
一
度
歌
い
な
お
す
と
い

う
こ
と
が
、
パ
ロ
デ
ィ
の
意
識
な
し
に
は
不
可
能
に
な
っ
た
理
由

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
近
代
的
観
念
に
は
、
質
料
が
形
相
の
完
壁
な
実
現
を
妨
げ

る
と
い
う
ル
サ
ン
チ
マ
ン
的
な
見
方
の
反
映
が
あ
り
そ
う
だ
。
作

曲
家
の
音
楽
が
現
実
に
鳴
り
響
く
に
は
演
奏
家
の
力
が
必
要
だ
が
、

演
奏
技
術
上
ρ
問
題
は
思
い
通
り
の
作
曲
を
す
る
妨
げ
に
も
な
る

（
㌣
曽
ω
）
。
質
料
の
厄
介
さ
と
付
き
合
う
こ
と
は
自
曲
な
人
間
の

本
来
の
仕
事
で
は
な
く
、
な
る
べ
く
関
わ
り
た
く
な
い
、
と
い
う

よ
う
な
質
料
的
現
実
の
敬
遠
が
、
創
造
の
価
値
を
形
相
の
側
に
専

有
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
発
想
や

形
式
（
フ
ォ
ル
ム
）
の
反
復
が
そ
れ
だ
け
で
否
定
的
意
味
を
持
つ

こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。

　
着
想
し
て
も
実
際
に
も
の
を
作
り
あ
げ
る
ま
で
が
ま
た
大
変
だ

と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ぱ
、
こ
れ
は
不
当
な
仕
打
ち
で
あ
る
。
そ

れ
に
ペ
ル
ク
ソ
ン
の
美
術
観
も
と
き
に
模
写
説
に
近
づ
く
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
の
芸
術
に
は
写
し
に
見
え
る
も
の
や
、
既
存
の
イ
デ
ー

の
反
復
が
欠
か
せ
ま
い
。
な
の
に
バ
ロ
デ
ィ
な
ど
意
図
し
て
い
な

く
て
も
反
復
だ
け
で
否
定
的
に
見
ら
れ
る
の
で
は
か
な
わ
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
く
夢
V
ど
こ
ろ
か
、
も
う
〈
現
実
〉
に
な

ウ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
創
作
の
以
前
に
こ
れ
ま
で
の
技
法
の
知

識
は
ふ
ん
だ
ん
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
規
則
性
を
見
抜
く

方
法
論
も
ま
す
ま
す
発
達
し
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
観
察
は
批
評
家
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
さ
そ
う
だ
が
、

〈
新
し
さ
〉
が
文
化
価
値
の
必
要
条
件
に
な
っ
た
社
会
で
は
、
創

作
者
も
こ
の
視
線
を
、
つ
ま
り
反
省
を
自
分
に
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
。
す
る
と
、
反
省
的
な
認
識
と
は
範
鴫
化
す
る
こ
と
、

し
か
も
既
存
の
範
曉
に
入
れ
る
こ
と
だ
か
ら
、
今
や
っ
て
い
る
こ

と
が
、
ど
う
し
て
も
以
前
に
も
あ
っ
た
こ
と
の
反
復
に
見
え
て
く

る
。
こ
う
し
て
創
作
活
動
は
困
難
さ
を
増
し
て
い
く
。

　
そ
れ
な
ら
ぱ
反
省
を
徹
底
し
た
上
で
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
も

の
を
産
み
出
せ
ぱ
い
い
の
だ
ろ
う
・
か
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
別
の

問
題
が
あ
る
。
十
八
世
紀
末
か
ら
重
要
に
な
っ
て
き
た
文
化
価
値
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と
し
て
の
〈
真
面
目
さ
〉
は
、
芸
術
家
の
創
造
の
場
で
は
天
才
の

没
入
的
な
直
接
性
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
作
曲

に
熱
中
し
て
い
て
食
事
を
何
時
問
も
ほ
っ
た
ら
か
し
、
夜
中
に
や

っ
と
出
て
き
た
ら
女
中
が
眠
り
こ
ん
で
鍋
が
焦
げ
て
い
た
た
め
激

怒
し
た
べ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
（
㌣
o
．
o
い
）
の
逸
話
が
あ
る
が
、
こ
う

い
う
〈
熱
中
主
義
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
芸
術
家
の
創
造
の
本
質
と
結

び
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
理
想
主
義
と
も
リ
ア
リ
ズ
ム

と
も
、
芸
術
至
上
主
義
と
も
そ
れ
な
り
に
辻
棲
が
あ
う
が
、
意
識

の
直
接
性
を
前
提
す
る
以
上
、
反
省
と
だ
け
は
折
り
合
わ
な
い
。

（
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
は
、
こ
れ
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
）
。
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
も
の
で
も
、
わ
ざ
と
ら
し

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

い
の
は
だ
め
な
の
だ
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
困
っ
た
こ
と
に
、
直
接
性
が
期
待
さ
れ
る
一
方

で
、
そ
の
直
接
性
が
反
作
用
を
持
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
創
作

者
が
「
真
面
目
」
に
作
る
の
は
何
ら
か
の
高
い
理
念
を
狙
う
て
い

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
共
通
了
解
に
な
る
と
、
現
実
化
さ
れ
た

（
質
料
の
世
界
に
入
っ
た
）
作
品
は
、
た
と
え
理
念
性
に
迫
る
高

み
に
達
し
て
い
て
も
、
反
省
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
に
は
理
念
の
写

し
で
あ
る
よ
う
に
見
え
、
〈
よ
り
低
い
模
倣
〉
の
色
を
帯
ぴ
て
し

ま
う
の
だ
。
そ
し
て
前
に
も
触
れ
た
通
り
、
内
部
現
実
の
中
で
は

真
面
目
な
ほ
ど
、
外
に
出
る
と
余
計
に
ズ
レ
が
大
き
く
な
る
の
だ

か
ら
困
る
。

　
こ
の
事
態
は
、
芸
術
に
と
づ
て
は
非
常
に
危
険
で
、
致
命
的
と

杢
言
え
る
。
だ
が
反
省
は
そ
れ
を
（
少
な
く
と
も
一
部
で
は
）
ひ

き
起
こ
し
、
そ
し
て
作
品
の
最
初
の
批
評
者
で
あ
る
創
作
者
自
身

に
こ
の
視
線
を
植
え
付
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
が
レ
ー
ヴ
ァ

ー
キ
ュ
ー
ン
が
言
う
、
す
べ
て
の
も
の
が
「
そ
れ
自
身
の
パ
ロ
デ

ィ
」
に
見
え
て
し
ま
う
と
い
う
状
態
な
の
だ
。

6
　
間
接
化
と
い
う
遊
び

　
で
は
、
発
想
を
転
換
し
た
ら
ど
う
淀
ろ
う
－
理
念
の
写
し
に

見
え
て
滑
稽
に
な
る
と
い
う
の
に
作
者
が
気
付
か
な
い
と
、
作
者

の
負
け
に
な
り
そ
う
だ
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
に
は
、
結
局
は
何
か

の
写
し
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
作
り
手
が
心
得
て
い
る
と
、
何

か
の
形
で
示
し
て
お
く
し
か
な
い
。
天
才
に
よ
る
無
か
ら
の
創
造
、

な
ん
て
い
う
線
を
狙
う
か
ら
あ
ら
ぬ
そ
し
り
を
受
け
る
の
で
、
す

べ
て
は
繰
り
返
し
だ
と
覚
悟
し
て
見
せ
れ
ば
い
い
。
そ
の
上
で
、

出
来
上
が
っ
た
作
晶
は
直
接
に
見
て
も
評
価
に
値
し
、
見
る
人
が

見
れ
ば
模
倣
と
わ
か
る
と
い
う
よ
う
に
仕
上
げ
て
お
け
ば
い
い
じ

や
な
い
－
か
：
・
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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こ
う
す
れ
ぱ
、
そ
の
事
惰
に
直
観
的
に
で
も
気
付
い
た
読
者
と

の
間
に
も
一
種
の
共
犯
関
係
が
出
来
上
が
っ
て
、
見
る
側
に
も
純

粋
な
直
接
性
の
層
と
は
別
の
面
白
味
が
付
け
加
わ
る
（
は
ず
で
あ

る
）
。
た
だ
し
そ
う
な
る
と
、
い
わ
ぱ
逃
げ
を
打
っ
て
そ
の
逃
げ

方
に
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
な
の
で
、
こ
ん
ど
は
自
分
の
直
接
的

な
声
を
残
し
て
お
く
の
が
恥
ず
か
し
く
な
る
。
こ
れ
を
徹
底
し
て

い
く
と
全
面
的
間
接
化
に
行
き
つ
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
極
端
だ

が
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
マ
ン
の
大
規
模
な
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
の
性
格
も
理
解
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
と
が

ら
を
直
接
に
言
う
の
で
は
な
く
、
誰
か
2
言
葉
を
借
り
る
と
い
う

形
の
間
接
化
で
あ
る
。
た
だ
し
作
中
人
物
に
作
者
の
代
弁
を
さ
せ

る
の
は
よ
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
内
部
に
入
れ
る
元
の
言
葉
も
他

所
か
ら
「
密
輸
入
」
（
＝
⊥
3
）
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
間
接
化

が
徹
底
し
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
言
葉
の
オ
リ
ジ
ン
は
、
内

部
現
実
の
レ
ベ
ル
で
は
も
ち
ろ
ん
、
作
晶
外
の
現
実
で
も
論
理
的

に
は
作
者
に
帰
せ
ら
れ
な
く
な
る
。

　
し
か
し
マ
ン
は
、
作
者
と
し
て
の
位
置
を
放
棄
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
の
全
体
を
そ
っ
く
り

制
御
す
る
側
に
回
ろ
う
と
す
る
。
す
る
と
、
こ
う
い
う
書
き
方
に

つ
い
て
他
人
が
言
い
そ
う
な
こ
と
も
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
お
く
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
の
処
置
を
最
も
徹
底
さ
せ

た
の
が
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
で
、
マ
ン
は
こ
の
小
説
の
後

に
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
成
立
』
を
書
き
、
技
法
と
、
種
本

と
、
操
作
の
意
識
を
鐘
々
述
べ
る
。
こ
う
し
て
作
品
が
決
し
て
外

部
に
向
か
っ
て
身
を
投
げ
出
す
こ
と
な
く
、
『
成
立
』
を
含
め
て

ひ
た
す
ら
一
つ
の
意
識
の
も
と
に
閉
じ
る
よ
う
に
手
を
つ
く
し
、

文
章
の
書
き
手
に
読
者
が
何
か
言
お
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た

書
き
手
の
手
の
ひ
ら
の
中
で
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、

と
い
う
仕
掛
け
を
作
ろ
う
と
す
る
の
だ
。
レ
ー
ヴ
ァ
ー
キ
ュ
ー
ン

は
最
後
の
告
白
で
、
神
の
慈
悲
と
目
分
の
思
索
と
ど
ち
ら
が
汲
み

尽
く
せ
な
い
も
の
か
競
争
し
た
と
言
う
が
（
①
ふ
塞
）
、
マ
ン
も
読

者
を
相
手
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
試
み
る
。
こ
の
よ
う
な
実
験
の

徹
底
的
追
求
と
い
う
の
が
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
と
い
う

作
品
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
め
ぐ
る
マ
ン
の
一
連
の
創
作
活
動
の
、

重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
マ
ン
が
こ
こ
ま
で
極
端
を
追
求
す
る
の
は
、
彼
の
性
格
の
問
題

（
別
に
悪
口
で
は
な
い
）
も
勿
論
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も

第
二
次
大
戦
に
突
き
進
み
破
滅
に
向
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
と
い
う
極
端

な
現
実
が
あ
り
、
そ
れ
に
目
を
つ
ぶ
ら
ず
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
現
実
を
理
念
の
も
の
さ
し
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で
計
る
前
に
、
ま
ず
見
据
え
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
こ
で
は
モ

ン
タ
ー
ジ
ェ
も
、
受
け
と
め
る
べ
き
現
実
が
理
念
で
は
と
う
て
い

整
序
で
き
な
い
と
き
に
そ
の
現
実
を
提
示
す
る
や
り
方
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
現
実
が
深
刻
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
は
な

く
、
深
刻
だ
－
か
ら
こ
そ
、
間
接
化
す
る
態
度
が
と
ら
れ
る
。
こ
れ

は
理
念
に
合
わ
な
い
現
実
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
そ
の

負
の
符
号
の
巨
大
さ
を
直
視
し
な
が
ら
現
実
に
付
き
合
い
働
き
か

け
続
け
る
た
め
に
、
自
ら
と
世
界
の
深
刻
さ
を
、
か
つ
て
物
語
の

ヨ
ゼ
フ
が
そ
う
し
て
い
た
よ
う
に
、
距
離
を
置
い
て
眺
め
る
と
い

う
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
は
あ
る
意
味
で
ゲ
ー
テ
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し

て
一
九
二
〇
年
，
こ
ろ
か
ら
マ
ン
が
そ
れ
ま
で
導
き
の
星
と
仰
い
で

い
た
二
ー
チ
ェ
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
、
シ
百
1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

わ
っ
て
ゲ
ー
テ
の
ま
ね
ぴ
を
始
め
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
ゲ
ー
テ
が
現
実
と
付
き
合
う
と
き
の
べ
ー
ス
に
は
、
宇
宙

の
理
法
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
信
頼
を
置
く
姿
勢
が
あ
る
。
こ

の
理
法
に
人
間
を
含
め
た
自
然
は
個
別
的
に
は
必
ず
し
も
マ
ソ
チ

す
る
訳
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
生
じ
る
が
、
し
か
し
ト

ー
タ
ル
に
は
貫
か
れ
て
お
り
、
か
つ
目
分
は
そ
の
理
法
に
と
っ
て

特
別
な
人
聞
だ
と
い
う
形
而
上
的
確
信
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
そ
れ
が
、
個
別
的
悲
劇
を
眼
前
に
し
て
も
諦
め
つ
つ
受
け

入
れ
る
と
い
う
態
度
を
可
能
に
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
マ
ン
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
形
而
上
的
確
信
は
あ
り
え
な
い

し
、
世
界
が
至
る
と
こ
ろ
で
形
式
的
法
則
的
に
見
え
る
こ
と
は
認

め
ざ
る
を
え
な
い
時
代
に
生
き
て
も
い
る
。
心
の
中
の
非
意
識
的

部
分
で
さ
え
フ
ロ
イ
ト
ら
が
明
る
み
に
引
き
出
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
全
く
機
械
的
な
世
界
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
芸
術
は
不
可
能
だ

ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
機
械
論
を
斥
け
て
常
に
新
た
な
も
の
を
見
る

考
え
方
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
が
て
物
質
的
現
実
を
遠
ざ
け
る
厳

格
な
創
造
概
念
に
行
き
着
い
て
、
芸
術
家
を
か
え
っ
て
窮
地
に
追

い
込
む
。
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
に
つ
い
て
マ
ン
は
、
ゲ
ー

テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
は
ほ
と
ん
ど
何
も
共
有
し
て
い
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

と
何
度
も
言
明
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
状
況
で
は
、
ゲ
ー
テ
の

も
の
の
よ
う
に
時
問
空
間
を
縦
横
に
突
き
抜
け
な
が
ら
未
知
性
に

満
ち
た
無
限
の
連
関
に
開
か
れ
た
作
品
は
考
え
ら
れ
ず
、
内
部
を

縦
横
に
探
索
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
が
既
知
の
閉
じ
た
世
界
を
表

象
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ゲ
ー
テ
の
空
間
の
豊
饒
さ

に
対
し
、
マ
ン
の
住
む
空
間
は
、
ち
ょ
う
ど
厳
密
科
学
と
同
じ
く

内
部
的
に
は
見
通
さ
れ
つ
く
し
、
生
き
生
き
し
た
感
情
に
は
物
足
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（
”
）

り
な
い
が
、
イ
ロ
ニ
ー
に
は
適
し
た
場
所
に
な
る
。
そ
こ
で
は
科

学
的
言
説
自
体
も
、
客
観
性
の
名
の
も
と
距
離
を
置
く
こ
と
が
新

た
な
〈
真
面
目
〉
の
基
準
に
な
っ
た
こ
と
で
、
イ
ロ
ニ
ー
の
手
段

に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
完
結
的
な
世
界
は
、
無
限
に
連
な
り

え
な
い
か
わ
り
に
、
一
つ
の
全
体
を
表
象
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

〈
全
体
〉
の
作
り
方
に
つ
い
て
は
一
例
を
別
に
論
じ
た
。

　
た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
二
つ
の
世
界
の
境
目
は
見
極

め
が
た
く
な
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
間
接
化
し
よ
う
と

さ
れ
た
も
の
が
冗
談
め
い
た
も
の
と
も
、
あ
る
い
は
逆
に
真
面
目

と
も
断
定
は
で
き
な
い
。
こ
の
真
面
目
と
冗
談
の
問
の
両
義
性
と

い
う
の
は
、
も
の
が
両
義
的
意
味
を
も
つ
の
は
そ
れ
自
体
冗
談
め

い
た
こ
と
だ
。
か
ら
、
い
わ
ば
メ
タ
冗
談
に
な
る
。
こ
の
メ
タ
冗
談

を
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
・
に
〈
真
面
目
〉
に
追
求
し
て

み
せ
、
時
代
の
後
を
追
い
な
が
ら
も
時
代
の
中
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な

存
在
に
な
っ
た
作
家
、
そ
う
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
こ
と
を
考
え
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
。

本
稿
は
一
九
九
五
年
夏
学
期
の
社
会
学
部
科
目
「
独
文
学
講
義
」
の

一
部
を
元
に
し
て
い
る
。

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

（
↓
才
o
目
竃
　
ζ
彗
p
　
o
Φ
墨
昌
昌
①
－
↓
o
　
考
雪
ぎ
　
，
　
号
9
塞
す
目

霊
註
雪
一
専
彗
窯
昌
く
≦
（
ω
、
ヨ
竃
ぎ
H
）
宕
ミ
）
に
よ
る
。
本
文

中
の
引
用
．
参
照
は
カ
ソ
コ
内
に
巻
、
頁
を
示
す
。
誌
の
中
で
の
指
示

は
作
品
名
の
後
略
号
o
奉
を
付
し
て
巻
、
頁
を
記
す
。
な
お
、

↓
ぎ
昌
富
ζ
彗
『
↓
≦
U
害
N
彗
g
｝
o
轟
・
N
冨
一
U
o
ζ
昌
冒
巨
－

閉
巨
千
U
戸
冒
ω
向
具
g
o
～
目
o
q
宗
ω
U
o
奉
昌
｝
彗
蜆
巨
ω
占
暮
と
略
す
。

5
章
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
の
引
用
は
本
文
中
に
次
の
よ
う
に
略
記
し

頁
の
み
示
す
。
刃
一
－
o
～
①
一
霊
ユ
ω
（
句
．
≧
o
與
目
）
；
撃
向
〇
一
－
、
写
9

巨
巨
g
昌
＄
巨
8
一
勺
彗
一
ω
（
『
≧
o
彗
）
冨
s
一
巾
冬
一
5
o
o
量
需

Φ
二
〇
昌
昌
毒
貝
蟹
ま
（
勺
⊂
勺
）
冨
①
o
。
邦
訳
に
際
し
て
は
『
笑
い
』

（
林
達
夫
訳
畠
富
）
、
『
創
造
的
進
化
』
（
真
方
敬
道
訳
畠
お
）
、
以
上
岩

波
文
庫
、
『
思
想
と
動
く
も
の
』
（
矢
内
原
伊
作
訳
）
、
白
水
社
ベ
ル
グ

ソ
ン
全
集
第
七
巻
5
3
を
参
照
し
た
。

（
1
）
　
小
倉
朗
、
現
代
音
楽
を
語
る
、
岩
波
新
書
畠
鼻
ω
．
軍

（
2
）
　
筒
井
康
隆
、
短
篇
小
説
講
義
、
岩
波
新
書
轟
巽
ω
。
冨
ド

（
3
）
　
－
o
暮
巴
ヨ
ミ
9
昌
彗
一
〇
ミ
N
ω
、
雪
↓
芦
と
は
い
え
む
し
ろ
新

　
技
法
の
パ
ロ
デ
ィ
に
も
見
え
る
が
。

（
4
）
　
拙
稿
、
「
自
然
」
と
「
イ
ロ
ニ
ー
」
、
二
橋
論
叢
」
＝
－
－
ω

　
冨
澤
ω
ω
一
①
O
。
－
O
。
蜆
一
ω
．
さ
－
↓
巳
。
。
マ
ン
は
自
分
で
も
ジ
目
イ
ス
に
比

　
べ
れ
ぱ
「
弱
々
し
い
伝
統
主
義
に
見
え
る
だ
ろ
う
」
と
恩
い
、
そ
れ

　
は
「
あ
る
種
の
ポ
ビ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
の
可
能
性
」
を
も
つ
と
意
識
し
て

　
い
た
。
＜
o
q
F
向
目
戸
〔
｝
～
く
－
－
M
0
蜆
．

（
5
）
ζ
彗
亘
芒
N
罫
O
ミ
ω
ω
．
－
貫
N
鼻
違
ド
畠
ポ
彗
一
㎝
。
。
。
。
．

　
畠
3
撃
0
。
～
一
ω
．
ミ
戸
－
ミ
萬
－
ニ
ミ
し
ト
ω
し
二
し
冨
「
一
蜆
O
．
9
留
〇
一

　
お
ω
一
べ
雷
一
ω
黒
5
昌
σ
ユ
目
二
ω
．
o
o
二
－
一
竃
ガ
昌
ρ
ミ
r
N
0
0
－
一
－
｝
■
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『
彗
2
ω
・
鼻
望
p
窒
o
〇
一
お
N
、
誉
と
そ
れ
ぞ
れ
繰
り
返
さ
れ
て
い

る”（
6
）
＝
』
窃
器
一
〇
巨
耐
…
寄
α
．
－
三
〇
〇
竃
昌
昌
①
豪
ω
o
巨
篶
o
P

墨
．
r
胃
彗
ζ
昌
く
睾
（
旨
＝
H
ぎ
昌
O
）
冨
鼻
ω
1
宝
↓
．

（
7
）
　
O
．
｝
o
H
o
q
g
o
目
一
↓
一
≦
ω
．
．
U
向
．
．
一
ω
一
〇
〇
斥
す
o
－
昌
－
㊤
①
ω
一
ω
．
；
o
の

　
指
摘
に
よ
る
。
く
胴
一
■
↓
ゴ
．
峯
．
＞
3
ヨ
〇
一
勺
巨
o
ω
ε
巨
①
急
『

　
目
昌
彗
ζ
易
昇
o
o
竃
昌
昌
ω
寿
ω
〇
三
寿
戸
雷
L
M
一
写
彗
汗
－

　
～
H
く
ζ
．
（
o
o
自
～
斥
凹
ヨ
o
）
畠
富
一
ω
．
き
－
た
だ
し
マ
ン
が
読
ん
だ

　
　
の
は
刊
行
前
の
タ
イ
プ
原
稿
（
N
膏
勺
＝
」
、
目
．
≦
二
岨
合
）
で
、
現

　
行
版
と
は
や
や
異
な
る
（
く
胴
F
葭
、
ミ
一
窒
ζ
『
争
彗
一
N
①
＝
o
q
鶉
o
手

　
○
す
↓
o
マ
目
　
カ
o
＝
一
〇
一
一
．
N
E
一
「
ζ
ω
N
σ
o
胃
　
＝
目
o
　
－
〕
｝
　
（
H
一
「
竃
－
ω
↓
巨
庄
－
o
目
一

　
｝
p
①
）
一
霊
；
（
写
彗
鼻
①
）
－
㊤
o
．
9
ω
」
ミ
奉
）
こ
と
が
分
か
っ
て

　
　
い
る
が
、
こ
の
引
用
箇
所
は
異
同
の
指
摘
は
な
い
。

（
8
）
　
く
o
目
一
、
雰
轟
9
雪
一
ω
。
宝
．
マ
ン
は
ニ
ュ
ー
冒
ー
ク
に
亡
命
中
の

　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
宛
に
、
一
九
四
三
年
四
月
二
一
日
に
ド
イ
ツ
の
神
学
教

　
育
に
関
し
手
紙
で
問
合
わ
せ
、
五
月
一
七
日
に
催
促
、
同
二
六
日
に

　
返
答
を
得
た
。
『
日
記
』
（
↓
≦
↓
誌
0
9
0
ぎ
H
冨
ε
－
一
㊤
鼻
＝
O
q
。

　
巾
－
ま
竃
彗
箒
一
窒
o
巨
ら
『
彗
π
『
胃
く
≦
（
ω
1
雲
窒
ぎ
『
）
ε
。
。
N
）

　
　
の
各
日
付
参
照
。
向
昇
Ω
ミ
＝
ω
」
8
し
8
で
も
簡
単
に
触
れ
ら

　
　
れ
る
。

（
9
）
　
零
晶
9
竃
前
掲
書
。

（
1
0
）
く
胴
一
．
要
戸
O
ミ
＝
ω
」
竃
串
－
一
冨
竃
．
一
違
蜆
戸
M
。
。
ド
轟
ω
〔

（
u
）
　
　
＜
o
目
－
．
向
自
戸
〔
w
奉
－
－
　
ω
1
－
①
蜆
…
｝
『
．
団
目
　
向
．
勺
『
o
o
片
o
H
－
目
ω
く
o
昌
一

　
　
－
M
I
－
N
l
冨
ミ
一
Ω
ミ
＝
ω
－
①
o
o
ω
．

（
1
2
）
旨
一
‘
＜
．
匿
o
葦
彗
呉
昌
o
ζ
昌
冨
鷺
ま
薯
彗
o
q
彗
2
ω
饒
－

ω
亭
雪
＝
ε
竃
↓
冒
…
旦
穴
冒
目
血
片
」
三
留
轟
o
ざ
；
冨
；
三
－

ω
9
昌
N
9
き
雪
も
P
S
一
；
鼻
ω
■
爵
甲
ミ
↓
．
芸
術
観
の
変
容
の

社
会
史
的
分
析
は
こ
こ
に
要
を
得
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
小
論
で
は

　
こ
の
局
面
は
省
い
た
。

（
岨
）
　
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
抗
議
に
は
、
拙
稿
、
二
十
世
紀
の
フ
ァ
ウ

　
ス
ト
、
「
詩
二
言
語
」
窒
ε
彗
ω
．
冨
－
参
ω
．
き
で
触
れ
た
。
く
O
q
－

↓
声
宰
a
↓
o
l
－
貨
o
o
－
冨
畠
目
ヨ
旦
z
曽
巨
鶉
o
．
匡
o
目
．
向
．
竃
彗
p

宰
彗
ζ
冒
く
奉
（
ω
．
ヨ
ω
争
o
『
）
；
買
ω
．
お
ミ
一
［
＞
目
2
Φ
．
ω
睾
昌
－

○
毫
雰
i
婁
o
↓
；
①
芝
膏
①
．
］
ら
峯
＝
ω
．
3
ω
R
．
一
冒
戸
o
ミ

　
＝
ω
L
雪
↓
．

（
1
4
）
声
峯
亘
一
轟
；
ご
彗
冨
ξ
σ
〇
一
＝
昌
↓
ぎ
ヨ
琴
竃
団
昌
－

　
＞
H
O
す
－
①
く
．
　
－
目
H
　
－
目
一
＾
w
『
自
O
巨
O
目
印
－
Φ
餉
　
「
『
…
－
－
（
O
＝
O
O
目
」
目
目
－
　
（
1
1
一
リ
竃
－

ω
g
g
o
p
墨
．
↓
）
一
雰
；
（
勺
H
彗
鼻
①
）
－
竃
一
ω
1
ω
さ
－
墨
〇
一
三
實

　
ω
．
曽
ω
一

（
蝸
）
　
　
〔
プ
　
く
．
　
ミ
箏
O
⑭
H
一
“
　
O
O
印
O
す
峯
0
－
H
一
〇
『
σ
＝
O
プ
　
O
O
H
　
「
－
一
①
H
団
一
目
『
一
　
①
1

　
＞
一
』
o
■
一
ω
ε
ε
o
q
胃
一
（
六
a
目
宰
）
冨
さ
一
ω
．
留
蜆
。
た
だ
し
た
い
て
い

　
は
、
こ
の
直
後
に
参
照
さ
れ
る
ト
ラ
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
（
内
容
を
保
ち
、

　
形
式
を
変
え
る
）
と
区
別
さ
れ
ず
、
ま
た
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
え
な

　
　
い
だ
ろ
・
つ
。

（
1
6
）
竃
－
寿
己
品
鷺
＝
N
胃
雰
竺
昌
昌
…
o
・
ま
『
市
…
o
ω
o
o
巨
o

　
　
（
－
岨
－
o
）
一
Ω
①
蜆
｝
≡
一
＞
E
ω
的
饅
σ
P
｝
o
－
蜆
①
＼
蜆
ド
エ
o
q
．
O
．
｝
9
昌
σ
目
o
す
色
一

　
写
彗
ζ
…
く
竃
（
く
．
匿
O
ω
苛
H
冒
印
昌
）
轟
O
。
一
ω
．
ぎ
占
蜆
の
、
古

　
東
哲
明
、
〈
在
る
〉
こ
と
の
不
思
議
、
勤
草
書
房
5
買
ω
・
お
に
お

　
　
け
る
要
約
参
照
。

（
1
7
）
　
』
．
峯
一
チ
O
o
〇
一
す
〇
一
｝
『
．
｝
自
O
．
峯
．
デ
エ
目
目
一
σ
o
巨
片
く
o
自
一
一
■

666



　
ω
‘
　
－
o
o
ω
N
一
4
く
①
－
目
一
與
『
o
『
　
＞
E
ω
o
q
－
一
＞
σ
↓
．
ト
’
ω
o
．
｛
o
．
o
o
．
N
0
o
ω
’
勺
す
與
目
－

　
↓
団
蜆
－
o
　
旨
σ
o
『
　
〔
｝
o
〇
一
＝
p
　
（
｝
考
o
　
ω
’
　
↓
ト
o
．
向
－
目
－
旨
ブ
H
E
目
o
胃
　
－
目
　
o
①
ヨ

　
N
σ
O
日
一
〇
峯
＝
ω
．
①
畠
．

（
㎎
）
　
V
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ビ
ッ
チ
（
阿
部
一
智
、
桑
田
艘
彰
訳
）
、
ア

　
ン
リ
・
ペ
ル
ク
ソ
ン
、
新
評
論
ε
O
．
O
〇
一
ω
」
O
．
O
。
－
ε
N
■
を
参
照
。

（
1
9
）
　
小
倉
、
前
掲
書
ω
一
轟
で
も
「
真
に
創
造
的
な
仕
事
に
出
会
う

　
と
き
、
僕
達
は
そ
の
楽
屋
を
覗
く
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
す
る
。
こ

　
の
点
、
ら
O
員
ω
。
N
8
に
も
別
の
角
度
か
ら
の
分
析
が
あ
る
。

（
2
0
）
　
前
掲
、
「
自
然
」
と
「
イ
回
二
1
」
ω
。
虐
津
。
で
論
じ
た
。

（
2
1
）
　
く
o
q
－
一
｝
「
與
目
向
一
ω
o
巨
o
ユ
9
く
一
N
⑦
．
㊤
1
ε
蜆
ω
（
U
ざ
プ
註
H
饒
σ
o
『

　
－
す
『
①
　
－
）
｝
o
，
一
目
目
o
胃
o
目
一
U
o
．
　
－
卜
＼
－
F
　
「
『
】
≦
1
「
『
－
．
－
自
．
匡
o
q
一
＝
．
事
く
閉
－

　
＝
目
o
目
’
竃
1
｝
－
ω
o
サ
o
『
一
N
旨
『
－
o
＝
　
（
向
■
＝
o
－
昌
o
『
o
目
）
　
－
㊤
o
o
ガ
ω
‘
M
↓
o
）
…

彗
ω
■
思
；
く
。
ゲ
＝
」
o
g
（
o
巨
．
ら
．
N
0
。
｛
）
・
但
し
前
者
の
日
付

　
は
、
同
編
者
の
■
≦
ω
O
亭
ω
募
O
昌
目
彗
討
冨
一
〉
U
貝
V
向
葦
く
一

　
向
冨
目
ζ
一
旨
く
竃
．
（
ヨ
ω
o
＝
實
↓
｝
）
ε
竃
一
ω
．
ω
窒
で
は
、
8
．
o
．

　
ε
竃
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
マ
ン
の
手
紙
の
索
引
で
は
二
六
日

　
と
さ
れ
て
お
り
、
誤
植
と
思
わ
れ
る
。
＜
o
目
一
。
目
o
零
薫
o
↓
…
ω
．

　
カ
o
o
胃
オ
蒜
『
　
目
目
旦
　
刃
①
o
目
o
ω
冨
戸
　
｝
P
　
ト
　
＝
o
q
．
＝
．
ω
島
『
o
q
｛
P
＝
．
－
O
．

　
～
－
與
｝
o
『
一
｝
『
與
目
斥
｝
E
H
一
＼
…
一
　
（
ω
1
勺
－
閉
o
す
o
『
）
　
－
o
o
o
メ
ω
’
N
仁
ト

（
η
）
　
く
o
q
F
｝
．
＞
＝
o
｝
＝
印
目
目
’
－
『
o
自
｛
而
E
＝
旦
－
）
－
o
す
片
■
ヨ
o
目
’
勺
｛
目
＝
｛
目
o
q
①
目

　
（
（
｝
’
7
，
①
ω
π
①
）
　
－
㊤
蜆
①
’
ω
．
－
杜
N
．

（
2
3
）
　
拙
稿
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
の
母
た
ち
、
「
詩
・
言
語
」

お
；
竃
ω
．
ω
甲
蜆
蜆
。
な
お
近
代
科
学
が
「
全
体
」
「
統
一
」
、
の
表

象
を
「
無
限
」
の
領
域
に
広
げ
よ
う
ど
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
向
・

　
主
F
■
閉
閉
血
ユ
H
】
U
－
耐
－
（
『
－
ω
－
ω
｛
O
『
O
目
『
〇
七
叫
山
ω
O
ブ
①
コ
　
奉
－
ω
ω
O
自
蜆
O
才
胆
－
一
〇
目
．

　
－
目
一
｝
冒
m
ω
①
H
＝
與
目
〇
一
｝
〇
一
9
＝
軸
o
o
q
　
（
z
ご
す
o
弍
）
　
－
㊤
㎝
一
ω
－
N
0
0
胃
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
専
任
講
師
）
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