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金
時
鐘
『
長
編
詩
集
　
新
潟
』
と
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
　
の
関
係

-
　
変
身
と
道
へ
　
可
視
化
す
る
｢
声
｣
た
ち
　
-
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は
じ
め
に

在
日
朝
鮮
人
の
詩
人
で
あ
る
金
時
鐘
の
エ
ッ
セ
ー
や
講
演
録
に
目

を
通
す
と
､
そ
の
思
想
に
お
い
て
い
-
つ
か
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
｡
そ

の
中
で
も
中
心
に
な
る
も
の
と
し
て
は
､
や
は
り
植
民
地
支
配
期
に

お
け
る
経
験
の
中
で
彼
自
身
の
身
体
に
刻
み
込
ま
れ
た
言
葉
へ
の
批

判
的
意
識
､
彼
の
言
葉
で
言
う
と
こ
ろ
の
　
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
､

を
指
摘
す
べ
き
だ
ろ
う
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
エ
ッ
セ
ー
な
ど
で
度
々

語
ら
れ
て
い
る
が
､
次
の
箇
所
を
引
用
し
て
お
き
た
い
｡

れ
が
私
の
抱
え
る
日
本
語
へ
の
'
私
の
報
復
で
す
｡
(
.
.
.
-
)

日
本
に
狩
れ
あ
っ
た
自
分
へ
の
報
復
が
'
行
き
着
-
と
こ
ろ
日

本
語
の
間
口
を
多
少
と
も
広
げ
へ
　
日
本
語
に
な
い
言
語
機
能
を

私
は
持
ち
込
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
そ
の
時
へ
私
の
報
復
は

o

成
し
と
げ
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

あ
く
せ
く
身
に
つ
け
た
せ
ち
が
ら
い
日
本
語
の
我
執
を
ど
う
す

れ
ば
削
ぎ
落
と
せ
る
か
｡
納
々
し
い
日
本
語
に
あ
く
ま
で
も
徹

し
'
練
達
な
日
本
語
に
押
れ
あ
わ
な
い
自
分
で
あ
る
こ
と
｡
そ

読
ま
れ
る
と
お
り
こ
の
　
｢
報
復
｣
は
'
植
民
地
期
に
皇
国
]
少
年
と
し

(
2
)

て
｢
得
意
な
日
本
語
の
少
年
｣
　
で
あ
っ
た
詩
人
の
､
自
己
対
崎
を
通

じ
た
自
己
解
放
に
向
か
う
志
向
で
あ
る
だ
け
で
な
く
､
日
本
語
と
の

格
闘
と
そ
の
変
質
に
つ
な
が
っ
て
も
い
る
｡

金
時
鐘
に
｢
報
復
｣
と
い
う
観
念
を
芽
生
え
さ
せ
た
の
は
'
彼
自

身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
｢
短
歌
的
拝
情
｣
　
の
否
定
や
　
｢
歌
と
逆

(
3
)

に
歌
に
｣
と
い
う
命
題
を
含
む
小
野
十
三
郎
の
　
『
詩
論
』
　
で
あ
り
'



(77)金時鐘『長編詩集　新潟』と｢日本語-の報復｣の関係

時
期
的
に
は
一
九
四
八
年
頃
だ
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
公
共

の
場
で
｢
報
復
｣
　
に
つ
い
て
発
言
を
始
め
た
の
は
'
組
織
の
圧
力
も

(
4
)

あ
っ
て
､
大
体
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
5
)

(
ち
な
み
に
エ
ッ
セ
ー
集
『
｢
在
日
｣
　
の
は
ぎ
ま
で
』
　
の
中
で
一
番
早

い
日
付
を
持
つ
エ
ッ
セ
ー
は
一
九
七
〇
年
一
一
月
と
な
っ
て
い
る
｡
)

例
え
ば
一
九
七
一
年
に
安
岡
幸
太
郎
へ
金
運
寿
と
の
対
談
で
金
時
鐘

は
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
｡

僕
の
損
傷
さ
せ
ら
れ
た
僕
の
人
格
の
最
た
る
も
の
と
し
て
､
僕

は
自
分
の
国
語
を
押
し
や
っ
た
日
本
語
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
へ

そ
の
日
本
語
を
僕
が
駆
使
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
日
本
語
に
対

す
る
最
大
の
復
讐
だ
と
'
い
わ
ば
日
本
人
に
対
す
る
復
讐
で
も

あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
｡
僕
の
日
本
に
対
す
る
復
讐
と
い
う
の

(
6
)

は
'
日
本
語
で
し
か
形
成
し
え
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
｡

金
時
鐘
の
詩
作
に
お
い
て
中
心
に
位
置
す
る
こ
の
　
｢
日
本
語
へ
の

報
復
｣
と
い
う
テ
ー
マ
は
､
残
念
な
こ
と
に
'
言
及
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
作
品
に
則
っ
て
論
じ
ら
れ
る
事
は
意
外
と
少
な
い
｡
近
年

よ
う
や
く
論
じ
ら
れ
始
め
て
き
た
感
の
あ
る
テ
ー
マ
と
言
え
る
｡
こ

の
テ
ー
マ
を
作
品
論
的
に
論
じ
て
こ
そ
彼
の
詩
的
言
語
の
独
自
性
が

考
察
さ
れ
'
｢
報
復
｣
　
の
内
実
を
捉
え
う
る
と
考
え
る
｡
ま
た
捉
え

た
内
実
を
軸
に
､
諸
作
品
に
渡
り
彼
の
思
想
の
再
構
成
が
可
能
と
な

ろ
う
｡
そ
れ
は
ひ
い
て
は
金
時
鐘
の
体
系
的
研
究
の
基
礎
構
築
に
寄

与
す
る
だ
ろ
う
｡

本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
'
金
時
鐘
の
第
三
番
目
の
詩
集

(
7
)

『
長
編
詩
集
　
新
潟
』
　
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
『
新
潟
』
は
､
｢
日
本

語
へ
の
報
復
｣
　
に
つ
い
て
の
発
言
と
時
期
的
に
隣
接
し
て
い
る
作
品

(
8
)

だ
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
本
稿
が
検
討
す
る
異
体
的
課
題
は
'

金
時
鐘
の
言
う
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
と
『
新
潟
』
と
の
関
係
へ

『
新
潟
』
　
に
お
け
る
　
｢
報
復
｣
　
の
現
わ
れ
を
'
作
品
内
在
的
分
析
を

通
じ
て
論
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
日
本
語
で
書
か
れ
た
一
八
〇
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
詩
集
は
'
朝

鮮
半
島
を
南
北
に
分
か
つ
北
緯
三
八
度
線
が
新
潟
に
も
か
か
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
､
日
本
に
お
い
て
そ
の
｢
宿
命
の
緯
度
｣
三
八
を
い

か
に
越
え
て
い
く
か
､
を
詩
的
に
思
考
し
表
現
し
た
作
品
と
言
え
る
｡

こ
の
作
品
は
金
時
鐘
の
詩
集
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
考
察
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
｡
し
か
し
金
時
鐘
に
関
す
る
研
究
が
多
い
と
は
い
え
な

い
状
況
の
中
で
'
ま
た
詩
的
表
現
に
お
け
る
リ
ア
-
テ
ィ
の
豊
か
さ

ゆ
え
に
か
'
金
時
鐘
の
現
実
的
経
験
と
文
学
作
品
と
し
て
の
　
『
新

潟
』
を
同
一
化
し
て
'
作
家
論
的
に
論
じ
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
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(
9
)

わ
れ
る
｡
比
較
的
最
近
の
細
見
和
之
｢
金
時
鐘
詩
集
『
新
潟
』
論
｣

も
'
金
時
鐘
白
身
が
経
験
し
た
済
州
島
四
･
三
事
件
に
つ
い
て
の
最

(S)

近
の
発
言
と
符
合
す
る
よ
う
な
章
が
『
新
潟
』
　
に
存
在
す
る
こ
と
の

イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
新
た
な
再
読
の

契
機
を
作
り
つ
つ
も
､
そ
の
経
験
と
詩
作
品
を
同
一
視
し
す
ぎ
て
い

る
き
ら
い
が
あ
る
｡

し
か
し
､
作
家
の
意
識
に
重
点
が
あ
り
つ
つ
も
｢
報
復
｣
を
中
心

に
お
い
て
論
じ
た
重
要
な
も
の
に
倉
橋
健
一
｢
朝
鮮
語
の
中
の
日
本

a
)

語
-
金
時
鐘
に
触
れ
つ
つ
｣
が
あ
る
｡
こ
の
論
は
一
九
七
二
年
に
書

か
れ
て
お
り
へ
　
『
新
潟
』
　
へ
の
か
な
り
早
い
応
答
で
あ
っ
た
と
l
亭
見

る
｡倉

橋
は
そ
の
中
で
｢
日
本
語
を
ま
る
ご
と
職
と
し
て
投
射
し
よ
う

(
2
)

と
｣
す
る
の
が
｢
報
復
｣
　
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
｡
敷
桁
す
れ

ば
こ
れ
は
へ
　
｢
規
範
的
な
言
語
｣
　
と
し
て
の
　
｢
聞
達
な
日
本
語
｣
　
が

構
成
す
る
　
｢
現
実
性
の
幅
｣
　
に
'
｢
不
完
全
な
日
本
語
｣
　
と
し
て
の

｢
独
自
な
言
語
｣
　
が
産
出
す
る
　
｢
幻
想
性
｣
　
の
領
域
を
対
置
す
る
行

(
2
)

為
と
し
て
｢
報
復
｣
が
掴
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
つ
ま
り

｢
喰
｣
　
と
は
'
明
示
的
と
み
な
さ
れ
る
構
成
的
現
実
を
､
暗
示
的
な

も
の
へ
の
変
換
の
試
み
と
言
え
る
｡
そ
れ
は
ま
た
｢
自
己
表
出
の
言

JE]

葉
｣
と
も
別
の
と
こ
ろ
で
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
日
本
語
に
お
い
て
こ
の
　
｢
独
自
な
言
語
｣
を
｢
自
己
表

出
｣
　
す
る
に
は
'
民
族
的
な
　
｢
原
初
的
な
も
の
｣
　
(
金
石
範
)
　
を
受

け
入
れ
る
こ
と
か
ら
金
時
鐘
は
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
'

と
倉
橋
は
指
摘
し
て
い
る
｡
確
か
に
規
範
的
な
日
本
語
が
構
成
す
る

｢
現
実
性
の
幅
｣
　
に
違
和
感
を
持
ち
へ
　
不
完
全
な
日
本
語
で
表
現
す

る
に
は
'
そ
の
よ
う
な
｢
原
初
的
な
も
の
｣
が
契
機
と
し
て
必
要
で

(
2
)

あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
皇
国
少
年
と
し
て
育
っ
た
金
時
鐘
に

と
っ
て
､
｢
原
初
的
な
も
の
｣
　
自
体
が
日
本
語
を
通
じ
て
で
の
歪
ん

だ
形
を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｢
〔
解
放
後
､
必
死
の

思
い
で
朝
鮮
語
を
覚
え
へ
　
そ
れ
に
よ
っ
て
民
族
的
自
覚
が
呼
び
覚
ま

さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
〕
　
日
本
語
と
い
う
､
原
初
的
な
民

族
意
識
を
閉
ざ
し
て
き
た
言
葉
は
執
劫
に
も
馴
れ
合
っ
た
知
覚
を
そ

そ
の
か
し
て
'
物
事
の
是
非
を
い
ち
い
ち
ご
自
分
の
天
秤
に
乗
せ
た

(
2
)

が
る
の
で
す
｡
｣
｡
だ
と
す
れ
ば
無
批
判
的
に
｢
原
初
的
な
も
の
｣
　
へ

依
拠
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
｡
む
し
ろ
高
野
斗
志
美
の

次
の
発
言
の
は
う
が
'
詩
作
の
困
難
さ
の
実
相
に
近
い
だ
ろ
う
｡

｢
金
時
鐘
に
と
っ
て
'
生
き
る
と
は
へ
　
記
憶
と
の
た
た
か
い
へ
　
そ
の

意
味
を
う
ば
い
､
そ
し
て
へ
純
粋
な
声
を
現
在
に
立
て
る
こ
と
で
も

あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
記
憶
に
押
れ
る
こ
と
も
'
ま
た
日
常
性
の
仕
組

(
a

み
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
｣
｡
も
ち
ろ
ん
現
実
性
と
幻
想
性
と

396



(79)金時鐘『長編詩集　新潟』と｢日本語への報復｣の関係

い
う
区
別
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
日
本
語
ま
る
ご
と
喰
化
す
る

の
で
は
と
指
摘
し
え
た
の
は
慧
眼
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
当
時
へ
金
時
鐘

自
身
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
へ
　
以
上
の
批
判
は

厳
し
す
ぎ
よ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
､
｢
原
初
的
な
も
の
｣
　
と
　
｢
自
己
表
出
｣
　
の
間
に
無
批
判
的
な
関

連
や
連
続
性
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
へ
　
む
し
ろ
｢
原
初

的
な
も
の
｣
　
の
内
に
す
で
に
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
が
介
在
せ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
表
出
さ
れ
た
も
の
に

お
い
て
｢
報
復
｣
行
為
の
成
功
や
失
敗
等
が
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う
｡
そ
の
た
め
倉
橋
の
　
｢
日
本
語
を
ま
る
ご
と
職
と
し
て
投
射
し

よ
う
と
し
て
い
る
｣
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
'
作
家
の
内
面
に
依
拠
す
る

解
釈
で
は
な
く
へ
　
作
品
内
在
的
な
解
釈
を
通
じ
て
　
｢
報
復
｣
を
論
じ

る
限
り
で
正
当
で
あ
り
'
又
本
稿
の
結
論
的
な
部
分
と
重
な
り
合
う
｡

私
は
　
『
新
潟
』
　
を
作
品
論
的
に
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
'
｢
道
｣

と
い
う
語
と
変
身
と
い
う
テ
ー
マ
な
い
し
方
法
に
焦
点
を
当
て
て
論

じ
て
い
き
た
い
｡
と
い
う
の
も
｢
道
｣
は
『
新
潟
』
　
の
中
で
中
心
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
に
お
い
て

｢
道
｣
は
'
｢
私
｣
　
の
固
有
性
を
奪
い
　
｢
私
｣
を
私
な
ら
ざ
る
も
の
へ

変
身
さ
せ
て
し
ま
う
暴
力
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡
金
時
鐘

は
そ
の
よ
う
な
｢
道
｣
自
体
を
問
い
へ
　
そ
の
質
を
詩
的
に
転
換
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
｡
そ
し
て
｢
道
｣
を
変
質
さ
せ
る
た
め
に
金
時
鐘

が
用
い
る
の
が
､
変
身
と
い
う
方
法
で
あ
る
｡
具
体
的
に
は
　
｢
み
み

ず
｣
や
｢
嫡
｣
､
｢
唖
蝉
｣
と
い
っ
た
小
動
物
系
や
昆
虫
系
あ
る
い
は

｢
小
石
｣
　
や
　
｢
化
石
｣
　
と
い
っ
た
石
系
へ
の
変
身
で
あ
る
｡
後
に
述

べ
て
い
く
よ
う
に
'
そ
れ
は
小
動
物
や
昆
虫
な
ど
へ
の
変
身
が
同
時

に
日
本
語
へ
の
変
身
で
あ
る
う
る
よ
う
な
方
法
で
あ
り
へ
　
そ
の
こ
と

を
通
じ
て
日
本
語
そ
れ
自
体
を
日
本
語
の
作
品
の
対
象
と
し
て
扱
う

こ
と
を
可
能
に
す
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
｡

金
時
鐘
の
詩
に
お
け
る
変
身
や
道
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
い
と

は
言
え
な
い
が
､
変
身
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
鵜
飼
哲
｢
時
間
の

(
2
)

脱
植
民
地
化
金
時
鐘
の
　
『
化
石
の
夏
』
を
読
む
た
め
に
｣
が
あ
る
｡

鵜
飼
は
金
時
鐘
の
詩
作
を
､
日
本
に
よ
る
時
間
の
植
民
地
化
か
ら
の

(
2
)

｢
時
間
の
脱
植
民
地
化
｣
と
し
て
捉
え
へ
　
彼
の
詩
の
中
で
の
　
｢
化
石
｣

や
｢
石
｣
あ
る
い
は
動
物
や
植
物
と
の
同
一
化
に
つ
い
て
示
唆
に
富

(ァ)

む
考
察
を
行
っ
て
い
る
｡
ま
た
宮
沢
剛
｢
金
時
鐘
の
詩
を
読
む
｣
は

今
後
な
さ
れ
て
い
く
金
時
鐘
研
究
の
基
軸
と
な
る
だ
ろ
う
論
考
と
考

え
ら
れ
る
｡
宮
沢
は
'
金
時
鐘
の
詩
の
言
葉
が
言
葉
の
背
後
の
含
意

を
断
ち
切
る
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
言
葉
が
　
｢
変
身
･
飛
躍

(sO

す
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
宮
沢
論
文
は
以
上
の
点
も
含
め
て
非
常
に

豊
か
な
分
析
を
施
し
て
い
る
が
作
家
論
的
な
視
点
を
主
軸
に
す
え
て

397
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お
り
へ
　
道
と
変
身
に
つ
い
て
は
最
後
に
示
唆
的
に
論
じ
る
に
留
ま
っ

て
い
る
｡
ま
た
先
ほ
ど
指
摘
し
た
細
見
和
之
｢
金
時
鐘
詩
集
『
新

潟
』
論
｣
も
『
新
潟
』
　
の
中
の
　
｢
み
み
ず
｣
を
中
心
に
変
身
を
扱
っ

て
い
る
｡

私
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
も
の
を
手
が
か

り
に
金
時
鐘
の
通
と
変
身
を
巡
る
詩
的
思
考
を
問
う
て
い
-
｡
そ
の

た
め
第
l
部
　
｢
雁
木
の
う
た
｣
　
の
l
'
一
一
､
四
章
そ
し
て
第
三
部

｢
緯
度
が
見
え
る
｣
　
の
四
章
を
､
そ
の
中
で
も
変
身
と
道
に
関
わ
る

部
分
に
限
定
し
て
検
討
し
て
い
-
こ
と
に
し
た
い
｡

二
　
道
と
光

ま
ず
は
道
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
第
一
部
｢
雁
木
の
う
た
｣
　
の
冒

頭
を
引
用
す
る
｡

ち
り
組
み
こ
ま
れ
た
/
歴
史
に
だ
け
/
ぼ
く
ら
の
道
は
/
あ
け

て
お
こ
う
｡
/
そ
こ
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
三
〇
五
-
七

398

目
に
映
る
/
通
り
を
/
道
と
/
決
め
て
は
な
ら
な
い
｡
/
誰
知

ら
ず
/
踏
ま
れ
て
で
き
た
/
筋
を
/
道
と
/
呼
ぶ
べ
き
で
は
な

い
｡
/
海
に
か
か
る
/
橋
を
/
想
像
し
よ
う
｡
/
地
底
を
つ
ら

め
-
/
坑
道
を
/
考
え
よ
う
｡
/
意
志
と
意
思
と
が
/
か
み
合

い
/
天
体
を
も
つ
な
ぐ
/
ロ
ケ
ッ
ト
の
/
マ
ッ
ハ
の
空
間
に
/

道
を
/
上
げ
よ
う
｡
/
人
間
の
尊
厳
と
/
知
恵
の
和
が
/
が
っ

｢
道
と
決
め
て
は
な
ら
な
い
｣
と
　
｢
道
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
｣
｡
こ

の
否
定
は
い
わ
ば
　
｢
道
｣
　
に
関
す
る
判
断
停
止
で
あ
り
'
反
省
的
な

問
い
直
し
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
否
定
は
'
最
初
の
も
の
は
視
覚
に

依
存
す
る
｢
道
｣
　
の
現
象
学
的
還
元
で
あ
り
'
第
二
の
否
定
は

｢
道
｣
　
の
自
然
性
あ
る
い
は
　
｢
道
｣
　
に
関
す
る
自
然
的
態
度
の
そ
れ

と
言
え
る
｡
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
を
あ
え
て
二
つ
に
分
節
し

た
の
は
'
第
一
の
還
元
に
よ
っ
て
　
｢
道
｣
　
の
持
つ
　
｢
光
｣
　
の
問
題
が

詩
的
に
浮
き
あ
げ
ら
れ
､
第
二
の
還
元
に
よ
っ
て
｢
道
｣
が
持
つ
非

人
称
的
な
一
般
化
の
力
と
軍
事
的
暴
力
と
い
う
本
性
が
見
出
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
第
二
の
還
元
か
ら
見
る
な
ら
ば
へ
　
ま
ず

｢
誰
知
ら
ず
踏
ま
れ
て
で
き
た
｣
　
｢
筋
｣
=
｢
道
｣
　
に
　
｢
ぼ
く
ら
の

道
｣
が
対
置
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
､

｢
筋
｣
-
｢
道
｣
　
が
　
｢
ぼ
-
ら
｣
　
の
排
除
に
お
い
て
､
固
有
性
を
持

た
な
い
一
般
的
な
｢
誰
か
｣
　
に
よ
っ
て
つ
-
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
｢
筋
｣
=
｢
道
｣
と
は
'
一
般
的
で
非
人
称

的
な
普
通
名
詞
｢
誰
か
｣
　
に
よ
っ
て
跨
み
つ
け
ら
れ
て
で
き
た
痕
跡

と
言
え
る
｡
し
か
し
一
般
的
な
誰
か
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
中
立
的
な



(81)金時鐘『長編詩集　新潟』と｢日本語-の報復｣の関係

存
在
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
そ
の
　
｢
筋
｣
-
｢
道
｣
は
､

｢
軍
靴
｣
三
〇
七
や
大
通
り
を
去
来
す
る
｢
ジ
ー
プ
｣
三
〇
七
の
轍
に

よ
っ
て
跡
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
｢
筋
｣
-

｢
道
｣
　
は
人
為
的
な
暴
力
性
を
帯
び
て
お
り
､
｢
ぼ
-
ら
｣
　
と
　
｢
誰

か
｣
　
の
排
他
的
な
関
係
を
支
配
･
被
支
配
の
権
力
関
係
に
置
く
境
界

線
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
｡
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
｢
道
｣
を
道
と

名
付
け
る
こ
と
が
拒
否
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
､
梁
石
目
も
｢
金
時

鐘
論
｣
　
で
､
｢
金
時
鐘
の
詩
は
の
っ
け
か
ら
　
(
道
)
　
の
自
然
性
･
擬

3
師
E

態
を
拒
絶
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
｡
｣
と
指
摘
し
て
い

た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
　
｢
道
｣
　
の
持
つ
　
｢
光
｣
　
の
問
題
を
見
な
け
れ

ば
｢
道
｣
　
に
つ
い
て
は
不
十
分
で
あ
る
｡

｢
道
｣
　
と
同
様
に
　
｢
光
｣
　
は
'
軍
事
的
暴
力
の
保
有
者
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
て
い
る
　
(
｢
千
万
燭
光
の
/
ア
ー
ク
灯
を
か
ざ
し
/
白

昼
夢
は
/
西
か
ら
/
海
を
わ
た
っ
て
/
軍
艦
で
や
っ
て
き
た
｡
｣

三
一
丁
二
)
｡
先
ほ
ど
述
べ
た
｢
道
｣
が
形
成
す
る
境
界
線
は
'
｢
誰

か
｣
と
｢
ぼ
く
ら
｣
　
に
対
応
す
る
よ
う
に
視
覚
/
盲
目
へ
昼
/
夜
と

い
う
二
項
対
立
も
作
品
中
で
形
成
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
抽
象
化
す

れ
ば
光
と
闇
の
対
立
で
あ
る
｡
つ
ま
り
｢
光
｣
は
闇
を
生
む
こ
と
で

光
と
闇
を
分
け
､
そ
れ
が
　
｢
誰
か
｣
と
　
｢
ぼ
く
ら
｣
等
も
分
か
つ
こ

と
か
ら
'
｢
筋
｣
　
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か

ら
｢
光
｣
と
は
｢
筋
｣
-
｢
道
｣
　
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
境
界
線
と

し
て
機
能
す
る
｢
道
｣
は
､
対
立
項
を
刻
印
し
階
層
化
す
る
光
の
暴

力
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
よ
う
な
光
と
闇
の
関
係
は
諸
対
立
の
基
礎
と
言
え
る
が
､
そ

れ
は
静
態
的
に
安
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
｢
漆
黒
の
闇
に
も

ま
し
て
/
漂
白
さ
れ
た
夜
の
/
果
て
は
/
き
わ
め
も
つ
か
ぬ
も
の
な

の
だ
｡
｣
三
三
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
暴
力
的
に
も
た

ら
さ
れ
る
｢
光
｣
は
'
光
/
闇
と
い
う
基
礎
的
対
立
を
無
化
す
る
か

の
よ
う
に
対
立
項
を
自
ら
の
内
に
取
り
込
ん
で
い
く
｡
つ
ま
り
光
の

外
部
と
し
て
の
闇
は
内
部
化
さ
れ
た
外
部
で
も
あ
り
え
､
内
部
と
外

部
の
関
係
に
も
階
層
的
な
秩
序
は
侵
入
し
て
-
る
｡
そ
の
外
部
を
も

包
摂
し
っ
つ
諸
対
立
項
を
階
層
的
秩
序
と
し
て
構
築
す
る
光
は
'

｢
太
陽
｣
三
嘉
と
い
う
超
越
的
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
頂
点
に

至
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
｢
光
｣
　
は
'
諸
対
立
の
境
界
線
と
な
る

｢
道
｣
　
を
補
強
す
る
だ
け
で
な
-
'
固
有
性
を
奪
い
つ
つ
次
々
に
諸

対
立
を
生
成
し
'
｢
太
陽
｣
　
と
い
う
頂
点
を
根
拠
に
整
除
す
る
力
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
か
ら
抜
け
出
る
に
は
'
別
様
の
外
部
や

｢
道
｣
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
､
以
上
の
よ
う
な
　
｢
道
｣

に
対
し
て
'
道
の
価
値
変
更
あ
る
い
は
道
の
概
念
の
拡
大
化
が
先
の
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引
用
で
宣
言
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
｡
す
な
わ
ち
海
へ
　
地
底
､
宇
宙

空
間
と
い
う
場
に
お
け
る
道
の
追
求
で
あ
る
｡
陸
か
ら
海
に
か
か
る

橋
を
介
し
て
他
な
る
陸
へ
､
地
表
か
ら
地
底
を
つ
ら
ぬ
く
坑
道
を
介

し
て
他
な
る
地
表
へ
'
そ
し
て
天
体
か
ら
道
と
し
て
の
ロ
ケ
ッ
ト
を

通
じ
て
他
な
る
天
体
へ
至
ろ
う
と
す
る
途
方
も
な
い
道
の
思
考
が
こ

こ
か
ら
開
始
さ
れ
る
｡
そ
の
よ
う
な
道
が
結
果
的
に
　
｢
ぼ
く
ら
の

道
｣
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
｡
宮
沢
剛
は
『
新
潟
』
　
の
冒
頭
に
表

れ
る
｢
坑
道
｣
が
　
｢
筋
｣
　
の
変
質
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
冒
頭

(
3
)

は
　
｢
変
身
･
飛
躍
の
詩
学
｣
と
し
て
読
め
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
本

稿
に
お
い
て
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
新
た
な
　
(
道
)
　
の
指
標
に
し
た
い
｡

ま
た
便
宜
上
へ
　
制
度
的
な
道
を
　
｢
道
｣
　
と
表
記
し
､
新
た
な
道
を

八
達
)
と
し
て
以
下
表
記
す
る
｡

三
　
｢
み
み
ず
｣
　
へ
の
変
身
と
日
本
語
-
横
断
と
交
換

｢
光
｣
-
　
｢
道
｣
　
が
も
た
ら
す
差
異
の
一
つ
に
人
間
と
　
(
小
)
　
動

物
の
区
別
が
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
｢
ぼ
-
｣
は
最
初
の
変
身
を
遂

げ
B
S

間
を
変
え
る
｡
/
す
っ
か
り
/
毒
気
を
さ
ら
し
た
/
ア
ラ
ジ
ン

の
ラ
ン
プ
で
/
ぼ
-
は
と
う
と
う
/
み
み
ず
に
な
っ
た
｡
/
明

か
り
へ
の
/
お
の
の
き
は
/
太
陽
ま
で
/
い
み
さ
ら
う
/
日
陰

者
に
作
り
か
え
た
の
だ
｡
/
そ
れ
以
来
/
ぼ
く
は
/
道
を
も
た

な
い
｡
/
し
っ
ら
え
て
あ
る
/
通
の
/
一
切
を
/
ぼ
く
は
信
じ

な
い
｡
三
I
a
-
六

400

生
涯
を
か
け
て
/
あ
の
明
る
さ
を
/
ぼ
く
は
忘
れ
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
?
:
¥
(
・
-
)
/
彼
ら
は
/
い
つ
も
/
生
身
の
ま
ま
/
人

｢
光
｣
を
受
け
て
､
｢
ぼ
-
｣
は
盲
目
な
｢
み
み
ず
｣
　
に
変
身
す
る
｡

光
/
闇
に
対
応
す
る
'
人
間
/
動
物
と
い
う
こ
の
次
心
意
的
な
区
別
に

よ
る
変
身
は
､
そ
の
暴
力
性
故
に
｢
ぼ
-
｣
　
の
固
有
性
の
排
除
と

な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
故
こ
の
人
間
と
動
物
は
'
構
造
言
語
学
的
な
消

極
的
差
異
に
よ
る
示
差
的
関
係
に
よ
っ
て
強
-
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
人
間
と
は
､
動
物
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
記
号
的
存
在

｢
人
間
｣
な
の
で
あ
り
'
｢
人
間
｣
は
そ
の
価
値
を
ア
プ
リ
オ
-
に

持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
｢
人
間
｣
は
｢
道
｣
以
前
に

は
存
在
し
な
い
｡
｢
規
制
し
う
る
/
通
路
は
あ
っ
て
も
/
そ
の
規
制

か
ら
は
み
で
る
/
人
間
は
あ
り
え
な
い
｡
｣
　
三
〇
九
｡
し
た
が
っ
て
固

有
性
を
奪
う
｢
光
｣
の
根
源
的
な
暴
力
は
'
非
人
称
的
な
記
号
化
を

施
す
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
か
ら
｢
道
｣
-
｢
光
｣
は
'
示
差
的
体
系

と
し
て
の
言
語
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
も
読
め
る
｡
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し
か
し
｢
動
物
｣
　
の
側
に
あ
る
｢
み
み
ず
｣
　
に
｢
人
間
｣
と
全
-

同
様
の
事
態
が
起
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡
｢
ぼ
-
｣
　
は
､
｢
道
｣

-
　
｢
光
｣
　
に
よ
っ
て
小
動
物
の
側
に
分
類
さ
れ
､
｢
み
み
ず
｣
　
と
し

て
刻
印
さ
れ
る
｡
こ
の
時
の
　
｢
み
み
ず
｣
　
は
う
　
み
み
ず
で
は
な
い
も

の
　
(
｢
人
間
｣
)
　
と
の
関
係
に
お
い
て
　
｢
み
み
ず
｣
　
で
あ
る
の
だ
か
ら
へ

固
有
性
を
剥
奪
さ
れ
た
記
号
的
存
在
と
言
え
る
｡
こ
れ
は
先
ほ
ど
の

｢
人
間
｣
　
と
同
様
の
事
態
で
あ
る
｡
し
か
し
他
方
で
　
｢
み
み
ず
｣
　
へ

の
変
身
は
へ
　
そ
の
盲
目
性
と
先
ほ
ど
の
　
｢
道
｣
　
の
拒
否
と
が
相
ま
っ

て
へ
　
｢
通
｣
　
と
　
｢
光
｣
　
が
引
く
境
界
線
を
無
実
化
し
て
し
ま
う
可
能

性
を
'
し
た
が
っ
て
　
｢
道
｣
　
に
従
わ
な
い
横
断
可
能
性
を
も
得
る
こ

と
に
な
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
　
｢
み
み
ず
｣
は
　
｢
道
を
持
た
な
い
｣
　
の
で

あ
る
｡
そ
の
た
め
　
｢
道
を
持
た
な
い
｣
｢
み
み
ず
｣
は
'
｢
変
態
へ
の

可
能
性
を
秘
め
た
､
つ
ね
に
な
に
も
の
か
に
な
る
手
前
の
未
然
的
な

(
3
)

イ
メ
ー
ジ
｣
と
な
り
へ
　
言
語
の
内
部
に
所
属
す
る
と
同
時
に
へ
　
そ
の

外
部
に
は
み
だ
し
て
し
ま
う
言
語
的
存
在
と
化
す
｡
つ
ま
り
｢
み
み

ず
｣
は
'
日
本
語
で
は
な
い
　
｢
日
本
語
｣
と
し
て
日
本
語
の
境
界
に

位
置
す
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
｢
未
然
的
な
イ
メ
ー
ジ
｣
と
な
り
う
る
の
は
'
横
断
へ
　
す

な
わ
ち
自
己
の
　
｢
復
活
｣
　
三
八
を
か
け
た
　
｢
環
形
運
動
｣
と
組
み

合
わ
さ
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
｡

ア
ー
ク
灯
に
/
お
び
え
/
地
層
の
厚
み
に
/
泣
い
た
/
宿
命
の

緯
度
を
/
ぼ
-
は
/
こ
の
国
で
越
え
る
の
だ
｡
/
自
己
呪
縛
の

/
綱
の
は
し
が
た
れ
て
い
る
/
原
点
を
求
め
て
/
貧
毛
質
の
胴

体
に
血
を
に
じ
ま
せ
/
体
ご
と
/
光
感
細
胞
の
抹
殺
を
か
け
た

/
環
形
運
動
を
/
開
始
し
た
.
三
一
八
-
九

｢
環
形
運
動
｣
と
は
'
さ
し
あ
た
り
､
｢
光
感
細
胞
｣
を
｢
抹
殺
｣
す

る
こ
と
で
'
非
人
称
的
記
号
と
し
て
刻
印
し
て
く
る
｢
光
｣
　
に
よ
る

強
制
的
恒
常
的
な
変
身
か
ら
'
意
思
的
で
自
在
な
そ
れ
へ
の
転
換
の

試
み
を
指
す
｡
｢
み
み
ず
｣
　
の
　
｢
環
形
運
動
｣
　
と
は
そ
の
転
換
行
為

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
'
そ
れ
が
掘
り
進
ん
だ
穴
-
跡
は
自
在
な
変
身

の
痕
跡
と
言
え
る
｡
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
掘
り
出
さ
れ
た
跡
こ
そ
が
､

先
の
　
｢
ぼ
-
ら
の
道
｣
-
八
達
)
　
に
つ
な
が
っ
て
お
り
へ
　
(
道
)
　
と

し
て
の
　
｢
坑
道
｣
　
や
｢
橋
｣
と
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
意
味
で
　
｢
み
み
ず
｣
　
の
　
｢
環
形
運
動
｣
と
は
　
入
道
)
　
の
弱
々
し

い
提
職
と
も
言
え
､
八
達
)
　
の
第
二
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
な
る
も
の
で

あ
る
｡と

こ
ろ
で
｢
み
み
ず
｣
が
E
H
本
語
の
境
界
に
位
置
す
る
と
し
た
こ

こ
ま
で
の
論
述
は
'
金
時
鐘
の
詩
を
マ
イ
ノ
-
テ
ィ
が
マ
ジ
ョ
-

テ
ィ
ー
の
言
語
を
用
い
て
生
み
出
す
｢
マ
イ
ナ
ー
文
学
｣
　
に
位
置
付

"II
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け
'
そ
れ
が
｢
差
異
が
乱
み
合
い
へ
　
ざ
わ
め
き
合
っ
て
い
る
よ
う
な

言
語
の
原
初
的
エ
レ
メ
ン
ト
｣
を
切
り
開
く
と
い
う
守
中
高
明
の
指

(
2
5
)楠

と
も
響
き
合
っ
て
い
る
｡
し
か
し
｢
み
み
ず
｣
が
置
か
れ
て
い
る

状
況
を
考
察
し
な
け
れ
ば
'
そ
の
よ
う
な
規
定
は
'
言
語
の
戯
れ
を

楽
観
的
に
指
摘
す
る
に
留
ま
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
異
常
な
｢
日
本
語
｣

は
日
本
語
と
ど
の
よ
う
な
乱
蝶
を
き
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

お
そ
ら
く
/
故
人
は
/
子
息
に
/
こ
れ
だ
け
を
/
残
し
た
で
あ

ろ
う
よ
う
な
/
ロ
ク
ロ
に
/
ゆ
わ
え
ら
れ
て
/
小
指
ほ
ど
の
/

真
鎗
棒
が
/
-
ね
る
｡
/
信
管
の
/
ネ
ジ
を
切
り
な
が
ら
/
そ

の
異
様
な
/
細
さ
に
/
す
っ
か
り
へ
た
っ
た
/
つ
ん
つ
る
ん
の

/
指
先
が
/
指
で
あ
る
こ
と
を
/
忘
れ
て
し
ま
う
｡
/
感
触
の

な
い
/
思
考
は
/
そ
こ
ひ
の
/
角
膜
に
似
て
/
昼
夜
の
/
明
暗

を
さ
ぐ
る
程
度
の
/
映
像
を
/
う
か
が
う
の
で
あ
る
｡
/
こ
れ

が
/
親
子
爆
弾
の
/
子
爆
弾
/
の
/
信
管
の
/
ネ
ジ
/
で
/
あ

/
る
｡
三
元
-
≡

こ
の
部
分
の
作
品
の
中
で
の
状
況
設
定
と
し
て
は
'
｢
小
松
製
作

所
｣
三
二
二
か
ら
の
孫
請
け
の
仕
事
を
す
る
在
日
朝
鮮
人
の
家
庭
が

あ
り
へ
親
の
代
か
ら
始
ま
る
そ
の
仕
事
は
ネ
ジ
の
製
作
で
あ
る
｡
そ

の
ネ
ジ
は
朝
鮮
戦
争
で
使
用
さ
れ
る
爆
弾
の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
う

も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
ネ
ジ
が
爆
弾
に
変
わ
る
と
い
う
想
像
力
は
'

生
活
に
追
わ
れ
る
こ
と
で
薄
ら
ぎ
'
働
か
な
く
な
っ
て
い
る
｡
こ
の

箇
所
は
現
実
の
在
日
朝
鮮
人
の
置
か
れ
た
状
況
を
活
写
し
た
も
の
と

(eo~i

し
て
だ
け
読
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
'
そ
れ
以
上
の
内
容
を
含
ん
で

い
る
｡｢

ネ
ジ
｣
と
な
る
｢
小
指
｣
　
の
よ
う
な
｢
真
鎗
棒
｣
と
'
｢
指
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
｣
　
は
ど
　
｢
へ
た
っ
た
｣
　
｢
つ
ん
つ
る
ん
の

指
先
｣
と
が
こ
こ
で
は
換
職
的
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
｡
ま
た
指

と
美
鈴
棒
と
を
区
別
し
得
え
な
く
な
っ
た
｢
感
触
の
な
い
思
考
｣
は
'

｢
角
膜
｣
の
よ
う
に
表
層
に
浮
き
上
が
り
'
思
考
が
角
膜
の
よ
う
に
'

角
膜
が
思
考
の
よ
う
に
な
り
､
指
の
よ
う
な
ネ
ジ
へ
　
ネ
ジ
の
よ
う
な

指
の
戯
れ
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
｡
結
果
こ
れ
ら
一
連
の
表
現
に

お
い
て
'
｢
真
鎗
棒
｣
1
｢
つ
ん
つ
る
ん
の
指
先
｣
-
｢
角
膜
｣
-

｢
思
考
｣
　
が
表
層
に
お
い
て
絡
み
合
い
'
無
秩
序
に
戯
れ
て
い
る
と

言
え
る
｡
そ
の
よ
う
な
中
で
｢
ネ
ジ
｣
は
身
体
的
で
あ
る
と
同
時
に

精
神
的
な
も
の
と
し
て
切
り
出
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
上
に
｢
こ
れ
が

/
親
子
爆
弾
の
/
子
爆
弾
/
の
/
桔
管
の
/
ネ
ジ
/
で
/
あ
/
る
｡
｣

と
い
う
詩
句
に
よ
っ
て
へ
子
爆
弾
の
最
小
単
位
で
あ
ろ
う
｢
ネ
ジ
｣

が
日
本
語
の
音
素
｢
で
/
あ
/
る
｣
と
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
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重
ね
合
わ
さ
れ
'
そ
の
結
果
｢
ネ
ジ
｣
は
言
語
と
も
隠
喰
的
に
関
係

を
結
ん
で
い
る
｡
こ
こ
か
ら
身
体
的
精
神
的
な
　
｢
ネ
ジ
｣
　
は
'
削
り

形
を
整
え
ら
れ
う
る
可
塑
的
な
言
語
で
も
あ
る
と
解
釈
で
き
る
｡
つ

ま
り
｢
ネ
ジ
｣
　
は
'
生
活
を
支
え
る
貨
幣
と
交
換
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
言
語
と
し
て
も
交
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
こ
の
交
換
は
'

交
換
不
可
能
性
を
経
験
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
立
し
な
い
｡
な
ぜ
な

ら
　
｢
ネ
ジ
｣
　
は
　
｢
規
格
外
れ
｣
　
で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢
ネ

ジ
｣
製
作
の
　
｢
百
の
単
位
を
/
往
復
し
た
こ
ろ
/
万
の
位
を
か
け
て

/
規
格
外
れ
が
/
戻
っ
て
き
た
｡
｣
　
三
二
八
｡
以
上
論
じ
て
き
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
　
｢
規
格
外
れ
｣
　
の
　
｢
ネ
ジ
｣
　
は
'
日
本
語
の
　
｢
規
格
外

れ
｣
と
し
て
の
　
｢
日
本
語
｣
　
の
隠
喉
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
し

た
が
っ
て
　
｢
ネ
ジ
｣
　
は
｢
日
本
語
｣
と
日
本
語
の
間
で
交
換
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡

新
た
に
作
ら
れ
る
｢
日
本
語
｣
が
　
｢
規
格
外
れ
｣
と
な
る
の
は
う

明
ら
か
に
そ
れ
が
計
算
不
可
能
で
正
常
な
日
本
語
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
｡
こ
こ
に
正
常
/
異
常
と
い
う
基
準
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と

は
見
え
や
す
い
こ
と
だ
が
､
重
要
な
こ
と
は
'
基
準
の
制
定
と
判
定

を
す
る
側
に
｢
ぼ
く
｣
が
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は

｢
道
｣
　
の
形
成
と
同
様
の
事
態
と
言
え
､
日
本
語
に
お
け
る
正
常
/

異
常
と
い
う
基
準
は
次
心
意
的
で
あ
る
だ
け
で
な
-
'
優
位
/
劣
位
と

(S)

い
っ
た
植
民
地
的
な
位
階
関
係
も
入
り
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
｡
こ

の
こ
と
は
間
接
的
に
次
の
詩
句
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
｡
｢
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
の
鞭
に
/
立
ち
す
く
む
/
ゴ
ム
採
取
人
｡
｣
三
二
九
｡

と
こ
ろ
で
日
本
語
に
属
し
き
ら
な
い
　
｢
日
本
語
｣
と
し
て
の
　
｢
ネ

ジ
｣
　
は
へ
　
そ
の
点
で
　
｢
み
み
ず
｣
と
連
関
す
る
の
だ
が
へ
　
こ
の
　
｢
ネ

ジ
｣
=
｢
み
み
ず
｣
が
形
成
す
る
交
換
可
能
性
に
は
'
あ
る
ア
ポ
-

ア
が
存
在
す
る
｡
l
方
で
｢
ぼ
く
｣
が
正
し
い
日
本
語
と
正
常
な
交

換
を
す
る
こ
と
は
'
｢
み
み
ず
｣
　
と
い
う
内
部
的
で
も
あ
り
外
部
的

で
も
あ
る
｢
日
本
語
｣
を
､
正
常
な
制
度
内
で
流
通
す
る
非
人
称
的

な
普
通
名
詞
へ
と
変
質
さ
せ
そ
の
外
部
性
を
抑
圧
す
る
よ
う
に
働
い

て
し
ま
う
｡
他
方
で
　
｢
ぼ
く
｣
　
の
　
｢
日
本
語
｣
が
他
者
に
異
常
と
認

識
さ
れ
る
こ
と
は
'
正
常
な
日
本
語
と
い
う
観
念
を
補
強
す
る
よ
う

に
機
能
す
る
｡
つ
ま
り
交
換
と
い
う
制
度
は
日
本
語
の
同
一
性
と
そ

の
正
常
性
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
｡
｢
み
み
ず
｣
　
が
交
換
可
能
な

日
本
語
と
し
て
日
本
語
に
な
れ
あ
う
こ
と
は
､
｢
蛭
｣
　
に
変
身
し
て

し
ま
う
危
険
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
｡

待
て
｡
/
こ
れ
は
ど
う
見
て
も
/
沼
だ
｡
/
ぼ
く
の
/
み
み
ず

か
ら
の
/
脱
皮
は
/
蛭
へ
の
/
変
身
か
も
知
れ
ん
の
だ
-
/
ぬ

か
る
む
/
湿
気
の
な
か
で
/
這
い
ず
り
ま
わ
る
/
も
の
が
い
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る
!
/
出
る
｡
出
る
｡
/
壁
と
い
わ
ず
/
天
井
と
い
わ
ず
/
黒

光
る
/
蛭
が
/
い
る
!
/
近
眼
鏡
の
/
お
ぼ
つ
か
な
い
/
視
力

に
/
全
身
/
蛭
と
化
し
て
/
た
か
ら
れ
て
い
る
/
俺
/
が
/
い

る
!
三
三
〇
-
I

｢
蛭
｣
　
と
は
､
な
れ
あ
う
こ
と
で
日
本
語
と
い
う
　
｢
沼
｣
　
に
沈
み
込

ん
だ
｢
み
み
ず
｣
　
の
'
固
有
性
を
剥
奪
･
回
収
し
非
人
称
化
す
る
動

物
で
あ
る
｡
そ
の
点
に
お
い
て
｢
蛭
｣
は
す
で
に
述
べ
た
｢
光
｣
と

し
て
の
　
｢
昼
｣
　
で
も
あ
り
へ
　
｢
蛭
｣
と
　
｢
昼
｣
　
は
音
の
み
な
ら
ず
機

能
的
に
も
連
携
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
｢
蛭
｣
と
は
'
固
有
名
詞
か

ら
普
通
名
詞
へ
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
｢
日
本
語
｣
を
抑
圧
し
､
日
本

語
を
強
固
に
す
る
交
換
シ
ス
テ
ム
の
形
象
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ

の
移
行
が
機
能
す
る
か
ら
こ
そ
｢
ネ
ジ
｣
や
｢
指
｣
や
｢
思
考
｣
が

感
触
の
な
い
ま
ま
に
表
層
的
に
戯
れ
だ
し
　
(
な
ぜ
な
ら
非
人
称
化
す

る
か
ら
)
へ
　
｢
ぼ
く
｣
を
｢
沼
｣
　
に
引
き
ず
り
込
む
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
｡
こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
限
り
へ
　
｢
み
み
ず
｣
　
は
常
に
　
｢
蛭
｣

へ
変
身
す
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
｡
以
上
が
｢
み
み
ず
｣
　
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
先
の
守
中
の
言
説
は
こ
の

ア
ポ
-
ア
を
問
う
て
こ
そ
内
実
を
伴
う
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
｡
こ
の

ア
ポ
-
ア
を
論
じ
る
前
に
へ
　
｢
蛸
｣
　
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
｡

四
　
｢
桶
｣
　
と
日
本
語
-
停
滞
と
　
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
　
の

発
現

｢
蛸
｣
と
い
う
語
が
詩
集
の
中
に
現
れ
る
の
は
第
一
郡
四
章
で
あ

る
｡
四
章
の
前
半
部
で
は
｢
桶
｣
を
中
心
に
し
て
そ
の
周
り
に

｢
霜
｣
へ
　
｢
繭
｣
､
｢
蝶
｣
へ
　
｢
峨
｣
　
と
い
っ
た
語
が
配
置
さ
れ
て
い
る
0

そ
れ
ら
は
ま
た
冬
へ
春
､
夏
の
季
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
二

重
化
さ
れ
て
い
る
｡
金
時
鐘
の
詩
作
を
｢
時
間
の
脱
植
民
地
化
｣
と

い
う
観
点
か
ら
読
め
る
と
し
た
鵜
飼
哲
は
へ
　
そ
の
手
法
の
一
つ
に
季

語
へ
の
抵
抗
を
挙
げ
て
い
る
が
'
｢
嫡
｣
　
に
お
い
て
も
そ
れ
が
複
雑

な
形
で
現
れ
て
い
る
｡
ま
ず
冒
頭
の
部
分
を
引
用
す
る
｡

404

霜
は
/
光
を
-
る
ん
で
/
冬
ご
も
る
/
思
考
を
/
丸
く
す
る
｡

/
う
っ
す
ら
/
西
陽
さ
す
/
か
い
こ
棚
に
/
し
た
た
る
/
桑
の

み
ど
り
を
/
夢
見
つ
づ
け
た
/
住
人
が
/
繭
と
な
っ
た
｡
/
銀

糸
を
/
た
ば
ね
/
北
上
す
る
/
シ
ル
ク
･
ロ
ー
ド
を
/
枯
渇
し

た
/
繭
の
/
羊
水
の
中
で
/
敷
い
て
い
た
｡
/
桶
へ
の
/
停
滞

だ
け
が
/
彼
我
の
価
値
を
/
一
に
し
う
る
｡
三
四
八
-
九

｢
霜
｣
に
よ
る
｢
思
考
｣
の
球
体
化
と
､
｢
住
人
｣
の
丸
み
を
帯
び
た
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｢
繭
｣
　
へ
の
変
身
は
'
球
体
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
連
続
性
が
感
じ

ら
れ
る
｡
し
か
し
こ
の
柔
ら
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
､
こ
の
変

身
に
お
い
て
あ
る
断
絶
と
隔
絶
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
｡
｢
霜
｣
　
は
冬

の
季
語
で
あ
り
　
｢
繭
｣
　
は
夏
の
季
語
で
あ
る
が
､
｢
霜
｣
　
に
よ
っ
て

｢
繭
｣
　
へ
変
身
す
る
こ
と
は
'
季
節
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
冬
か
ら
春

を
飛
び
越
え
て
夏
へ
昇
華
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
だ
か
ら
｢
住
人
｣
　
は

春
の
季
語
で
も
あ
る
　
｢
桑
｣
を
｢
夢
見
｣
　
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま

り
　
｢
繭
｣
　
に
と
っ
て
春
は
い
つ
で
も
遠
い
も
の
な
め
で
あ
る
　
(
｢
春

は
遠
い
｡
｣
　
三
五
一
)
｡
ま
た
　
｢
霜
｣
　
と
い
う
膜
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
る

こ
と
で
外
部
と
隔
絶
さ
れ
て
い
る
　
｢
繭
｣
　
に
と
っ
て
　
｢
い
つ
も
/
香

は
/
外
で
だ
け
/
は
じ
け
て
｣
　
三
五
三
お
り
へ
　
夏
は
　
｢
繭
｣
内
で
の

(S)

み
あ
り
う
る
季
節
と
な
っ
て
い
る
｡

詩
句
に
お
い
て
　
｢
繭
｣
か
ら
､
次
に
､
そ
の
中
に
い
る
｢
嫡
｣

(
｢
桶
｣
も
夏
の
季
語
で
あ
る
)
　
へ
視
点
が
移
動
す
る
｡
で
は
以
上
の

状
況
の
中
で
　
｢
桶
へ
の
/
停
滞
だ
け
が
/
彼
我
の
価
値
を
/
l
に
し

う
る
｣
　
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
桶
｣
　
も
　
｢
繭
｣
　
の
中

に
い
る
が
故
に
　
｢
春
｣
か
ら
常
に
遠
-
あ
る
｡
そ
の
た
め
　
｢
嫡
｣
　
は
'

｢
繭
｣
　
の
状
態
を
経
由
し
な
い
だ
け
で
な
く
春
の
季
語
で
も
あ
る

｢
蝶
｣
　
に
は
な
れ
な
い
｡
こ
の
季
節
の
断
絶
に
よ
っ
て
　
｢
嫡
｣
　
は
､

｢
蝶
｣
　
で
は
な
く
へ
　
似
て
は
い
る
が
異
な
り
へ
　
夏
の
季
語
で
も
あ
る

｢
蛾
｣
　
と
し
て
酵
化
し
て
し
ま
う
歪
さ
を
こ
の
保
持
し
て
い
る
｡
そ

の
部
分
を
詳
し
く
引
用
す
る
と
へ

保
証
さ
れ
た
/
熱
量
の
な
か
で
/
ぼ
-
自
身
が
/
建
っ
た
と
し

よ
う
｡
/
い
ま
わ
し
い
/
麹
の
/
代
償
に
/
万
も
の
分
身
を
/

産
み
つ
け
/
百
花
練
乱
の
/
歓
喜
へ
/
ま
ざ
り
こ
む
｡
/

(
-
)
/
蜜
を
/
た
く
わ
え
る
で
な
く
/
た
だ
/
蝶
で
あ
り
う

る
/
証
の
た
め
に
の
み
/
舞
い
狂
う
/
蛾
の
/
映
像
｡
三
五
千

三

｢
保
証
さ
れ
た
/
熱
量
の
な
か
で
/
ぼ
く
自
身
が
/
建
っ
た
と
し
よ

う
｣
と
は
'
冬
か
ら
夏
に
一
息
に
移
行
す
る
の
で
は
な
く
'
春
と
い

う
時
間
が
保
証
さ
れ
へ
　
そ
の
与
え
ら
れ
た
時
間
内
で
正
常
に
醇
化
す

る
こ
と
の
仮
定
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
誰
に
'
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ

る
の
か
､
春
が
保
証
さ
れ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
は
問
わ
れ
る
べ

き
こ
と
だ
が
'
こ
こ
で
は
｢
桶
へ
の
停
滞
｣
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て

｢
蝶
｣
　
と
　
｢
蛾
｣
　
の
関
係
に
も
う
少
し
注
目
し
て
お
き
た
い
｡
春
の

季
語
｢
蝶
｣
と
夏
の
季
語
｢
蛾
｣
　
の
関
係
は
'
春
と
夏
の
関
係
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
仮
定
さ
れ
た
醇
化
が
｢
蝶
｣
　
で

は
な
-
'
｢
舞
い
狂
う
蛾
の
映
像
｣
　
と
し
て
　
｢
桶
｣
　
の
中
で
現
出
し
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て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
そ
の
関
係
は
確
立
し
た
項
の
関
係
と
い

う
よ
り
も
'
重
な
り
な
が
ら
も
完
全
に
重
な
り
合
う
こ
と
が
な
い
類

似
的
関
係
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
類
似
に
お
い
て
｢
蝶
｣
　
で
は
な
く

｢
蛾
｣
　
に
､
春
で
は
な
-
夏
に
変
質
し
て
し
ま
う
の
だ
と
す
れ
ば
へ

変
質
以
前
の
　
｢
嫡
｣
　
の
状
態
で
　
｢
停
滞
｣
　
す
る
と
は
'
｢
蝶
｣
　
と

｢
蛾
｣
　
を
'
春
と
夏
を
こ
の
空
間
内
で
混
潰
さ
せ
つ
つ
へ
　
未
分
化
の

ま
ま
一
に
保
ち
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
正
常
な
時
間
の
円

環
的
な
流
れ
　
(
冬
-
春
-
夏
-
-
)
　
に
対
し
､
｢
停
滞
｣
　
す
る
こ
と

で
時
間
の
異
常
化
を
引
き
起
こ
し
　
｢
彼
我
の
価
値
｣
を
一
つ
に
す
る

の
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
　
｢
停
滞
｣
　
と
は
単
な
る
滞
り
で
は
な
-
'
｢
停
滞
｣

す
る
意
志
で
あ
る
｡
以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
､
本
章
の
最
初
で
引

用
し
た
｢
銀
糸
を
/
た
ば
ね
/
北
上
す
る
/
シ
ル
ク
･
ロ
ー
ド

-
｣
と
は
､
こ
の
　
｢
停
滞
｣
　
に
よ
る
新
た
な
時
間
形
成
の
　
八
達
)

を
暗
示
し
て
い
る
｡

そ
の
よ
う
な
｢
停
滞
｣
状
態
に
あ
る
｢
嫡
｣
-
｢
ぼ
く
｣
は
｢
原

形
｣
へ
｢
塑
像
｣
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡

な
い
で
あ
ろ
う
/
自
己
に
つ
い
て
/
そ
の
塑
像
の
/
歪
つ
さ
に

/
お
び
え
る
O
三
五
三
!
四
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に
ぷ
い
/
乳
色
の
/
残
光
に
く
る
ま
れ
て
/
ぼ
く
は
考
え
る
｡

/
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
/
立
像
の
よ
う
に
/
永
劫
/
原
形
で
し
か

｢
塑
像
｣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ば
'
｢
嫡
｣
　
の
未
分
性
は
多
義

の
包
摂
と
い
う
よ
り
へ
　
存
在
の
在
り
よ
う
の
決
定
不
可
能
な
状
態
を

示
し
て
い
よ
う
｡
引
用
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
描
か
れ

て
い
る
が
'
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
､
決
定
不

可
能
性
と
は
い
か
よ
う
に
も
変
身
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'

そ
の
よ
う
な
状
態
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
は
'
消
極
的
差
異
に

よ
っ
て
織
り
上
げ
ら
れ
る
言
語
体
系
を
揺
る
が
し
続
け
る
こ
と
だ
と

言
え
る
｡
つ
ま
り
｢
嫡
｣
は
そ
の
自
在
さ
に
お
い
て
'
季
語
だ
け
で

な
く
差
異
の
体
系
全
体
を
自
己
の
う
ち
に
集
中
さ
せ
て
い
き
ち
異
化

を
施
し
そ
の
発
現
を
待
機
す
る
昆
虫
と
言
え
よ
う
｡

こ
の
　
｢
嫡
｣
は
正
常
な
時
間
の
観
念
や
正
常
な
日
本
語
に
も
回
収

不
可
能
な
昆
虫
と
し
て
､
言
語
体
系
か
ら
は
み
だ
す
こ
と
で
言
語
の

縁
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
｢
み
み
ず
｣
と
強
い
連
関
性
を
持
っ
て

い
る
｡
故
に
前
述
し
た
ア
ポ
リ
ア
は
｢
桶
｣
　
の
ア
ポ
-
ア
で
も
あ
る
｡

し
か
し
　
｢
み
み
ず
｣
　
に
お
い
て
は
運
動
へ
　
｢
嫡
｣
　
に
お
い
て
は
　
｢
停

滞
｣
と
い
う
違
い
は
留
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
｡

と
こ
ろ
で
第
一
部
四
章
で
｢
嫡
｣
と
｢
女
｣
　
の
関
係
は
見
逃
す
こ
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と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
本
稿
で
は
変
身
や
道
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
た
め
へ
　
｢
女
｣
　
と
い
う
形
象
に
つ
い
て
は
簡
潔
に
触

れ
る
だ
け
に
留
め
た
い
｡
第
一
部
四
章
で
は
二
人
の
女
性
が
現
わ
れ

る
　
(
｢
女
｣
　
と
　
｢
妻
｣
)
｡
こ
こ
で
は
　
｢
女
｣
　
あ
る
い
は
　
｢
夫
人
｣
　
に

注
視
し
た
い
｡
｢
女
｣
　
は
池
で
飼
っ
て
い
る
　
｢
緋
鯉
｣
　
の
餌
と
す
る

た
め
に
｢
嫡
｣
を
す
り
つ
ぶ
す
者
と
し
て
登
場
す
る
｡

か
ら
揚
げ
に
し
た
/
桶
の
/
大
群
を
/
小
脇
に
し
て
/
夫
人
は

/
艶
然
と
/
笑
っ
た
｡
/
春
は
遠
い
の
よ
｡
/
す
け
る
よ
う
な

/
指
先
に
/
か
ら
ま
れ
て
/
桶
の
つ
ぶ
が
/
他
愛
も
な
く
/
午

後
の
/
陽
だ
ま
り
に
/
す
り
つ
ぶ
さ
れ
る
｡
三
五
〇
⊥

｢
緋
鯉
｣
　
の
餌
と
な
る
　
｢
か
ら
揚
げ
｣
　
と
は
'
こ
こ
ま
で
論
じ
た
こ

と
か
ら
す
れ
ば
'
｢
嫡
｣
　
の
未
分
化
な
　
｢
原
形
｣
　
が
も
つ
自
在
さ
が

破
壊
さ
れ
'
食
わ
れ
る
こ
と
で
正
常
な
交
換
に
強
制
的
に
組
み
込
こ

ま
れ
る
こ
と
を
指
す
｡

そ
の
よ
う
な
　
｢
桶
｣
　
(
た
ち
)
　
を
す
り
つ
ぶ
す
　
｢
夫
人
｣
　
と
は
､

決
定
不
可
能
性
を
排
除
し
､
非
人
称
化
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
む
存

在
と
言
え
る
｡
｢
夫
人
｣
　
が
　
｢
女
｣
　
と
い
う
非
人
称
的
な
総
称
で
言

い
換
え
ら
れ
る
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
補
強
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
へ

第
l
部
四
章
の
中
で
発
話
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
｢
春
は
違

い
の
よ
｣
三
五
〇
､
｢
あ
な
た
が
解
る
に
は
/
ま
だ
問
が
あ
る
わ
｡
｣

三
五
三
へ
　
｢
ま
だ
殻
を
か
ぶ
っ
て
る
の
?
!
｣
三
五
五
を
見
る
な
ら
ば
､

発
話
は
｢
桶
｣
　
の
外
で
｢
女
｣
　
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
｡

｢
ぼ
く
｣
も
､
｢
桶
｣
か
ら
｢
女
｣
に
貯
え
し
て
も
ら
う
時
に
発
話
を

行
っ
て
い
る
｡
そ
こ
か
ら
｢
女
｣
は
パ
ロ
ー
ル
の
所
有
者
､
言
語
運

用
を
つ
か
さ
ど
る
象
徴
と
し
て
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
以
上
の
こ

と
か
ら
｢
女
｣
と
は
､
先
ほ
ど
の
　
｢
ネ
ジ
｣
と
並
ぶ
も
う
1
　
つ
の
日

本
語
の
比
喉
と
見
な
し
う
る
｡

以
上
の
　
｢
輯
｣
と
　
｢
女
｣
　
の
分
析
を
踏
ま
え
へ
　
先
に
示
し
た
ア
ポ

-
ア
の
克
服
を
　
｢
桶
｣
　
の
側
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
｡
｢
桶
｣
　
は
ど

の
よ
う
に
｢
女
｣
　
に
抵
抗
す
る
こ
と
で
ア
ポ
-
ア
を
乗
り
越
え
よ
う

と
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
逆
説
的
な
こ
と
で
あ
る
が
'
抵
抗
は
｢
嫡
｣

が
｢
女
｣
と
の
主
従
関
係
を
耐
え
抜
-
こ
と
で
な
さ
れ
る
｡
つ
ま
り

｢
女
｣
　
に
醇
化
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
｡

ぼ
く
を
酵
せ
る
の
は
/
あ
な
た
だ
け
で
す
!
/
(
-
)
/
正
体

を
/
さ
ら
し
て
/
白
日
に
/
お
ど
り
出
た
の
だ
!
/
ま
あ
!
同

類
だ
わ
ー
/
未
分
化
の
/
軟
体
物
を
/
放
り
あ
げ
/
虚
空
に
屈

折
す
る
/
原
色
の
/
廻
｡
三
五
六
-
七

407
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こ
の
こ
と
が
抵
抗
と
な
る
の
は
､
｢
嫡
｣
　
が
末
分
性
へ
　
決
定
不
可
能

性
が
保
持
し
た
ま
ま
　
(
｢
未
分
化
の
軟
体
物
｣
へ
　
｢
原
色
の
廻
｣
)
醇
化

す
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
女
｣
-
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
る
が
ま

ま
に
あ
り
つ
つ
も
翻
訳
不
可
能
に
留
ま
る
こ
と
で
あ
る
｡
言
い
換
え

れ
ば
｢
日
本
語
｣
　
の
ま
ま
日
本
語
の
差
異
の
シ
ス
テ
ム
に
自
ら
を
組

み
込
み
'
一
義
的
な
意
味
の
確
定
や
純
粋
な
パ
ロ
ー
ル
を
妨
げ
る
こ

と
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
不
純
さ
は
､
｢
す
べ
て
の
飼
わ
れ
る
も
の
｣

(
例
え
ば
　
｢
緋
鯉
｣
)
　
に
そ
の
決
定
不
可
能
性
の
影
響
を
波
及
さ
せ
へ

消
極
的
差
異
に
よ
る
送
り
返
し
の
構
造
を
揺
る
が
す
こ
と
で
'
言
語

体
系
を
丸
ご
と
転
倒
さ
せ
る
可
能
性
と
も
な
り
う
る
｡
だ
か
ら
こ
そ

｢
ぼ
く
｣
　
は
同
じ
-
飼
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
　
｢
緋
鯉
｣
　
に
食
わ
れ
る

｢
命
運
｣
　
を
拒
否
し
な
い
｡
む
し
ろ
そ
の
　
｢
命
運
｣
　
を
逆
手
に
取
る

こ
と
で
｢
ぼ
-
｣
は
自
ら
の
再
生
を
賭
け
る
｡

き
/
は
じ
め
て
/
主
人
で
あ
り
う
る
/
ぼ
く
の
日
が
/
約
束
さ

れ
る
｡
/
(
-
-
)
　
/
緋
鯉
よ
/
お
前
に
喰
わ
れ
る
な
ど
/
育

徳
で
は
な
い
し
二
五
四
-
七
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桶
の
命
運
を
/
拒
否
す
る
こ
と
が
/
少
な
Y
と
も
/
緋
鯉
を
憎

み
き
る
こ
と
と
/
同
義
語
で
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
｡
/
す
べ
て

の
/
飼
わ
れ
る
も
の
と
の
/
連
帯
に
徹
す
る
/
背
徳
こ
そ
/
壁

ま
し
い
の
だ
｡
/
そ
う
!
/
あ
の
女
自
身
を
/
飼
い
き
ろ
う
!

/
忍
従
の
/
極
地
が
お
り
な
す
/
主
従
関
係
の
/
倒
錯
を
/
よ

も
や
/
知
る
ま
い
｡
/
完
全
に
/
女
が
/
ぼ
-
を
支
配
す
る
と

だ
か
ら
梁
石
目
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
正
し
か
っ
た
と
言
え

る
｡
｢
(
.
.
.
)
　
『
新
潟
』
　
は
'
自
己
解
体
と
自
己
再
生
を
賭
し
て
日
本

語
の
喉
の
世
界
を
奪
い
'
解
体
し
'
言
葉
の
武
器
と
し
て
つ
き
つ
け

(
8
)

再
生
さ
れ
る
｡
｣
｡
し
か
し
そ
れ
は
｢
み
み
ず
｣
と
同
様
に
'
常
に
危

険
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
へ
　
｢
嫡
｣
　
が
歪
な
　
｢
塑
像
｣

か
ら
脱
L
へ
　
そ
れ
が
｢
蝶
｣
　
の
よ
う
な
｢
蛾
｣
　
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､

消
極
的
差
異
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
こ
ま
れ
る
こ
と
は
､
決
定
不
可
能

性
を
喪
失
す
る
危
機
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
自
己
を
｢
抹
殺
｣
す

る
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
で
あ
る
　
(
｢
う
ご
め
く
闇
の
/
自
己
が
/
自

己
で
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
/
自
己
が
/
喰
い
破
る
/
現
実
で
す
ら

/
与
え
ら
れ
た
/
自
己
抹
殺
へ
の
/
糧
食
で
し
か
(
8
)
｣
三
四
九

-
五
〇
)
｡
し
か
し
そ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
し
て
で
も
変
身
に
賭
け
ら

れ
て
い
た
も
の
は
へ
　
こ
の
日
本
語
そ
の
も
の
の
全
面
的
な
転
倒
の
試

み
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
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五
　
結
び
に
か
え
て
-
変
身
と
　
入
道
)

最
後
に
'
｢
停
滞
｣
　
と
し
て
の
　
｢
桶
｣
　
が
運
動
と
し
て
の
　
｢
み
み

ず
｣
と
ど
の
よ
う
に
結
び
合
っ
て
い
る
の
か
を
､
第
三
部
四
章
を
ふ

ま
え
な
が
ら
論
じ
て
い
き
た
い
｡
そ
れ
は
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
と

｢
環
形
運
動
｣
及
び
へ
通
)
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
で
も
あ
る
｡

｢
み
み
ず
｣
が
体
現
し
て
い
た
日
本
語
な
ら
ざ
る
｢
日
本
語
｣
は
'

第
三
部
四
章
に
お
い
て
｢
こ
と
ば
の
ま
え
の
/
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
｣

四
六
七
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
へ
　
具
体
的
に
は
　
｢
羽
音
｣
　
窯
七
や

｢
電
波
｣
　
四
六
八
と
し
て
詩
句
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
言
語

の
他
者
の
　
｢
声
｣
　
は
､
｢
羽
音
｣
　
や
　
｢
電
波
｣
　
と
い
う
ほ
と
ん
ど
翻

訳
不
可
能
な
　
｢
こ
と
ば
｣
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な

｢
声
｣
は
､
｢
電
波
｣
を
発
す
る
｢
ア
ン
テ
ナ
｣
四
六
八
を
｢
声
｣
　
の

｢
墓
標
｣
四
六
八
へ
と
変
質
さ
せ
､
自
ら
を
可
視
化
さ
せ
て
い
る
｡
そ

の
た
め
　
｢
墓
標
｣
は
　
｢
声
｣
　
の
死
と
い
う
よ
り
も
､
聴
き
取
ら
れ
解

読
さ
れ
る
べ
き
｢
声
｣
　
の
形
象
へ
　
つ
ま
り
エ
ク
-
チ
ュ
ー
ル
と
し
て

在
る
と
言
え
る
｡
ま
た
　
｢
羽
音
｣
は
､
そ
の
　
｢
ア
ン
テ
ナ
｣
　
に
張
り

付
-
｢
唖
蝉
｣
四
六
九
と
し
て
可
視
化
さ
れ
て
い
る
｡
｢
唖
蝉
｣
は
､

墓
標
に
し
る
さ
れ
た
｢
声
｣
を
聴
き
取
り
へ
　
そ
れ
を
発
話
す
る
か
の

よ
う
に
　
｢
墓
標
｣
と
結
び
つ
く
｡
し
か
し
　
｢
唖
蝉
｣
も
声
を
も
た
な

い
昆
虫
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
発
話
不
可
能
な
｢
唖
蝉
｣
も
｢
声
｣
を

宿
し
た
エ
ク
-
チ
ュ
ー
ル
と
言
え
る
｡
つ
ま
り
｢
ア
ン
テ
ナ
｣
　
に
し

ろ
｢
唖
蝉
｣
　
に
し
ろ
へ
　
そ
れ
ら
は
声
を
持
た
ず
､
ま
た
単
な
る
轡
屈

し
た
内
面
の
声
で
も
な
-
(
な
ぜ
な
ら
内
面
の
声
も
声
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
)
､
自
ら
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
の
み
外
部

的
な
｢
声
｣
を
暗
示
す
る
形
象
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
｢
声
｣

は
宮
沢
剛
が
指
摘
す
る
よ
う
に
｢
金
時
鐘
に
と
っ
て
も
通
常
表
現
不

(S)

可
能
な
領
域
｣
　
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
一
連
の
変
身
の
諸
形
象
は
｢
隊
伍
｣
E
]
七
〇
と

し
て
作
品
中
で
示
さ
れ
て
い
る
｡
注
意
し
た
い
こ
と
は
へ
　
こ
の
声
を

持
た
な
い
者
た
ち
の
　
｢
隊
伍
｣
　
が
'
｢
声
｣
　
の
な
い
世
界
と
し
て
の

｢
街
｣
四
七
〇
の
路
上
､
即
ち
｢
道
｣
の
上
で
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
｡
｢
隊
伍
｣
　
が
　
｢
街
｣
　
に
お
い
て
　
｢
敵
意
に
さ
ら
さ
れ
た
/
標

的
｣
四
七
〇
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
へ
こ
の
｢
道
｣
は

｢
声
｣
と
声
の
境
界
線
と
な
る
だ
け
で
な
く
､
｢
声
｣
　
の
可
視
化
の
禁

止
､
｢
隊
伍
｣
　
の
排
除
と
し
て
機
能
す
る
｡
裏
返
せ
ば
､
排
除
さ
れ

な
い
　
｢
隊
伍
｣
　
と
は
'
｢
道
｣
　
の
適
正
検
査
を
パ
ス
し
た
声
で
あ
ろ

う
｡
そ
し
て
適
正
性
を
持
つ
声
は
'
交
換
可
能
な
日
本
語
(
｢
貨

物
｣
)
　
と
し
て
積
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
よ
う
な
　
｢
道
｣

に
従
う
拒
否
す
る
｢
ぼ
-
｣
は
'
光
の
及
ば
な
い
闇
の
側
に
移
行
す

409
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る
こ
と
に
な
る
｡

誰
に
許
さ
れ
て
/
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
国
な
の
か
｡
/
積
み
だ

す
だ
け
の
/
岸
壁
を
/
し
っ
ら
え
た
と
お
り
去
る
と
い
う
の
は

/
滞
る
貨
物
に
/
成
り
は
て
た
/
帰
国
が
/
ぼ
-
に
/
あ
る
と

い
う
の
か
｡
/
も
ろ
に
/
音
も
な
く
/
積
木
細
工
の
/
城
が
/

崩
れ
る
｡
/
切
り
立
つ
緯
度
の
崖
を
/
こ
ろ
げ
落
ち
/
平
静
に

/
敷
き
つ
も
る
/
奈
落
の
日
日
を
/
ま
た
し
て
も
-
ね
り
だ
す

の
は
/
貧
毛
類
の
う
ご
め
き
だ
｡
a
-
P
i
-
二

(
8
)

｢
切
り
立
つ
緯
度
の
崖
｣
　
を
転
が
り
落
ち
た
　
｢
ぼ
く
｣
　
は
'
ま
た
し

て
も
盲
目
な
み
み
ず
　
(
｢
貧
毛
類
｣
)
　
へ
変
身
す
る
｡
こ
こ
に
反
復
が

あ
る
｡
つ
ま
り
　
｢
み
み
ず
｣
　
へ
の
変
身
と
は
'
｢
道
｣
　
の
拒
否
の
度

に
起
き
る
出
来
事
で
あ
り
へ
　
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
変
身
の
　
｢
起
源
｣

的
な
小
動
物
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
反
復
に
お
い
て
　
｢
み
み
ず
｣
は
'

｢
太
陽
｣
　
を
頂
点
と
す
る
　
｢
光
｣
　
を
引
き
降
ろ
す
こ
と
を
願
う
｡
そ

れ
は
｢
道
｣
を
変
質
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
開
始
す
る

の
が
､
｢
宿
命
の
緯
度
｣
　
を
　
｢
こ
の
国
で
越
え
る
｣
　
た
め
に
　
｢
光
感

細
胞
の
抹
殺
を
か
け
た
｣
へ
　
あ
の
　
｢
環
形
運
動
｣
　
で
あ
る
｡

光
な
ど
/
地
上
の
ど
こ
か
で
照
っ
て
さ
え
い
り
ゃ
い
い
!
/
願

い
の
う
ち
に
あ
る
の
が
/
祈
り
な
ら
/
仰
げ
ぬ
太
陽
こ
そ
/
最

た
る
ぼ
-
の
憧
れ
だ
｡
/
蛸
を
夢
み
た
/
み
み
ず
の
入
定
が
/

夜
半
｡
/
蝉
の
ぬ
け
が
ら
に
こ
も
り
は
じ
め
る
｡
四
七
三

410

こ
の
引
用
の
中
に
動
物
や
昆
虫
に
関
す
る
語
が
三
つ
用
い
ら
れ
て
い

る
｡
｢
嫡
｣
へ
　
｢
み
み
ず
｣
へ
　
｢
蝉
の
ぬ
け
が
ら
｣
　
で
あ
る
｡
｢
蝉
の
ぬ
け

が
ら
｣
　
は
蝉
の
痕
跡
で
あ
り
夏
の
痕
跡
と
い
え
る
が
へ
　
そ
の
抜
け
殻

か
ら
抜
け
出
し
た
も
の
が
'
お
そ
ら
く
先
の
　
｢
唖
蝉
｣
な
の
だ
ろ
う
｡

そ
し
て
　
｢
ぬ
け
が
ら
｣
が
｢
桶
｣
と
の
隣
接
関
係
を
作
る
こ
と
で
'

｢
ぬ
け
が
ら
｣
　
に
こ
も
り
　
｢
桶
｣
　
へ
の
変
身
を
夢
み
る
　
｢
み
み
ず
｣

も
'
｢
桶
｣
　
と
の
隣
接
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
よ
う

に
し
て
｢
み
み
ず
｣
は
｢
羽
音
｣
や
｢
電
波
｣
と
い
う
も
た
ら
さ
れ

る
べ
き
｢
声
｣
　
の
　
｢
原
形
｣
へ
　
｢
塑
像
｣
と
し
て
機
能
し
始
め
る
｡
ま

た
｢
桶
｣
は
'
｢
緋
鯉
｣
　
に
飲
み
込
ま
れ
た
直
後
､
自
ら
を
｢
小
石
｣

Ceo)

と
い
っ
た
形
象
に
凝
縮
さ
せ
て
結
晶
化
し
て
い
る
｡
｢
み
み
ず
｣
　
を

論
じ
た
章
で
も
　
｢
環
形
運
動
｣
　
を
意
思
的
で
自
在
な
変
身
で
あ
る
と

指
摘
し
た
が
へ
　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
､
そ
れ
は
｢
み
み
ず
｣
-

｢
蝉
の
抜
け
殻
｣
-
｢
嫡
｣
-
｢
唖
蝉
｣
-
｢
小
石
｣
-
-
と
い
う

あ
り
え
な
い
変
身
の
連
関
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
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ま
た
｢
道
｣
　
に
よ
っ
て
へ
繰
り
返
し
｢
み
み
ず
｣
　
に
振
り
戻
さ
れ
'

抜
け
殻
へ
桶
-
-
と
連
関
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
は
､
そ
の
軌
道
が

円
環
を
措
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
｢
環
形
運
動
｣

は
｢
み
み
ず
｣
か
ら
｢
み
み
ず
｣
　
へ
と
い
う
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
'

運
動
で
あ
り
な
が
も
｢
停
滞
｣
　
で
も
あ
る
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
　
｢
停
滞
｣
は
､
｢
道
｣
の
拒
否
と
し
て
'
｢
嫡
｣
と
同
様
に
｢
停

滞
｣
す
る
意
志
で
あ
る
｡
そ
の
意
志
に
お
い
て
抵
抗
と
し
て
の
変

身
･
連
関
が
拡
大
さ
れ
る
限
り
で
へ
　
こ
の
円
環
は
螺
旋
状
と
な
る
｡

そ
の
意
味
で
　
｢
停
滞
｣
　
は
常
に
他
な
る
様
相
を
示
す
｡
｢
み
み
ず
｣

が
｢
桶
｣
で
あ
り
'
｢
唖
蝉
｣
　
で
あ
り
'
｢
小
石
｣
等
で
あ
る
よ
う
に
｡

そ
の
よ
う
に
し
て
変
身
行
為
と
し
て
の
　
｢
環
形
運
動
｣
　
は
'
｢
通
｣

を
越
境
へ
横
断
し
っ
つ
'
少
し
ず
つ
そ
れ
変
質
さ
せ
て
い
-
｡
そ
れ

は
'
言
い
換
え
れ
ば
'
｢
み
み
ず
｣
　
が
　
｢
桶
｣
　
と
し
て
'
｢
桶
｣
　
が

｢
小
石
｣
と
し
て
'
｢
ア
ン
テ
ナ
｣
が
｢
墓
標
｣
と
し
て
あ
る
よ
う
に
'

日
本
語
を
｢
ま
る
ご
と
｣
変
質
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
最

終
的
に
　
｢
筋
｣
-
｢
道
｣
が
　
｢
坑
道
｣
　
に
変
わ
る
と
き
'
｢
ぼ
-
ら

の
道
｣
-
(
道
)
が
そ
の
固
有
な
相
貌
を
垣
間
見
せ
る
の
で
あ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
｢
道
｣
を
論
じ
た
章
で
引
用
し
た
｢
海
に
か
か
る
/

橋
｣
へ
　
｢
地
底
を
つ
ら
ぬ
-
/
坑
道
｣
へ
　
｢
ロ
ケ
ッ
ト
の
/
マ
ッ
ハ
の
空

間
に
/
道
を
/
上
げ
よ
う
｣
と
い
う
途
方
も
な
い
　
(
道
)
　
の
イ
メ
-

ジ
は
う
｢
環
形
運
動
｣
の
同
一
線
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
　
八
達
)
　
の
創
出
に
至
る
変
身
行
為
と
し
て
の
　
｢
環
形
運
動
｣

こ
そ
が
'
『
新
潟
』
　
に
お
け
る
　
｢
日
本
語
の
報
復
｣
　
と
そ
の
方
向
性

を
与
え
る
詩
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
､
本
稿
の
一
番
初
め
に
引
用
し
た

金
時
鐘
の
発
言
と
呼
応
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

｢
環
形
運
動
｣
　
と
は
'
危
機
の
度
に
繰
り
返
し
　
｢
み
み
ず
｣
　
に
戻

り
へ
自
己
を
生
き
直
そ
う
と
す
る
再
-
蘇
生
の
試
み
で
あ
る
｡
日
本

語
を
変
質
さ
せ
る
こ
の
運
動
は
う
な
れ
あ
い
な
し
に
｢
こ
と
ば
の
ま

え
の
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
｣
を
立
て
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質

的
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

『
新
潟
』
　
に
は
'
歴
史
に
現
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
歴
史
の
他
者
の

｢
声
｣
が
'
そ
し
て
そ
の
持
ち
主
の
一
人
と
し
て
金
時
鐘
自
身
の

｢
声
｣
が
一
つ
l
つ
の
詩
句
の
中
に
考
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
｡
本
稿
で
示
唆
す
る
に
留
ま
っ
た
｢
声
｣
や
､
金
時

鐘
の
経
験
や
記
憶
へ
　
そ
し
て
『
新
潟
』
第
二
部
以
降
の
詩
的
展
開
を
'

(
道
)
　
の
探
求
と
直
結
す
る
　
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
　
と
の
関
わ
り
の

中
で
､
今
後
よ
り
深
淵
に
分
析
し
て
い
き
た
い
｡
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(
-
)
　
金
時
鐘
　
｢
私
の
中
の
日
本
と
日
本
語
｣
､
『
金
時
鐘
の
詩
　
も
う

一
つ
の
日
本
語
』
(
も
ず
工
房
､
二
〇
〇
〇
年
)
所
収
へ
　
二
一
四
頁
｡

(
2
)
　
前
掲
書
二
1
　
1
頁

(
3
)
　
小
野
十
三
郎
『
詩
論
』
真
善
美
社
へ
一
九
四
七
年

(
4
)
　
残
念
な
が
ら
金
時
鐘
が
編
集
に
加
わ
っ
て
い
た
雑
誌
　
『
ヂ
ン
ダ

レ
』
は
入
手
困
難
で
全
て
に
目
を
通
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡

(
5
)
　
金
時
鐘
『
｢
在
日
｣
　
の
は
ぎ
ま
で
』
立
風
書
房
へ
　
l
九
八
六
年

(
6
)
　
金
時
鐘
､
金
運
寿
､
安
岡
章
太
郎
｢
文
学
と
民
族
｣
､
『
文
芸
』

一
九
七
一
年
五
月
号
へ
　
河
出
書
房
､
二
〇
八
頁

(
7
)
　
金
時
鐘
　
『
長
編
詩
集
新
潟
』
､
構
造
社
へ
一
九
七
〇
年
｡
以
下

『
新
潟
』
　
と
表
記
｡
ま
た
以
後
　
『
新
潟
』
　
か
ら
の
引
用
は
全
て
　
『
集

成
詩
集
原
野
の
詩
1
9
5
5
-
1
9
8
8
』
　
(
立
風
書
房
へ
　
l
九
九
l
年
)
　
か

ら
で
あ
り
'
詩
の
引
用
に
つ
い
て
は
ペ
ー
ジ
番
号
(
漢
数
字
)
だ
け

を
示
す
｡

(
8
)
　
『
新
潟
』
が
一
九
六
一
年
の
時
点
で
完
成
し
て
い
た
と
い
う
事

実
は
'
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
問
題
と
な
ら
な
い
｡
『
新
潟
』
　
が
公

の
場
で
の
発
言
と
も
っ
と
も
緊
密
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ

り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
本
稿
は
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
　
に
つ

い
て
の
厳
密
な
時
代
考
証
的
検
討
が
主
た
る
課
題
で
も
な
い
｡
し
か

し
　
『
新
潟
』
を
　
｢
日
本
語
へ
の
報
復
｣
　
に
関
し
て
作
品
内
在
的
に
検

討
す
る
こ
と
は
､
時
代
考
証
的
検
討
の
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ

る
と
考
え
る
｡
ま
た
完
成
と
出
版
の
ず
れ
は
'
当
時
金
時
鐘
自
身
が

所
属
し
て
い
た
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
と
彼
と
の
確
執
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
､
こ
の
確
執
や
組
織
が
抱
え
ん
で
い
る
思
想
の
質
に
つ

い
て
は
彼
自
身
が
何
度
か
触
れ
て
い
る
L
へ
　
当
時
行
動
を
と
も
に
し

た
梁
石
目
も
そ
の
金
時
鐘
論
の
中
で
取
り
上
げ
お
り
へ
　
重
要
な
フ
ァ

ク
タ
ー
で
は
あ
る
が
こ
こ
で
取
上
げ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
｡

(
9
)
　
細
見
和
之
　
｢
金
時
鐘
詩
集
『
新
潟
』
論
　
和
解
の
政
治
学
に
寄

せ
て
｣
'
『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
号
､
青
土
社

(
S
)
　
『
新
潟
』
に
書
き
込
ま
れ
た
1
九
四
八
年
済
州
島
四
･
三
事
件

に
つ
い
て
は
今
回
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
と
り
わ
け
第
二
部

｢
海
鳴
り
の
な
か
を
｣
　
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
金
時
鐘
自

身
の
事
件
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
へ
　
金
時
鐘
へ
金
石
範
『
な
ぜ
書

き
つ
づ
け
て
き
た
か
　
な
ぜ
沈
黙
し
て
き
た
か
　
済
州
島
四
･
三
事

件
の
記
憶
と
文
学
』
　
(
平
凡
社
へ
　
二
〇
〇
1
年
)
　
や
　
｢
記
憶
せ
よ
う

和
合
せ
よ
｣
　
(
『
語
り
の
記
憶
･
書
物
の
精
神
史
』
社
会
評
論
社
､
二

〇
〇
〇
年
､
所
収
)
　
の
中
で
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
｡

ォ
)
　
倉
橋
健
一
｢
朝
鮮
語
の
中
の
日
本
語
-
金
時
鐘
に
触
れ
つ
つ
｣
へ

『
未
了
生
と
し
て
の
人
間
』
(
椎
の
実
書
房
へ
一
九
七
五
年
)
所
収

(
2
)
　
倉
橋
同
書
二
四
頁

(
2
)
　
以
上
の
括
弧
内
は
'
｢
独
自
の
言
語
｣
以
外
へ
倉
橋
の
も
の
｡

｢
独
自
の
言
語
｣
は
金
時
鐘
が
金
嬉
老
裁
判
の
と
き
述
べ
た
も
の
｡

(
2
)
　
倉
橋
同
書
三
〇
頁
｡
｢
自
己
表
出
｣
　
や
　
｢
喰
｣
　
な
ど
は
う
　
も
ち

ろ
ん
吉
本
隆
明
か
ら
の
影
響
で
あ
る
｡

412



(95)金時鐘『長編詩集　新潟』と｢日本語への報復｣の関係

(
2
)
　
こ
の
　
｢
原
初
的
な
も
の
｣
　
は
'
後
に
金
時
鐘
が
述
べ
る
こ
と
に

な
る
｢
生
理
の
言
葉
｣
　
に
関
連
し
て
は
く
る
だ
ろ
う
｡

(
2
)
　
金
時
鐘
他
『
金
時
鐘
の
詩
　
も
う
l
　
つ
の
日
本
語
』
､
一
八
七

貢
(
｣
)
　
高
野
斗
志
美
｢
金
時
鐘
論
-
『
原
野
の
詩
』
と
の
対
話
｣
(
『
資

料
　
｢
金
時
鐘
論
｣
』
　
金
時
鐘
集
成
詩
集
　
『
原
野
の
詩
』
　
を
読
む
会
へ

一
九
九
一
年
､
所
収
)
　
五
七
頁

(
2
)
　
鵜
飼
哲
　
｢
時
間
の
脱
植
民
地
化
金
時
鐘
の
　
『
化
石
の
夏
』
　
を

読
む
た
め
に
｣
､
『
応
答
す
る
力
　
来
る
べ
き
言
葉
た
ち
へ
』
青
土
社
へ

二
〇
〇
三
年

(
2
)
　
鵜
飼
前
掲
書
二
二
八
頁

(
S
)
　
宮
沢
剛
｢
金
時
鐘
の
詩
を
読
む
-
読
む
こ
と
の
　
｢
自
由
｣
と
書

-
こ
と
の
不
　
｢
自
由
｣
｣
へ
　
『
日
本
近
代
文
学
』
　
第
六
九
集
へ
　
日
本
近

代
文
学
会
へ
　
二
〇
〇
三
年

(
｣
)
　
前
掲
論
文
一
九
七
五

梁
石
目
　
『
ア
ジ
ア
的
身
体
』
平
凡
社
へ
一
九
九
九
年
､
一
八
四

頁
｡

l
o
t
)
　
宮
沢
前
掲
論
文
一
九
七
貢

細
見
前
掲
論
文
二
一
三
五

守
中
高
明
『
脱
構
築
』
岩
波
書
店
へ
　
1
九
九
九
年
へ
五
四
頁

例
え
ば
松
原
新
一
･
磯
田
光
一
･
秋
山
駿
『
戦
後
日
本
文
学

史
･
年
表
』
講
談
社
､
一
九
七
九
年
､
一
五
九
頁

先
に
示
し
た
対
談
で
'
安
岡
章
太
郎
は
金
史
良
の
日
本
語
を

｢
不
完
全
な
日
本
語
｣
　
だ
と
し
へ
　
作
家
に
と
っ
て
　
｢
言
葉
は
完
全
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
｣
と
述
べ
て
い
る
が
'
そ
れ
も
や
は
り
こ

の
次
心
意
性
に
盲
目
i
f
発
言
と
言
え
よ
う
.

C
C
O
¥
　
金
時
鐘
白
身
の
夏
に
つ
い
て
は
へ
　
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る

け
れ
ど
も
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
.
た
だ
金
時
鐘
が
　
｢
皇
国
少
年
｣

と
し
て
植
民
地
期
に
日
本
語
を
必
死
に
身
に
つ
け
た
こ
と
､
八
月
十

五
日
が
　
｢
解
放
｣
と
い
う
よ
り
も
打
ち
ひ
し
が
れ
る
よ
う
な
事
件
で

あ
っ
た
こ
と
へ
　
そ
の
た
め
彼
に
と
っ
て
の
解
放
は
､
日
本
語
と
の
格

闘
し
っ
つ
自
分
の
過
去
を
見
つ
め
続
け
る
こ
と
と
直
結
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
へ
　
な
ど
は
エ
ッ
セ
ー
な
ど
で
度
々
言
及
さ
れ
て
い
る
｡
重

要
な
こ
と
は
記
憶
と
言
語
そ
し
て
自
分
自
身
の
生
が
夏
と
い
う
時
間

性
の
中
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

梁
石
目
前
掲
書
一
八
一
頁

金
時
鐘
の
詩
は
'
常
に
こ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
す
こ
と
で
紡
が

れ
て
い
る
と
思
え
る
｡

(
5
5
)
　
宮
沢
前
掲
論
文
1
九
六
I
七
頁

v
c
o
J
　
『
新
潟
』
　
第
二
部
に
お
い
て
　
｢
浮
島
丸
事
件
｣
　
の
こ
と
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
へ
　
こ
の
作
品
が
帰
還
事
業
の
ほ
ぼ
開
始
直

後
に
完
成
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
へ
　
こ
の
　
｢
帰

E
g
l
｣
　
が
ど
の
よ
う
な
帰
国
で
あ
る
か
は
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
だ

ろ
う
｡
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(
S
?
)
　
｢
石
｣
に
関
し
て
の
分
析
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
｡
こ
こ
で

は
簡
単
に
触
れ
る
に
留
め
る
｡
忍
従
を
決
め
た
　
｢
桶
｣
が
　
｢
緋
鯉
｣

に
飲
み
込
ま
れ
た
直
後
､
作
品
に
お
い
て
時
間
が
不
在
に
感
じ
ら
れ

る
く
ら
い
か
な
り
の
時
間
的
遡
行
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
結
果

｢
蛸
｣
は
,
｢
グ
リ
ー
ン
タ
フ
の
三
紀
層
｣
三
六
二
と
｢
古
生
代
の
古

い
地
層
｣
三
六
二
と
い
う
空
間
化
さ
れ
た
時
間
の
は
ざ
ま
に
落
ち
込

み
'
｢
小
石
｣
三
五
七
あ
る
い
は
｢
化
石
｣
三
六
一
と
化
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
時
間
的
遡
行
に
お
い
て
　
｢
女
｣
と
の
関
係
が
｢
妻
｣
と
の
関

係
に
変
わ
る
｡

時
間
が
空
間
化
さ
れ
る
の
は
'
時
間
の
異
常
を
引
き
起
こ
す

｢
桶
｣
　
の
　
｢
停
滞
｣
　
が
､
時
間
を
澱
み
な
く
流
し
て
い
く
と
い
う
よ

り
も
､
垂
直
に
積
み
重
ね
て
い
-
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
　
｢
嫡
｣
か
ら

の
変
身
で
あ
る
　
｢
小
石
｣
　
が
　
｢
化
石
｣
　
で
も
あ
る
の
は
､
｢
小
石
｣

と
い
う
そ
の
一
点
に
お
い
て
時
間
が
ず
れ
続
け
､
正
常
な
季
語
的
時

間
観
念
の
最
も
近
く
に
あ
り
つ
つ
最
も
遠
く
に
あ
る
か
ら
で
あ
る

(
｢
す
ぐ
ね
､
春
も
⊥
三
五
七
､
｢
春
は
遠
い
の
よ
｣
三
五
〇
)
｡
遠
く

に
あ
る
分
だ
け
｢
小
石
｣
は
｢
化
石
｣
と
化
す
と
言
え
る
｡
次
に
古

代
的
時
間
に
お
い
て
　
｢
女
｣
が
｢
妻
｣
と
変
わ
る
の
は
'
意
味
の
安

定
的
産
出
者
と
し
て
､
決
定
不
可
能
性
を
保
持
し
意
義
確
定
を
先
送

り
に
す
る
　
｢
小
石
｣
　
に
､
常
に
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
(
｢
わ
た
し
は
あ
な
た
を
は
な
さ
な
い
わ
⊥
三
六
五
)
｡
つ

ま
り
｢
小
石
｣
と
は
　
｢
桶
｣
　
の
異
常
性
を
結
晶
さ
せ
た
形
象
と
言
え

･.C* 'J鵜
飼
は
　
｢
石
｣
　
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
｡
｢
あ

え
て
言
え
ば
'
金
時
鐘
さ
ん
の
言
葉
は
'
(
-
-
)
　
石
に
は
ら
ま
れ

て
い
る
時
間
を
抱
え
込
み
つ
つ
顕
わ
に
す
る
へ
　
そ
う
い
う
言
葉
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
o
｣
鵜
飼
前
掲
書
二
三
六
-
七
頁

M
.
K
-
て
献

金
時
鐘
『
集
成
詩
集
原
野
の
詩
-
9
5
5
-
1
9
8
巴
へ
　
立
風
書
房
､
一
九
九

一
年

『
｢
在
日
｣
　
の
は
ぎ
ま
で
』
へ
立
風
書
房
､
一
九
八
六
年

金
時
鐘
他
　
『
金
時
鐘
の
持
も
う
一
つ
の
日
本
語
』
へ
　
も
ず
工
房
へ
　
二
〇

〇
〇
年

金
時
鐘
他
『
資
料
｢
金
時
鐘
論
｣
』
､
金
時
鐘
集
成
詩
集
『
原
野
の
詩
』

を
読
む
会
へ
　
l
九
九
1
年

鵜
飼
哲
　
『
応
答
す
る
力
　
来
る
べ
き
言
葉
た
ち
へ
』
へ
　
青
土
社
へ
　
二
〇

〇
三
年

梁
石
目
『
ア
ジ
ア
的
身
体
』
へ
　
平
凡
社
へ
一
九
九
九
年

宮
沢
剛
｢
金
時
鐘
の
詩
を
読
む
ー
読
む
こ
と
の
　
｢
自
由
｣
　
と
書
く
こ
と

の
不
　
｢
自
由
｣
｣
へ
　
『
日
本
近
代
文
学
』
　
第
六
九
集
へ
　
日
本
近
代
文
学

会
へ
一
一
〇
〇
三
年

倉
橋
健
一
『
未
了
生
と
し
て
の
人
間
』
､
椎
の
実
書
房
へ
一
九
七
五
年

細
見
和
之
｢
金
時
鐘
詩
集
『
新
潟
』
論
和
解
の
政
治
学
に
寄
せ
て
｣
､
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『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
号
､
青
土
社

細
見
和
之
　
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
/
他
者
性
』
へ
　
岩
波
書
店
､
一
九
九

九
年

守
中
高
明
『
脱
構
築
』
へ
岩
波
書
店
へ
一
九
九
九
年

l
〇
〇
四
年
一
l
月
二
　
日
受
稿

一
〇
〇
五
年
三
月
三
　
日

レ
フ
ェ
リ
ー
の
審
査

を
へ
て
掲
載
決
定

(
l
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)


