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に
収
斂
し
て
し
ま
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
響
き
を
聞
き
取
る
こ
と
は

果
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

新
城
郁
夫
は
『
沖
縄
を
聞
く
』
の
あ
と
が
き
に
お
い
て
、
屋
嘉
比
収
の

「
他
者
の
声
」
を
聴
き
取
る
実
践
を
継
承
す
る
意
志
を
示
し
つ
つ
も
、
そ

の
際
に
「
他
者
」
と
い
う
言
葉
の
再
定
義
を
行
う
。
映
像
作
品
『
島
ク
ト

ゥ
バ
で
語
る
戦い
く

世さ
ゆ

』（
二
〇
〇
三
年
）
は
、
沖
縄
戦
の
体
験
を
歴
史
の
一

部
に
記
録
編
集
す
る
作
業
が
、
標
準
日
本
語
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
逆
説

的
に
何
か
を
消
失
さ
せ
て
い
る
と
い
う
危
機
意
識
を
抱
い
た
「
琉
球
弧
を

記
録
す
る
会
」
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
。
そ
の
映
像
で
は
、
戦
争
体
験
者

で
あ
る
語
り
手
と
聞
き
手
の
両
方
は
、
学
校
教
育
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
習

得
し
た
標
準
日
本
語
を
使
う
代
わ
り
に
、
自
然
に
身
に
な
じ
ん
だ
島
ク
ト

ゥ
バ
で
話
す
。
屋
嘉
比
収
は
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、
従
来
の
日
本
語
に

一
　
は
じ
め
に

呼
び
か
け
は
、
す
で
に
届
い
て
い
る
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
到

来
す
る
呼
び
か
け
を
、
言
葉
と
な
る
手
前
の
声
を
、
さ
さ
や
き
を
、
沈

黙
を
、
ど
う
聞
き
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
、
沖
縄
を
聞
く
と
い
う
営
み
を
介
し
て
、
私
た
ち
が
共
に
生
き
延

び
て
い
く
た
め
の
模
索
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
あ
る（

1
）。

　

沖
縄
、
が
本
来
計
り
知
れ
な
い
程
多
く
の
人
々
の
関
係
性
を
示
し
得
る

語
だ
と
す
る
と
、「
沖
縄
を
聞
く
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
、
ど
れ
だ
け
重

層
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
想
像
し
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
沖
縄
」
と
言
葉
に
発
し
た
途
端
、
そ
の
無
数
の
響
き
は
単
一

特
集
　「
沖
縄
研
究
」　
―
　

理
論
／
出
来
事
の
往
還

「
他
者
」
を
聞
き
と
る
と
い
う
こ
と
　
　
崎
山
多
美
に
お
け
る
音
の
考
察
を
通
し
て

佐
喜
真
彩
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と
で
は
な
く
、
そ
の
自
己
確
定
的
な
主
体
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

声
を
聞
き

0

0

取
ろ
う
と
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
聞
き
取
る
主
体
が
こ
れ
ま
で

予
期
し
て
い
な
か
っ
た
「
他
者
」
に
開
か
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で

は
な
い
か
と
論
点
を
整
理
し
直
す
の
で
あ
る
。

「
沖
縄
を
聞
く
」
と
い
う
句
の
「
聞
く
」
が
屋
嘉
比
の
使
う
「
聴
く
」
か

ら
変
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
新
城
の
そ
の
思
考
の
表
れ
で
あ
る
だ
ろ

う（
4
）。「
聞
」
と
い
う
文
字
は
、『
漢
字
源
』
の
一
番
目
の
定
義
に
よ
る
と
、

「
へ
だ
た
り
を
と
お
し
て
耳
に
す
る
」「
人
の
話
や
よ
そ
か
ら
の
音
を
聞

く
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
聞
き
取
る
自
己
と
聞
き
取
ら
れ
る
他
者
と
の

間
に
は
常
に
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
他
者
か
ら
発
せ
ら
れ

る
声
は
聞
き
取
る
自
己
に
と
っ
て
よ
そ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
含
意
し
て
い
る（

5
）。
鵜
飼
哲
は
、
そ
の
論
考
「
歓
待
の
思
考
」
に
お

い
て
、「
そ
ち
ら
」
や
「
あ
ち
ら
」
が
「
こ
ち
ら
」
に
対
し
て
関
係
付
け

ら
れ
て
い
る
指
示
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「『
よ
そ
』
と
い

う
言
葉
が
暗
示
す
る
範
囲
の
無
限
定
性
」
を
指
摘
す
る
。「
よ
そ
」
は
、

「
そ
ち
ら
」
や
「
あ
ち
ら
」
と
同
様
に
「
こ
ち
ら
」
と
の
関
係
で
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
ず
、「『
よ
そ

者
』
と
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
わ
か
ら
な
い
者
の
こ
と
」
を
意
味
す
る
よ
う

に
、「
安
定
し
た
対
称
項
が
な
い
」（6
）。
新
城
の
文
脈
で
言
い
直
せ
ば
、

「
よ
そ
」
は
、
自
己
確
定
的
な
主
体
の
対
象
項
と
な
る
他
者
に
は
限
定
さ

れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
主
体
に
は
予
測
で
き
ず
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
る
の
か

よ
る
証
言
で
は
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
表
わ
す
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
と
評
価
す
る
の
だ
が
、
同
時
に
ま
た
、「
同
じ
言
葉
が

共
有
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
他
者
の
視
線
や
語
り
を
遮
断
し
て
排
除
す

る
『
仲
間
内
の
語
り
』
に
陥
る
危
険
性
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る（

2
）。

屋
嘉
比
が
「
仲
間
内
の
語
り
」
と
表
現
す
る
の
は
、
具
体
的
に
は
、
当
時

兵
士
で
あ
っ
た
男
性
証
言
者
が
「
そ
の
自
殺
未
遂
の
同
僚
兵
士
の
首
を
斬

る
話
や
、
負
傷
し
破
傷
風
に
か
か
っ
て
も
が
き
苦
し
む
兵
士
を
銃
殺
し

た
」
こ
と
を
「
薄
ら
笑
い
の
表
情
を
浮
か
べ
、
話
の
途
中
で
鼻
の
な
か
を

ほ
じ
り
な
が
ら
語
る
」
場
面
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
「
同
郷
で
同
世

代
で
あ
る
と
い
う
気
安
い
仲
間
内
の
語
り
」

―
端
的
に
言
っ
て
ホ
モ
ソ

ー
シ
ャ
ル
な
語
り

―
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
他
者
の
存
在
に
目
を
向
け
て

い
る
の
で
あ
る（

3
）。
屋
嘉
比
の
実
践
は
、
こ
う
し
た
「
仲
間
内
の
語
り
」

の
問
題
に
注
視
し
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
「
他
者
の
声
」
を
聴
き
取
る

作
業
な
の
で
あ
る
。
新
城
は
、
屋
嘉
比
の
そ
の
姿
勢
の
必
要
性
を
認
め
つ

つ
も
、
聴
き
取
る
主
体
と
そ
の
他
者
の
関
係
を
問
う
。
つ
ま
り
、
た
と
え

他
者
を
聴
き
取
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
が
、
聴
き
取

る
主
体
の
自
己
構
築
の
言
説
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
他

者
を
聴
く
試
み
も
ま
た
「
仲
間
内
の
語
り
」
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
な
い

こ
と
を
示
唆
し
、「
他
者
」
そ
の
も
の
を
再
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
新
城

は
、「
他
者
の
声
」
を
聴
く
実
践
の
重
要
な
点
は
、
安
定
し
た
地
に
身
を

置
い
た
主
体
が
（
自
己
構
築
を
助
け
る
よ
う
に
）
他
者
を
聴
く
と
い
う
こ
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現
に
は
、
翻
訳
と
い
う
行
為
が
分
ち
難
く
結
ば
れ
て
い
る
と
分
析
す
る
。

翻
訳
と
は
、
一
般
に
、
二
つ
の
異
言
語
間
の
伝
達
を
可
能
に
さ
せ
る
媒
介

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
言
語
か
ら
他
の
言
語
へ
等
価
的

意
味
を
届
け
る
行
為
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
翻
訳
を
こ
の
よ
う
に

等
価
的
意
味
の
伝
達
と
定
義
す
る
こ
と
は
、
言
語
そ
れ
自
体
が
数
量
化
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
無
批
判
に
前
提
し
て
い
る
。
酒
井
は
伝
達
と
し
て
の

翻
訳
の
そ
の
性
質
に
注
目
し
、「
翻
訳
の
行
為
が
言
語
を
分
節
化

0

0

0

し
、
翻

訳
の
表
象
を
通
じ
て
、
あ
た
か
も
翻
訳
す
る
言
語
と
翻
訳
さ
れ
る
言
語
の

自
立
的
で
閉
じ
ら
れ
た
統
一
体
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
言

語
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
」

と
い
う
「
翻
訳
の
実
践
系
」
を
説
明
し
た（

8
）。
酒
井
が
「
言
語
を
分
節

0

0

化0

」（articulation

）
す
る
と
い
う
時
に
は
、
も
と
も
と
同
一
尺
度
に
お

け
な
い
多
様
な
言
語
を
、
計
量
可
能
な
も
の
と
し
て
同
じ
天
秤
に
乗
せ
る

こ
と
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
引
用
が
意
味
す
る
の
は
、
等
価
的
意

味
の
伝
達
を
目
的
と
す
る
翻
訳
が
行
う
こ
と
は
、
計
量
不
可
能
な
異
言
語

を
了
解
可
能
な
地
平
へ
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
す
差
異
化

0

0

0

で
あ
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
差
異
化
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
同
一
尺

度
上
に
二
つ
の
言
語
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
際
両
方

の
言
語
は
異
種
混
淆
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
比
較
可
能
な
程
度

に
均
質
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
均
質
な
言
語
、
そ
し
て
そ

の
言
語
を
話
す
均
質
的
主
体
が
構
成
す
る
共
同
体
が
想
像
さ
れ
な
け
れ
ば

わ
か
ら
な
い
「
他
者
」
の
存
在
の
意
に
も
な
り
得
る
。「
歓
待
の
思
考
」

は
、
他
者
を
確
固
と
し
た
自
己
の
対
称
項
に
置
く
こ
と
で
そ
こ
に
自
己
を

投
影
す
る
思
考
様
式
を
問
い
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
気
づ
か
れ
ず
に
潜
在
し

た
「
他
者
」
へ
開
こ
う
と
す
る
。
自
己
の
自
己
性
を
保
障
す
る
よ
う
に
留

め
置
か
れ
る
他
者
を
聴
く
の
で
は
な
く
、
自
己
が
す
で
に
他
者
に
対
し
て

主
で
あ
る
と
い
う
認
識
自
体
を
揺
る
が
す
「
他
者
」
を
聞
き
取
る

―

「
歓
待
」
す
る

―
と
い
う
思
考
が
、
新
城
の
「
聞
く
」
と
い
う
文
字
の

採
用
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

沖
縄
の
現
代
作
家
で
あ
る
崎
山
多
美
は
、
音
を
「
他
者
か
ら
の
奇
怪
な

呼
び
か
け
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
小
説
に
書
き
こ
む
こ
と
を
試
み
る
の

だ
が
、
こ
の
時
の
彼
女
の
関
心
も
ま
た
新
城
の
提
起
す
る
「
沖
縄
を
聞

く
」
と
重
な
っ
て
い
る（

7
）。
本
論
文
は
、
崎
山
の
小
説
「
ゆ
ら
て
ぃ
く

ゆ
り
て
ぃ
く
」
に
お
け
る
物
語
構
造
と
言
語
的
実
験
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

「
他
者
」
を
聞
き
取
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
そ
れ
に
よ
る
主
体
お
よ
び

共
同
体
の
変
容
の
意
味
を
提
示
し
た
い
。

二
　
翻
訳
か
ら
「
翻
訳
」
へ

　

酒
井
直
樹
は
『
日
本
思
想
と
い
う
問
題

―
翻
訳
と
主
体
』
に
お
い
て
、

「
日
本
人
」
の
よ
う
な
均
質
的
な
国
民
主
体
が
自
明
な
も
の
と
し
て
措
定

さ
れ
る
こ
と
に
問
い
を
発
し
、
均
質
言
語
と
そ
れ
を
欲
望
す
る
主
体
の
出
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ち
出
す
限
り
で
は
、
皮
肉
に
も
、「
対
―
形
象
化
の
図
式
」
を
促
し
、
自

己
の
多
様
性
を
自
ら
均
質
化
さ
せ
る
語
り
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題

の
指
摘
で
あ
る
。
沖
縄
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
唯
一
の
国
民
語
で
あ
る

「
日
本
語
」
が
、
教
育
の
場
で
沖
縄
の
言
葉
を
「
方
言
」
と
し
て
排
除
し

て
き
た
背
景
が
あ
る
の
だ
が
、
新
城
も
ま
た
酒
井
の
主
張
の
よ
う
に
、
そ

れ
に
抗
う
た
め
に
「
日
本
語
」
と
「
琉
球
方
言
」
の
差
異
を
提
示
し
て
、

後
者
の
独
自
性
や
特
異
性
を
打
ち
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
回
顧
的
に
復
権

さ
せ
る
主
張
の
在
り
方
に
疑
義
を
呈
す
る
。「
学
術
的
な
比
較
・
測
定
の

技
術
そ
の
も
の
が
、「
日
本
語
」
や
「
琉
球
方
言
」
と
い
っ
た
即
自
的
な

領
域
を
生
み
出
し
て
い
る
」（9
）と
い
う
彼
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ

の
比
較
の
思
考
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
自
他
の
均
質
化
作
用
を
問
う
こ
と
な

し
に
「
沖
縄
語
」
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
均
質
化
の
力
学
を
自
ら
内
面
化

し
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
均
質
的
な
「
日
本
語
」
が
形
成

さ
れ
る
過
程
で
、
そ
れ
を
補
強
す
る
よ
う
「
沖
縄
語
」
な
る
も
の
が
生
み

だ
さ
れ
た
力
学
そ
の
も
の
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
日
本
語
」
に
対
す
る
「
沖
縄
語
」
と
い
う
選
択
は
、
こ
う
し
た
意
味
で

相
互
依
存
的
で
同
義
語
反
復
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
百
数
十
年
前
か
ら

現
在
に
ま
で
続
く
国
民
化
と
言
語
を
め
ぐ
る
権
力
行
使
の
痕
跡
そ
の
も

の
」
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う（

10
）。
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
新
城
の
言
う
よ
う

に
、「
国
民
化
と
言
語
の
問
題
を
、
既
に
見
知
っ
た
光
景
の
な
か
に
お
い

て
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
を
規
定
す
る
日
本
語
や
日
本
人
を
前
提
と
し
な

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
翻
訳
を
行
う
主
体
は
、
翻
訳
す
る
言
語
の
「
同

一
」
言
語
圏
と
翻
訳
さ
れ
る
言
語
の
そ
れ
の
両
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

な
均
質
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
の
み
、
両
言
語

間
の
等
価
的
意
味
の
伝
達
を
可
能
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
翻

訳
の
実
践
系
」
は
異
言
語
を
比
較
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
る
よ

う
各
々
の
言
語
お
よ
び
共
同
体
の
内
部
の
均
質
化
に
向
け
た
抗
争
を
要
請

す
る
の
で
あ
る
。
酒
井
は
、
こ
の
よ
う
に
一
般
に
考
え
ら
れ
る
等
価
的
意

味
の
伝
達
と
し
て
の
翻
訳
と
い
う
行
為
を
精
査
す
る
こ
と
で
、
他
と
の
比

較
に
お
い
て
自
己
の
言
語
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
共
同
体
を
理
想
的
に
構
築

し
て
い
く
図
式
（「
対
―
形
象
化
の
図
式
」）
を
説
明
し
た
の
だ
が
、
こ
の

よ
う
に
翻
訳
は
異
な
る
自
他
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
と
い

う
よ
り
は
、
異
種
混
淆
の
計
量
化
不
可
能
な
差
異
を
計
量
可
能
な
差
異
へ

と
作
り
替
え
、
そ
れ
ら
の
間
の
伝
達
を
行
う
と
定
義
す
る
方
が
正
し
い
。

こ
う
し
て
翻
訳
は
、「
純
粋
」
な
国
民
言
語
お
よ
び
国
民
主
体
を
形
成
す

る
よ
う
に
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

　

酒
井
が
国
民
言
語
お
よ
び
国
民
主
体
の
生
成
を
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る

こ
と
の
意
義
は
、
均
質
性
を
志
向
す
る
ば
か
り
に
そ
れ
に
と
っ
て
異
質
な

も
の
が
消
失
す
る
事
態
を
指
摘
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
重
要

な
の
は
、「
同
一
」
言
語
や
共
同
体
か
ら
「
異
質
」
と
し
て
排
除
さ
れ
た

も
の
が
、
抵
抗
と
し
て
自
己
の
存
在
を
提
示
す
る
際
に
、
そ
れ
ら
に
真
っ

向
か
ら
対
抗
す
る
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
「
異
質
性
」
を
そ
の
ま
ま
打
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の
語
源
の
派
生
語
で
あ
る
「
織テ
ク
ス
タ
イ
ル物
」

―
の
創
造
は
不
可
能
な
の
だ
ろ

う
か（

13
）。
崎
山
多
美
は
、「
翻
訳
」
に
よ
る
「
テ
ク
ス
ト
」
的
な
言
語
を

創
造
し
よ
う
と
す
る
者
の
一
人
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
で
は
、「
テ
ク
ス
ト
」

的
な
言
語
へ
の
彼
女
の
挑
戦
を
記
述
し
た
い
。

三
　
崎
山
多
美
に
お
け
る
「
小
説
の
コ
ト
バ
」

　

崎
山
多
美
の
作
品
は
、
国
民
言
語
で
あ
る
「
日
本
語
」
と
「
沖
縄
語
」

―
彼
女
は
後
者
を
「
沖
縄
コ
ト
バ
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
、
そ
れ
と
計
量

不
可
能
な
差
異
を
含
意
し
た
言
葉
で
あ
る
「
シ
マ
コ
ト
バ
」
と
を
区
別
す

る

―
の
関
係
を
問
う
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
崎
山
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
単
純
に
国
民
言
語
の
「
日
本
語
」
に
承
認
を
求
め
る
マ

イ
ナ
ー
な
言
語
と
し
て
の
「
沖
縄
語
」
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
な
い
。「
そ
の
島
の
方
言
、
シ
マ
コ
ト
バ
で
、
日
本
語
を
か
き
ま
ぜ
な

が
ら
小
説
を
書
い
て
み
た
い
」
と
語
る
崎
山
は
、「
日
本
語
」
と
同
等
に

認
め
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
組
み
込
ま
れ
る
「
沖
縄
語
」
の
存
在
を

主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
シ
マ
コ
ト
バ
」
と
「
日
本
語
」
の
両

方
を
使
っ
て
「
小
説
の
コ
ト
バ
」
を
新
た
に
創
造
す
る
こ
と
を
目
指
す（

14
）。

　

標
準
的
日
本
語
に
寄
り
か
か
っ
て
あ
え
て
表
現
化
さ
れ
る
沖
縄
コ
ト

バ
の
位
置
と
い
う
の
は
、
そ
っ
く
り
沖
縄
と
日
本
の
地
政
的
力
関
係
を

い
磁
場
に
お
い
て
思
考
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
態
度
に
お
い
て
、
純

粋
な
国
民
主
義
志
向
に
よ
っ
て
生
じ
た
所
与
の
「
異
質
性
」
と
は
異
な
り
、

計
量
不
可
能
で
比
較
不
可
能
な
異
質
性
の
提
示
の
方
途
が
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う（

11
）。

　

酒
井
は
、
こ
う
し
た
等
価
的
意
味
の
伝
達
と
い
う
機
能
と
は
別
の
「
翻

訳
」
の
側
面
を
引
き
出
す
た
め
に
、
翻
訳
者
の
主
体
を
問
う
。
伝
達
と
し

て
の
翻
訳
に
お
け
る
翻
訳
者
は
、
言
語
や
そ
れ
を
使
う
共
同
体
を
具
体
的

に
経
験
す
る
人
格
で
は
な
く
、
翻
訳
さ
れ
る
言
語
お
よ
び
翻
訳
す
る
言
語

の
両
方
を
均
質
的
な
言
語
空
間
と
前
提
す
る
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再

生
産
を
行
う
主
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
主
体
で
あ
っ
て
も
、

翻
訳
者
は
常
に
「
翻
訳
の
過
程
で
話
し
手
と
聞
き
手
に
対
す
る
人
称
関
係

か
ら
断メ
タ
レ
プ
テ
ィ
ッ
ク

続
移
層
的
に
踏
み
出
し
た
り
あ
る
い
は
そ
の
関
係
に
踏
み
込
ん
だ

り
す
る
断
続
を
絶
え
ず
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
翻
訳

者
の
立
場
に
は
必
然
的
に
言
語
的
雑
種
性
が
内
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
」（12
）。

異
言
語
が
互
い
に
接
触
す
る
場
と
い
う
の
は
、
本
来
は
そ
の
よ
う
な
言
語

的
雑
種
性
が
よ
り
明
確
に
露
に
な
る
場
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た

異
言
語
の
交
わ
る
場
を
伝
達
と
し
て
の
翻
訳
に
よ
っ
て
等
価
的
意
味
で
表

象
し
き
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
言
語
間
の
比
較
不
可
能
な
差

異
を
示
し
う
る
言
語
へ
の
「
翻
訳
」
は
あ
り
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
異
種

混
淆
と
し
た
言
語
の
場
を
、
伝
達
と
し
て
の
翻
訳
の
言
語
で
表
象
し
き
る

の
で
は
な
く
、
言
語
の
重
層
性
へ
の
想
像
を
促
す
「
テ
ク
ス
ト
」

―
そ
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「
日
本
語
」
と
「
シ
マ
コ
ト
バ
」
と
の
ど
の
よ
う
な
関
係
の
中
で
生
成
す

る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

　

先
の
引
用
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
崎
山
が
小
説
執
筆
行
為
で
希
求
す
る

言
葉
は
、「
日
本
語
」
で
も
「
沖
縄
語
」
で
も
な
く
、
彼
女
は
そ
の
行
為

の
過
程
で
、
そ
の
つ
ど
新
た
な
言
語
を
創
造
す
る
と
い
う
試
み
を
続
け
る
。

し
た
が
っ
て
、
崎
山
の
小
説
を
読
解
す
る
際
に
は
、
物
語
の
内
容
だ
け
で

は
な
く
、
彼
女
の
記
述
す
る
言
葉
そ
の
も
の
に
も
注
視
す
る
こ
と
で
よ
り

豊
か
な
解
釈
が
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
議
論
を
少
し
先
取
り

す
れ
ば
、
彼
女
は
「
日
本
語
」
で
は
判
読
不
可
能
な
音
の
痕
跡
を
、
一
見

「
日
本
語
」
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
小
説
の
中
に
書
き
込
む
。

こ
う
し
て
、
彼
女
の
小
説
の
中
で
は
「
日
本
語
」
と
そ
の
よ
う
な
音
の
両

方
が
出
会
い
直
さ
れ
、
互
い
が
互
い
に
益
を
も
た
ら
し
合
い
、
双
方
が
変

容
し
て
い
く
と
い
う
互
恵
的
関
係
が
み
ら
れ
る
。
彼
女
は
こ
う
し
た
言
語

的
実
験
を
試
み
る
こ
と
で
、「
日
本
語
」
と
は
別
の
言
語
の
創
造
を
目
指

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
試
み
は
決
し
て
言
語
に
閉
ざ
さ
れ
た
概
念
的
な
戯
れ
で
は
な
い
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
「
日
本
語
」
と
「
沖
縄
語
」
の
関
係
は
、
換
喩
的

に
「
日
本
史
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
、
修
正
さ
れ
る
他
者
の
歴
史

の
問
題
を
暗
示
す
る
。
崎
山
は
、「
同
一
」
共
同
体
で
あ
る
「
日
本
」
の

「
日
本
史
」
の
一
部
に
沖
縄
で
起
き
た
様
々
な
記
憶
が
「
日
本
語
」
に
よ

っ
て
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し

―
こ
の
行
為
も
ま
た
記
憶
を
翻
訳
す

自
ら
肯
定
的
に
露
呈
し
た
も
の
、
別
の
言
い
方
す
る
と
保
守
的
日
本
語

の
補
完
装
置
、
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
し
か
た
の
な
い
こ

と
で
あ
る
し
。

　

私
が
小
説
を
書
く
た
め
の
「
私
」
の
コ
ト
バ
探
し
を
し
て
い
た
と
き
、

ど
う
し
て
も
抵
抗
し
て
み
た
か
っ
た
の
は
じ
つ
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
標
準
的
日
本
語
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
沖
縄
コ

ト
バ
の
位
置
、
と
い
う
も
の
を
崩
す
方
法
を
考
え
る
こ
と
か
ら
小
説
を

書
い
て
い
き
た
い
、
と
せ
つ
に
願
っ
た
の
だ
。
方
言
を
尾
ヒ
レ
の
よ
う

に
日
本
語
に
く
っ
付
け
る
こ
と
で
な
ん
と
な
く
地
方
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
主
張
し
て
み
せ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
異
質
な
コ
ト
バ

と
コ
ト
バ
の
関
係
を
異
質
な
ま
ま
に
立
ち
上
が
ら
せ
、「
私
」
な
り
の

小
説
の
コ
ト
バ
と
し
て
ど
う
に
か
想
像
（
創
造
）
で
き
ぬ
も
の
か
と
。

ム
ボ
ウ
を
承
知
で（

15
）。

　

差
異
を
同
一
尺
度
に
置
く
「
日
本
語
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
沖
縄
語
」

を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、「
異
質
な
コ
ト
バ
と
コ
ト
バ
の
関

係
を
異
質
な
ま
ま
に
立
ち
上
が
ら
せ
、『
私
』
な
り
の
小
説
の
コ
ト
バ
」

を
創
造
し
よ
う
と
目
論
む
崎
山
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
日

本
語
」
と
「
シ
マ
コ
ト
バ
」
を
か
き
ま
ぜ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ

の
試
み
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
彼
女
の
「
小
説
の
コ
ト
バ
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女
が
創
造
し
よ
う
と
す
る
「
小
説
の
コ
ト
バ
」
が
、
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に
お
い
て

0

0

0

0

現
わ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
『
た
っ

た
一
つ
の
、
私
の
も
の
で
は
な
い
言
葉

―
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』
に

お
い
て
、
彼
に
と
っ
て
た
っ
た
一
つ
の
、
植
民
地
主
義
的
状
況
に
産
み
落

と
さ
れ
た
他
者
の
言
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
用
す
る
中
で
、「
他
者
」

の
到
来
の
よ
び
か
け
を
行
う
。
デ
リ
ダ
は
そ
の
著
書
に
お
い
て
、「
同
一
」

的
言
語
を
使
う
こ
と
が
「
他
者
」
を
禁
止
的
に
排
除
す
る
こ
と
に
一
見
加

担
し
な
が
ら
も
、
そ
の
行
為
の
過
程
で
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
他
者
」
の

到
来
を
可
能
に
さ
せ
る
と
い
う
、
二
律
背
反
を
証
明
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、

そ
の
よ
う
に
単
一
言
語
の
中
に

0

0

同
時
に
「
他
者
」
を
住
ま
わ
せ
る
こ
と
で
、

「
そ
こ
に
お
い
て
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
言
語

0

0

0

0

0

0

0

を
、
押
し
出
し
、
芽
生
え
さ

せ
、
構
築
」
す
る
こ
と
を
意
図
す
る（

17
）。

「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」、
そ
う
、
そ
の
よ
う
に
し
て
人
は
、
な
か
ん
ず

く
指
し
示
し
て
い
る
だ
ろ
う

―
言
語
の
、
そ
し
て
そ
の
言
語
を
通
し

て
、
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
禁
止
さ
れ
た
一
つ
の
言パ
ロ
ー
ル葉
（
フ

ラ
ン
ス
語
の
言
葉
は
私
に
と
っ
て
そ
の
両
者
だ
っ
た
）
の
、
そ
し
て
そ

の
言
葉
を
通
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
禁
止
さ
れ
た
特
有
言
語
の
、
愛
情
深
く

か
つ
絶
望
的
な
或
る
種
の
固
有
化
の
様
態
こ
そ
を
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

新
た
な
調
教
を
行
う
愛
す
る
嫉
妬
深
い
復
讐
な
の
で
あ
り
、
こ
の
復
讐

は
と
言
え
ば
、
言
語
を
復
元
し
よ
う
と
試
み
、
か
つ
言
語
を
再
び
発
明

す
る
と
同
時
に
、
最
終
的
に
一
つ
の
形
態
を
言
語
に
（
ま
ず
初
め
に
言

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が

―
、
均
質
的
な
「
日
本
語
」
で
は
表
象

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
れ
ら
の
記
憶
を
音
と
し
て
比
喩
化
す
る
の
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
急
い
で
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
日

本
語
」
で
は
同
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
よ
う
な
計
量
不
可
能
な
差

異
を
、
そ
の
言
語
で
は
判
読
不
可
能
な
音
と
し
て
出
現
さ
せ
る
こ
と
は
、

決
し
て
そ
れ
が
表
象
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
彼
女
が
創
造
し
よ
う
と
す
る
言
語
は
、
そ
の
よ
う
な
音
が
含
意
す

る
記
憶
を
表
象
不
可
能
な
も
の
と
し
て
遠
ざ
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
ら
を
「
日
本
語
」
の
う
ち
で

0

0

0

示
そ
う
と
す
る
。

　

ガ
ヤ
ト
リ
・
Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き

る
か
』
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー

ル
一
八
日
』
に
お
い
て
区
別
さ
れ
るrepresent

の
二
つ
の
用
法

―

「
政
治
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
「
代
弁
／
代
表
」
と
い
う
意
味
で

のrepresentaion

と
、
芸
術
や
哲
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な

「
再
現
／
表
象
」
と
い
う
意
味
で
のrepresentation

」（16
）

―
の
相
補
的

関
係
を
整
理
し
、
マ
ル
ク
ス
のvertreten

（「
代
弁
／
代
表
」）
的
な
記

述
は
、
代
弁
す
る
こ
と
の
暴
力
性
を
遵
守
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら

も
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
そ
れ
を
否
定
す
るdarstellen

（「
再
現
／

表
象
」）
を
再
現
さ
せ
て
い
た
と
論
じ
た
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
さ
ら
に
、
こ

の
マ
ル
ク
ス
の
実
践
を
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
「
ま
っ
た
き
の
他
者
」
の

概
念
に
繫
げ
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
代
弁
す
る
暴
力
的
言
語
の
内
部

0

0
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体
に
揺
ら
ぎ
と
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
あ
の
音
を
ど
う
文
字
に
載
せ
る
の

か
、
私
の
紡
い
だ
コ
ト
バ
に
ふ
と
と
で
も
触
れ
て
く
れ
る
者
た
ち
の
耳

に
、
ど
う
や
っ
て
「
コ
ト
バ
の
音
」
を
伝
え
る
の
か（

19
）。

「
日
本
語
」
で
は
意
味
は
介
せ
な
い
が
、
耳
元
に
響
い
て
く
る
音
を
ど
う

「
翻
訳
」
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か

―
決
し
て
そ
れ
ら
の
音
を
伝

達
と
し
て
の
翻
訳
へ
と
回
収
し
な
い
形
で
。
音
が
「
日
本
語
」
に
全
く
回

収
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
て
、
ど
う
音
を
伴
っ
た
別
の
「
コ
ト
バ
」
を
創

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
課
題
意
識
が
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
女
の
耳
に
一
瞬
掠
め

て
い
く
「
音
の
コ
ト
バ
」
を
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
「
日
本
語
」
の
中
に
記

述
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、「
日
本
語
」
と
交
ざ
り
合
う
こ
と
で
現
わ
れ
る

「
コ
ト
バ
」
に
の
っ
た
音
（「
コ
ト
バ
の
音
」）
を
受
容
者
に
届
け
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
崎
山
が
述
べ
る
「
コ
ト
バ
の
音
」
は
、
も
は

や
不
可
知
の
音
を
意
味
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、「
日
本
語
」
に

は
判
読
不
可
能
な
音
を
そ
こ
に
響
か
せ
、
よ
り
豊
か
な
「
コ
ト
バ
」
の
可

能
性
を
模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　「
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
」（20
）

「
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
」（
二
〇
〇
三
）
は
、
崎
山
の
小
説
の
中
で

語
を
変
形
し
、
改
革
し
、
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
）
与
え
得
る
と
信
じ
て

い
る
の
だ

―
そ
の
よ
う
に
し
て
言
語
に
禁
止
の
犠
牲
を
払
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
お
そ
ら
く
同
じ
こ
と
に
帰
着
す
る
が
、
言
語

に
対
し
て
禁
止
の
代
価
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
。
こ
の
こ
と
が
、
奇

妙
な
儀
式
の
数
々
に
、
秘
密
で
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
称
揚
の
数
々
に
場

を
与
え
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
ク
リ
プ
ト
化
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
操
作
に
、
す
な
わ
ち
万
人
の
言
語
の
中
を
循
環
し
て
い
る
封
印
さ
れ

た
幾
分
か
の
言
葉
に（

18
）。

　

崎
山
が
「
日
本
語
」
で
小
説
を
記
述
す
る
（
せ
ざ
る
を
得
な
い
）
以
上
、

そ
の
「
日
本
語
」
に
関
わ
る
「
日
本
史
」
的
記
憶
を
一
定
程
度
代
弁
す
る

こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
崎
山
は
そ
の
代
弁
す
る

行
為
の
も
と
で

0

0

0

、
締
め
出
さ
れ
あ
る
い
は
馴
致
さ
れ
た
音
を
響
か
せ
よ
う

と
す
る
。「
日
本
語
」
で
沖
縄
の
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
に
お
い
て
こ

そ
、
彼
女
は
、「
日
本
語
」
と
音
の
交
わ
り
を
促
し
、
そ
の
言
語
の
均
質

性
の
襞
が
開
か
れ
る
可
能
性
を
待
ち
望
む
の
で
あ
る
。
崎
山
の
言
葉
を
使

え
ば
、
日
本
語
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
音
の
「
コ
ト
バ
」
を
伝
え

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

私
に
残
さ
れ
る
の
は
、
耳
を
掠
め
て
消
え
て
し
ま
っ
た
「
音
の
コ
ト

バ
」
へ
の
思
い
を
ど
う
再
生
す
る
か
、
と
い
う
焦
燥
で
あ
る
。
私
の
身
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て
永
遠
に
水
の
中
に
漂
う
」。
消
滅
へ
と
向
か
う
こ
の
島
で
死
ぬ
者
は
、

決
し
て
成
仏
す
る
こ
と
は
な
く
、
死
を
生
き
続
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
保

多
良
ジ
マ
を
こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
に
表
象
す
る
こ
と
か
ら
こ
の

小
説
は
始
ま
る
。

　

こ
の
小
説
の
物
語
は
あ
る
時
、
そ
こ
の
住
人
で
あ
る
ジ
ラ
ー
が
、
海
辺

で
、
水
中
か
ら
水
上
に
浮
く
よ
う
に
現
れ
た
水
の
泡
を
発
見
し
た
話
を
も

っ
て
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
水
泡
は
波
の
音
を
伴
い
な
が
ら
リ
ズ
ム
よ
く
ダ

ン
ス
を
行
い
、
そ
れ
に
魅
了
さ
れ
る
ジ
ラ
ー
も
ま
た
意
識
せ
ざ
る
間
に
そ

れ
を
模
倣
し
、
両
者
は
互
い
に
近
づ
き
あ
う
。
そ
の
時
に
鳴
り
響
く
波
の

音
は
、
風
の
音
、
三
味
線
の
音
と
変
化
し
な
が
ら
、
ジ
ラ
ー
の
身
体
が
潜

在
的
に
と
ど
め
て
い
る
か
つ
て
の
懐
か
し
い
感
覚
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

ジ
ラ
ー
が
水
泡
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
そ
れ
は
ヒ
ト
の
形
、
し
か
も
乳
房
を

誇
示
し
た
オ
ン
ナ
と
な
り
、
匂
い
ま
で
も
漂
わ
せ
な
が
ら
ジ
ラ
ー
と
結
び

つ
く
官
能
的
な
話
で
あ
っ
た
。

「
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
」
全
体
で
展
開
さ
れ
る
物
語
は
、
一
つ
の

一
貫
性
の
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
ジ
ラ
ー
の
奇
妙
な
出

来
事
の
話
に
触
発
さ
れ
、
島
の
住
人
の
別
の
話
が
想
起
さ
れ
て
い
く
と
い

う
よ
う
に
、
話
が
話
を
呼
び
重
層
的
に
そ
れ
ら
が
語
ら
れ
る
と
い
う
構
成

に
な
っ
て
い
る
。
ジ
ラ
ー
が
不
思
議
な
泡
の
オ
ン
ナ
（
ウ
ミ
チ
ル
）
と
交

わ
り
合
っ
た
出
来
事
の
話
は
、
ウ
ミ
チ
ル
の
両
親
の
別
の
話
と
重
な
り
を

み
せ
る
。
保
多
良
ジ
マ
の
北
の
岬
に
は
、「
ナ
ガ
リ
ザ
キ
」
と
い
う
集
落

も
特
に
そ
の
よ
う
な
音
の
記
述
が
豊
富
な
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
沖
縄

の
言
葉
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
伝
え
る
ル
ビ
の
活
用
や
、
擬
態
語
、
擬

音
語
、
日
本
語
的
な
語
で
あ
っ
て
も
敢
え
て
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
等
、

様
々
な
音
に
ま
つ
わ
る
記
述
が
な
さ
れ
る
。

「
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
」
の
舞
台
は
、
保
多
良
ジ
マ
と
い
う
架
空

の
島
に
置
か
れ
、
そ
こ
の
住
人
は
ど
れ
も
八
十
歳
を
超
え
る
老
人
ば
か
り

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
男
女
共
に
一
つ
屋
根
の
下
で
生
活
す
る
こ
と
は
あ
れ

ど
も
、
子
ど
も
を
作
ら
な
い
こ
と
を
美
徳
と
す
る
風
潮
が
あ
り
、
新
し
い

生
命
の
誕
生
は
も
う
何
十
年
も
な
い
。
以
前
は
、
保
多
良
ジ
マ
の
存
続
を

祈
る
た
め
、「
シ
マ
建
て
の
神
、
御ウ

主シ
ュ

前メ
ー

加ガ

那ナ

志シ

を
祀
る
オ
ン
ナ
た
ち
だ

け
の
謎
め
い
た
祭
」
で
あ
る
「〈
ホ
タ
ラ
ウ
プ
ナ
カ
〉」
と
い
う
祭
り
が
行

わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
司
る
べ
き
女
性
達
は
、
シ
マ
の
養
老
院
で

寝
た
き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
祭
り
も
途
絶
え
て
久

し
い
。
こ
の
よ
う
に
島
自
体
も
そ
の
住
人
も
か
つ
て
の
活
気
を
失
い
、
保

多
良
ジ
マ
が
消
滅
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
も
な
い
事
実

で
あ
る
。
死
者
の
「
遺
骸
は
焼
い
た
り
埋
め
た
り
せ
ず
に
、
イ
カ
ダ
カ
ズ

ラ
を
全
身
に
巻
き
つ
け
陽
の
昇
る
寸
前
に
海
へ
流
」
し
、
や
が
て
そ
れ
は

海
溝
の
底
に
沈
ん
で
し
ま
う
の
だ
が
、「
重
量
の
足
り
な
い
オ
ン
ナ
子
供

老
人
な
ど
」
は
、
保
多
良
ジ
マ
の
北
海
岸
の
潮
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
再

び
シ
マ
の
砂
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
風
化
す
る
。
お
墓
と
い
う
も
の
が
な

い
た
め
に
、
遺
骸
か
ら
遊
離
し
た
魂
は
成
仏
せ
ず
、「
ヒ
ト
ダ
マ
と
な
っ
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と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
は
、「
レ
イ
シ
ズ

ム
の
構
築
」
に
お
い
て
、
近
年
の
レ
イ
シ
ズ
ム
研
究
は
、
か
つ
て
の
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
や
肌
の
色
に
基
づ
く
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
制
度
の
よ
う
な
人
種
差

別
を
生
ん
だ
生
物
学
的
人
種
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
本
質
的
に
存
在
す
る
こ
と
の

い
か
が
わ
し
さ
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
社
会
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
の
練
り
上
げ
」
が
促
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
人

種
な
き
レ
イ
シ
ズ
ム
」
あ
る
い
は
「
文
化
的
レ
イ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
観
点

の
考
察
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
る
と
ま
と
め
る（

22
）。
大
男
の
「
プ
リ
ム
ン
」

の
肌
の
色
が
変
化
す
る
こ
と
は
、
彼
が
島
の
人
々
と
生
物
学
的
な
人
種
的

差
異
に
よ
っ
て
本
質
的
に
異
な
る
ゆ
え
に
交
じ
り
合
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
の
で
は
な
く
、
よ
そ
か
ら
や
っ
て
き
た
「
ナ
ガ
リ
ム
ン
」
で
あ
る

た
め
だ
け
に
、
島
の
住
人
か
ら
人
種
化
さ
れ
、「
プ
リ
ム
ン
」
と
し
て
島

の
除
外
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ウ
ミ
チ
ル
は
、
そ
の

大
男
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
た
め
に
、
彼
女
も
ま
た
一
般
的
な
人
間
と
は

異
な
る
動
物
的
な
姿
と
し
て
、
あ
る
種
人
種
化
さ
れ
た
眼
差
し
の
も
と
に

描
写
さ
れ
る
の
で
あ
る（

23
）。
保
多
良
ジ
マ
の
住
人
で
あ
る
ジ
ラ
ー
と
チ
ル

ー
の
物
語
は
ど
ち
ら
も
、
島
の
内
部
の
人
々
か
ら
人
種
化
さ
れ
、
あ
る
い

は
「
異
質
」
化
さ
れ
た
者
と
の
接
触
の
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ウ
ミ
チ
ル
と
ジ
ラ
ー
、「
プ
リ
ム
ン
」
の
大
男
と
チ
ル
ー
の
こ
の
二
つ

の
交
わ
り
の
話
は
、
保
多
良
社
会
の
禁
制
を
二
重
の
意
味
で
破
る
出
来
事

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
つ
に
は
、
島
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き

が
あ
り
、「
そ
こ
に
住
む
者
た
ち
は
、
ナ
ガ
リ
ム
ン
、
つ
ま
り
流
れ
者
と

言
わ
れ
、
ム
ラ
八
分
な
ら
ぬ
シ
マ
八
分
的
存
在
の
ヤ
カ
ラ
で
あ
っ
た
」。

「
ナ
ガ
リ
ザ
キ
」
の
さ
ら
に
海
岸
端
に
「
プ
リ
ム
ン
宿
と
呼
ば
れ
る
一
軒

の
乞
食
小
屋
」
が
あ
る
。「
プ
リ
ム
ン
と
は
、
阿
呆
、
フ
ラ
ー（

21
）、
ボ
ン

ク
ラ
な
ど
な
ど
の
類
義
語
を
持
つ
保
多
良
語
で
、
原
義
は
気
の
ふ
れ
た
者

と
い
う
意
味
の
、
ひ
い
て
は
お
つ
む
の
足
り
な
い
者
、
気
の
利
か
ぬ
者
、

非
常
識
者
を
も
指
す
こ
と
に
な
る
差
別
語
」
で
、
つ
ま
り
「
保
多
良
的
常

識
で
は
理
解
の
計
り
か
ね
る
、
ヘ
ン
ジ
ン
、
ハ
グ
レ
者
」
を
意
味
す
る
。

「
プ
リ
ム
ン
」
と
呼
ば
れ
る
者
は
、
保
多
良
ジ
マ
の
内
部
出
身
者
で
は
な

く
、
潮
の
流
れ
に
乗
っ
て
ど
こ
か
よ
そ
か
ら
偶
然
島
に
辿
り
着
き
、
人
目

を
忍
ん
で
こ
っ
そ
り
住
み
つ
い
た
者
で
あ
る
。
あ
る
時
、
島
の
北
の
外
れ

の
浜
辺
に
「
大マ
ギ
イ
キ
ガ男
」
が
流
れ
着
き
、「
ナ
ガ
リ
ザ
キ
」
の
「
プ
リ
ム
ン

宿
」
に
住
み
つ
い
た
。
島
の
あ
る
オ
ン
ナ
（
チ
ル
ー
）
が
島
の
人
々
の
反

対
を
押
し
切
り
、
そ
の
「
プ
リ
ム
ン
」
と
の
間
に
子
を
も
う
け
た
の
だ
が
、

そ
の
子
が
あ
の
ジ
ラ
ー
と
交
わ
り
合
っ
た
不
思
議
な
オ
ン
ナ
、
ウ
ミ
チ
ル

で
あ
る
。

　

保
多
良
ジ
マ
の
よ
そ
か
ら
や
っ
て
き
た
「
プ
リ
ム
ン
」
の
大
男
は
、

「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
奴
隷
を
思
わ
せ
る
」
程
、
黒
々
と
し
た
肌
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
本
来
よ
り
そ
の
色
で
あ

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
目
撃
さ
れ
た
当
初
か
ら
徐
々
に
肌
の
色
を
変
え

て
い
き
、「
も
と
も
と
は
何
色
系
の
人
種
だ
か
は
傍
目
に
は
分
か
ら
な
い
」
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く
際
に
発
す
る
大
声
は
、「
遥
か
な
沖
合
か
ら
浜
辺
へ
押
し
寄
せ
る
大
波

の
た
ゆ
た
い
」
と
形
容
さ
れ
、
さ
ら
に
、「
る
ろ
、
る
ろ
ろ
ろ
っ
、
と
い

う
よ
う
に
し
か
聴
こ
え
ぬ
音
声
」、「
何
や
ら
を
囁
き
か
け
て
る
よ
う
だ
が
、

見
知
ら
ぬ
異
人
の
コ
ト
バ
」、「
い
つ
ま
で
聴
い
て
も
音
程
の
捉
え
ら
れ
ぬ

ウ
タ
の
よ
う
」
な
、
島
の
言
語
で
は
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
そ
か
ら

や
っ
て
く
る
音
と
し
て
、
チ
ル
ー
の
耳
朶
へ
と
流
れ
こ
む
。
チ
ル
ー
は
、

そ
の
よ
う
な
音
に
浸
さ
れ
、
そ
の
意
味
を
解
釈
す
る
時
間
も
も
た
な
い
ま

ま
、
二
人
は
身
体
を
交
え
る
の
で
あ
る
。「
プ
リ
ム
ン
」
の
大
男
の
存
在

は
、
保
多
良
ジ
マ
か
ら
排
除
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
大
男

と
島
の
内
部
の
チ
ル
ー
が
身
体
を
交
え
る
の
は
、
彼
を
異
質
で
表
象
不
可

能
な
も
の
と
し
て
遠
ざ
け
る
の
で
は
な
く
、
分
け
隔
て
る
人
種
化
の
眼
差

し
を
越
え
、
島
の
内
と
外
と
の
出
会
い
直
し
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　

こ
う
し
て
「
プ
リ
ム
ン
」
大
男
と
チ
ル
ー
と
の
間
に
生
ま
れ
た
ウ
ミ
チ

ル
は
、
チ
ル
ー
の
母
親
（
ウ
ミ
チ
ル
の
祖
母
）
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た

名
前
で
、
正
確
に
は
「
思ウ
ミ
チ
ル

千
瑠
」
と
言
う
。「
ウ
ム
」
と
は
、
沖
縄
で
使

わ
れ
る
言
葉
で
「
思
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ウ
ミ
」
に

は
「
思
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ミ
チ
ル
の
名
前
に
込

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
無
数
（
千
）
の
宝
（
七
宝
の
一
つ
で
あ
る
瑠
璃
）

を
思
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ウ
ミ
チ
ル
と
い
う
名
前
を
「
日
本
語
」
的

に
考
え
る
と
、
チ
ル
ー
の
名
前
を
受
け
継
い
だ
海
（
ウ
ミ
）
の
子
と
い
う

「
プ
リ
ム
ン
」
お
よ
び
そ
の
子
と
の
接
触
。
も
う
一
つ
は
、
子
を
も
う
け

る
こ
と
（
男
女
の
間
に
お
け
る
性
交
渉
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
つ
の
話
の
中
に
お
け
る
性

的
接
触
の
場
面
は
、
保
多
良
社
会
が
消
滅
へ
と
向
か
い
活
気
を
失
っ
た
雰

囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
と
好
対
照
を
な
し
、
波
や
泡
の
音
を
始
ま
り
と

し
て
風
や
三
味
線
な
ど
の
別
の
音
へ
と
そ
れ
が
派
生
的
に
広
が
っ
て
い
く

様
子
を
み
せ
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
複
合
的
な
音
に
伴
っ
た
イ
メ
ー
ジ
や

色
、
匂
い
ま
で
を
も
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
、
身
体
の
五
感
を
鋭
敏
に
導
く

よ
う
な
潤
い
豊
か
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
つ

の
話
が
保
多
良
ジ
マ
の
禁
制
を
破
る
出
来
事
と
し
て
記
述
さ
れ
る
時
、
そ

れ
は
見
せ
し
め
的
に
禁
止
の
意
を
増
強
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
保
多

良
社
会
が
美
徳
と
す
る
そ
の
風
潮
が
、
そ
れ
自
体
の
消
滅
へ
と
導
い
て
い

る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
保
多
良
社
会
の
純
粋
性
を
保

と
う
と
す
る
た
め
に
、「
異
質
」
で
あ
る
も
の
を
、
そ
の
社
会
の
論
理
に

よ
っ
て
異
質
的
に
表
象
し
（
人
種
化
の
眼
差
し
を
投
げ
）、
さ
ら
に
そ
の

論
理
を
補
強
あ
る
い
は
自
然
化
す
る
と
い
う
語
り
（
禁
止
令
）
自
体
が
、

そ
の
消
滅
の
原
因
で
あ
る
こ
と
と
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

「
プ
リ
ム
ン
」
の
大
男
と
チ
ル
ー
が
性
交
渉
を
お
こ
な
う
の
は
、
こ
う
し

た
均
質
性
を
志
向
す
る
島
の
内
部
と
そ
の
外
を
隔
て
る
と
同
時
に
、
両
者

が
交
わ
る
と
い
う
両
義
性
を
象
徴
す
る
海
辺
で
あ
る
こ
と
に
は
注
目
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
プ
リ
ム
ン
」
の
大
男
が
チ
ル
ー
の
も
と
に
近
づ
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る
家
の
後
継
ぎ
娘
」
で
、「
ニ
ー
ム
ト
ゥ
の
血
を
受
け
継
ぐ
最
後
で
最
後

の
イ
ナ
グ
〔
女
〕」
で
あ
る
。「
シ
マ
の
発
祥
か
ら
そ
の
根
の
祭
り
を
司
り
、

永
遠
の
シ
マ
の
存
続
と
平
穏
を
願
う
べ
く
〈
ホ
タ
ラ
ウ
プ
ナ
カ
〉
を
守
り

通
し
て
き
た
ニ
ー
ム
ト
ゥ
の
イ
ナ
グ
」
で
あ
る
の
だ
が
、
彼
女
と
ジ
ラ
ー

と
の
間
に
は
子
ど
も
は
出
来
ず
、「
シ
マ
の
守
護
神
、
保
多
良
御ウ

主シ
ュ

前メ
ー

加ガ

那ナ

志シ

と
通
じ
合
う
者
が
こ
の
保
多
良
か
ら
喪
わ
れ
」、
シ
マ
が
滅
び
る
こ

と
は
彼
女
の
目
に
も
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
死
期
が
近
づ
い

た
ナ
ビ
ィ
は
、「〈
ホ
タ
ラ
ウ
プ
ナ
カ
〉」
を
行
う
た
め
の
最
後
の
お
籠
も

り
後
、
体
力
を
激
し
く
消
耗
し
、
や
が
て
ジ
ラ
ー
の
腕
の
中
で
息
を
引
き

取
る
。
そ
の
直
前
に
彼
女
が
残
し
た
言
葉
は
、「
保
多
良
特
有
の
韻
律
に

乗
せ
た
短
詩
型
歌
謡
」
で
、「
保
多
良
御ウ

主シ
ュ

前メ
ー

加ガ

那ナ

志シ

の
来
迎
を
誇
ら
か

に
寿
い
だ
内
容
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ジ
ラ
ー
に
託
さ
れ
た
ナ
ビ
ィ
の

想
い
は
、
純
粋
性
を
求
め
る
あ
ま
り
に
消
滅
へ
と
向
か
っ
て
い
る
保
多
良

ジ
マ
の
再
興
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ジ
ラ
ー
と
「
思ウ
ミ
チ
ル

千
瑠
」
の
身
体

の
交
渉
は
、
先
の
チ
ル
ー
と
「
プ
リ
ム
ン
」
大
男
の
話
の
よ
う
に
、
他
を

排
斥
し
自
ら
の
内
へ
内
へ
と
こ
も
る
傾
向
の
あ
る
シ
マ
の
習
わ
し
に
変
化

を
与
え
る
契
機
な
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
思ウ
ミ
チ
ル

千
瑠
」
は
純
粋

性
へ
の
過
剰
な
執
着
ゆ
え
に
形
骸
化
し
廃
れ
た
保
多
良
社
会
の
風
習
の
変

容
の
モ
メ
ン
ト
を
も
た
ら
す
。
そ
の
意
味
で
、「
思ウ
ミ
チ
ル

千
瑠
」
は
保
多
良
社

会
に
と
っ
て
無
数
の
宝
と
な
る
可
能
性
を
宿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ジ
ラ
ー
も
ま
た
し
ば
ら
く
後
に
死
に
至
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

意
味
に
捉
え
ら
れ
得
る
た
め
、
禁
制
の
境
界
線
で
あ
る
海
に
お
い
て
、
あ

の
「
プ
リ
ム
ン
」
の
大
男
と
チ
ル
ー
の
性
交
渉
に
よ
っ
て
で
き
た
子
と
い

う
差
別
的
な
意
味
に
回
収
さ
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
ウ
ミ
チ
ル
と
い
う

音
に
「
思
千
瑠
」
と
い
う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
る
時

―
「
思
千
瑠
」
に
ル

ビ
が
ふ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ル
ビ
に
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
で
き
た
名
前

と
い
う
論
理
の
逆
転
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う

―
、
そ
の
名
前
は
も
は

や
「
日
本
語
」
の
よ
う
で
も
、「
沖
縄
の
言
葉
」
の
よ
う
で
も
な
い（

24
）。

沖
縄
の
音
が
「
日
本
語
の
補
完
装
置
」
と
し
て
働
く
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
が
「
日
本
語
」
に
含
ま
れ
る
差
別
的
意
味
の
変
革
を
促
し
、
そ
の

両
者
の
相
互
作
用
が
新
し
い
「
コ
ト
バ
」
を
生
ん
で
い
る
例
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、「
プ
リ
ム
ン
」
大
男
と
島
の
チ
ル
ー
の
交
わ
り
を
示
唆

す
る
よ
う
に
音
を
表
示
す
る
ル
ビ
と
「
日
本
語
」
の
漢
字
が
合
わ
さ
る
こ

と
で
生
ま
れ
た
名
前
が
意
味
す
る
の
は
、
人
種
化
の
眼
差
し
を
温
存
し
た

「
日
本
語
」
が
他
者
を
回
収
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
両
者
の
交
わ

り
が
別
の
価
値
を
想
像
／
創
造
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
ウ
ミ
チ
ル
と
身
体
を
交
え
る
の
が
ジ
ラ
ー
で
あ
る
。
ウ
ミ

チ
ル
は
海
か
ら
水
泡
と
し
て
音
を
奏
で
な
が
ら
ジ
ラ
ー
の
も
と
へ
や
っ
て

来
る
。
そ
の
音
が
ジ
ラ
ー
の
忘
れ
か
け
て
い
た
懐
か
し
い
身
体
の
感
覚
を

思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
両
者
は
海
辺
で
交
歓
す
る
。
ジ
ラ
ー
の
連
れ
合
い

で
あ
る
ナ
ビ
ィ
は
、「
保
多
良
ジ
マ
の
旧
い
格
式
を
守
る
根ニ
ー
ム
ト
ウ元
と
言
わ
れ
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し
か
し
、
保
多
良
ジ
マ
を
「
日
本
」
や
「
沖
縄
」
と
確
定
す
る
こ
と
も

ま
た
違
う
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
崎
山
が
沖
縄
に
実
在
す
る
島
の

名
前
を
使
わ
ず
、
架
空
の
島
で
あ
る
保
多
良
ジ
マ
を
舞
台
に
設
定
し
た
点

は
重
要
で
あ
る
。
彼
女
は
保
多
良
ジ
マ
を
単
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
対
象
と

し
て
描
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
別
の
形
態
へ
変
容
す
る
可
能
性
を
宿
し

た
場
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、

チ
ル
ー
と
「
プ
リ
ム
ン
」
大
男
が
身
体
を
交
え
た
海
が
、
禁
制
の
境
界
線

と
し
て
の
み
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
内
と
外
の
隔
た
り
を
溶
く
場
へ
と

変
容
す
る
可
能
性
を
宿
し
て
い
る
よ
う
に
。
つ
ま
り
、
そ
の
島
が
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、「
ホ
ッ
タ
ラ
か
さ
れ
た
」
島

で
あ
り
な
が
ら
「
保
多
良
」
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
両
義
性
が
同
時
に

あ
り
得
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア

的
空
間
を
そ
の
ま
ま
固
定
化
せ
ず
に
、
そ
れ
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
空
間
へ
と
移

行
さ
せ
る
想
像
力
を
搔
き
立
て
る
こ
と
が
崎
山
に
意
図
さ
れ
て
い
る
た
め

に
、
彼
女
は
現
実
空
間
を
決
定
づ
け
る
よ
う
な
表
象
を
避
け
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
ホ
タ
ラ
」
に
「
保
多
良
」
と
い
う
字
を
あ
て
、
物
語
の
終
始
、

消
滅
に
向
か
う
島
に
お
い
て
そ
の
よ
そ
か
ら
や
っ
て
く
る
「
プ
リ
ム
ン
」

の
身
体
と
の
交
わ
り
を
題
材
に
し
た
「
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
」
は
、

「
ホ
タ
ラ
」
を
「
保
多
良
」
へ
と
変
容
さ
せ
る
彼
女
の
夢
の
記
述
と
言
え

る
の
で
あ
る
（「
そ
の
、
ホ
ッ
タ
ラ
か
さ
れ
た
シ
マ
、
ホ
タ
ラ
に
、
保
多

良
、
と
選
び
に
選
ん
で
め
で
た
き
文
字
を
当
て
て
い
る
の
は
、
シ
マ
ビ
ト

っ
て
、
保
多
良
ジ
マ
の
消
滅
が
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
だ
が
、
ジ
ラ
ー
と
「
思ウ
ミ
チ
ル

千
瑠
」
の
身
体
の
交
流
か
ら
始
ま
る
こ
の
物

語
は
、
ジ
ラ
ー
の
語
り
を
聞
い
た
タ
ラ
ー
と
サ
ン
ラ
ー
の
不
思
議
な
話
へ

と
移
っ
て
ゆ
く
。
彼
ら
は
ジ
ラ
ー
の
話
に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の

体
験
を
呼
び
起
こ
す
。
別
の
人
の
別
の
出
来
事
の
中
で
様
々
な
音
は
様
々

に
「
翻
訳
」
さ
れ
な
が
ら
、
保
多
良
社
会
の
無
数
の
在
り
方
を
人
々
に
想

像
／
創
造
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る（

25
）。

五
　「
ホ
タ
ラ
」
と
「
保
多
良
」
　

―
　

デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
か
ら 

　
　
　
　
　
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
想
像
／
創
造
へ

「
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
」
の
舞
台
で
あ
る
保
多
良
ジ
マ
は
架
空
の

島
で
あ
っ
た
。
良
い
こ
と
を
多
く
保
つ
島
を
含
意
す
る
よ
う
に
み
え
る
そ

の
島
の
名
前
は
、
も
と
は
「
ホ
ッ
タ
ラ
か
さ
れ
た
シ
マ
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
こ
と
が
、
物
語
の
終
焉
で
告
げ
ら
れ
る
。
本
論
文
に
お
い
て
は
、
そ

の
島
を
「
日
本
語
」
や
「
単
一
民
族
日
本
」
の
風
刺
と
し
て
解
釈
し
記
述

し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
沖
縄
語
」
や
「
沖
縄
」
で
も
あ
る
こ
と

は
述
べ
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
保
多
良
ジ
マ
の
均
質
的
空
間
は
、

「
日
本
」
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
る
沖
縄
が
、
そ
れ
に
承
認
を
求
め
る
あ
ま

り
に
、
与
え
ら
れ
る
「
沖
縄
」
を
内
面
化
す
る
こ
と
で
、
自
ら
再
生
産
す

る
「
沖
縄
」
で
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。
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ざ
る
丹
念
な
試
み
が
求
め
ら
れ
る
。
チ
ル
ー
と
「
プ
リ
ム
ン
」
大
男
の
間

に
で
き
た
「
思ウ
ミ
チ
ル

千
瑠
」
と
交
わ
る
ジ
ラ
ー
の
話
が
、
サ
ン
ラ
ー
や
タ
ラ
ー

の
「
他
者
」
と
の
出
会
い
を
触
発
す
る
よ
う
に
、
沖
縄
と
い
う
言
葉
は
、

す
で
に
、
そ
れ
を
耳
に
す
る
誰
し
も
に
「
他
者
」
と
の
出
会
い
を
促
し
て

い
る
。
無
数
の
「
他
者
」
を
聞
き
取
る
営
み
は
、
こ
れ
か
ら
も
、
個
々
人

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
の
中
で
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

26
）。

ら
の
、
我ワ

シ
タ
シ
マ
に
た
い
す
る
並
々
な
ら
ぬ
熱
く
深
い
希
い
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
ゆ
え
で
は
あ
ろ
う
」）。

　

沖
縄
を
志
向
す
る
と
い
う
の
は
、「
日
本
」
と
「
沖
縄
」
と
い
っ
た
均

質
的
空
間
へ
の
抗
争
が
要
請
さ
れ
る
場
に
い
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
と
は

異
な
っ
た
場
を
夢
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
を
夢
想
す
る
に
は
、
均

質
的
空
間
と
位
相
の
違
う
場
に
あ
る
「
他
者
」
を
聞
き
取
る
と
い
う
絶
え

（
1
）
新
城
郁
夫
『
沖
縄
を
聞
く
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一

〇
年
、
二
三
五
頁
。

（
2
）
屋
嘉
比
収
『
沖
縄
戦
、
米
軍
占
領
史
を
学
び
な
お
す

―
記
憶
を
い
か
に
継
承
す
る
か
』
世
織
書
房
、
二

〇
〇
九
年
、
一
一
一
頁
。

（
3
）
同
書
、
一
一
〇
頁
。

（
4
）
新
城
が
、
屋
嘉
比
の
「
聴
く
」
実
践
を
批
判
的
に
継

承
す
る
形
で
、「
聞
く
」
と
い
う
文
字
を
採
用
し
た

だ
ろ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
も
と
も
と
戸
邉
秀
明

氏
の
も
の
で
あ
る
。

（
5
）『
漢
字
源
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
第
1
〜
第
4
水
準
版
）』
学
研
。

（
6
）
鵜
飼
哲
『
主
権
の
か
な
た
で
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

八
年
、
七
頁
。

（
7
）
崎
山
多
美
『
コ
ト
バ
の
生
ま
れ
る
場
所
』
砂
子
屋
書

房
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
五
頁
。

（
8
）
酒
井
直
樹
「
日
本
思
想
と
い
う
問
題
」『
日
本
思
想

と
い
う
問
題

―
翻
訳
と
主
体
』
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
七
年
、
四
頁
。

（
9
）
新
城
郁
夫
『
沖
縄
文
学
と
い
う
企
て

：

葛
藤
す
る
言

語
・
身
体
・
記
憶
』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
二
〇
〇

三
年
、
八
九
頁
。

（
10
）
同
書
、
九
一
頁
。

（
11
）
同
書
、
九
五
頁
。

（
12
）
酒
井
、
前
掲
書
、
七
一
頁
。

（
13
）「
テ
ク
ス
ト
」
と
「
織
物
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

酒
井
の
別
の
著
書
『
過
去
の
声
』
か
ら
着
想
を
得
た

（
酒
井
直
樹
『
過
去
の
声

―
一
八
世
紀
日
本
の
言

説
に
お
け
る
言
語
の
地
位
』
川
田
潤
、
斉
藤
一
、
末

廣
幹
、
野
口
良
平
、
浜
邦
彦
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇

二
年
、
八
頁
）。

（
14
）
崎
山
多
美
「「
シ
マ
コ
ト
バ
」
で
カ
チ
ャ
ー
シ
ー
」

『「
私
」
の
探
求

：

21
世
紀
文
学
の
想
像
2
』
今
福
龍

太
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
五
九
頁
。

（
15
）
同
書
、
一
六
九
頁
。

（
16
）
ガ
ヤ
ト
リ
・
Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語

る
こ
と
が
で
き
る
か
』
上
村
忠
男
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
八
年
、
十
四
頁
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
定
義
は

別
の
と
こ
ろ
で
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
「ver-

treten

（
第
一
の
意
味
に
お
い
て
のrepresent

〔
代
弁
／
代
表
す
る
こ
と
〕）
とdarstellen

（
第
二

の
意
味
に
お
い
て
のre-present

〔
再
現
／
表
象
す

る
〕）
と
の
あ
い
だ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
プ
レ
イ
」

註
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（
十
五
頁
）。

（
17
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
た
っ
た
一
つ
の
、
私
の
も
の

で
は
な
い
言
葉

―
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』
守
中

高
明
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
九
頁
。

（
18
）
同
書
、
六
二
―
六
三
頁
。

（
19
）
崎
山
多
美
『
コ
ト
バ
の
生
ま
れ
る
場
所
』、
一
一
四

―
一
一
五
頁
。

（
20
）
崎
山
多
美
「
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
」『
ゆ
ら
て

ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
』
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
21
）
沖
縄
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
阿
呆
と
い
う
意
味
。

（
22
）
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
「
レ
イ
シ
ズ
ム
の
構

築
」
佐
藤
嘉
幸
訳
、『
レ
イ
シ
ズ
ム
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
序
説
』
鵜
飼
哲
、
酒
井
直
樹
、
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ

ス=

ス
ズ
キ
、
李
孝
徳
、
以
文
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
23
）「
満
潮
の
勢
い
に
押
し
出
さ
れ
、
そ
こ
だ
け
異
様
に

突
き
出
て
膨
れ
あ
が
っ
た
チ
ル
ー
の
腹
か
ら
、
難
産

く
ん
ざ
ん

0

0

0

0

の
末
、
未
熟
児
の
ぎ
り
ぎ
り
の
犬イ
ン
グ
ア

っ
子
の

よ
う
な
赤
子
が
生
ま
れ
た
。
皺
く
ち
ゃ
の
小グ
マ
チ
ラ顔
に
尖

っ
た
鼻
の
座
る
泣
き
声
ば
か
り
が
い
や
に
け
た
た
ま

し
い
、
浅
黒
い
肌
に
青
い
目
の
す
わ
っ
た
、
何
人
と

も
知
れ
ぬ
ち
ぐ
は
ぐ
な
面
影
を
も
つ
イ
ナ
グ
ン
子グ
ア

、

だ
っ
た
。」（『
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
』
五
二

頁
）。

（
24
）「
日
本
語
」
の
会
話
文
に
ル
ビ
を
ふ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
沖
縄
の
言
葉
」
の
音
で
、
そ
の
文
を
理
解
さ

せ
よ
う
と
す
る
手
法
は
崎
山
に
限
ら
ず
他
の
沖
縄
小

説
に
時
た
ま
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
崎
山
の
ル
ビ
の

ふ
り
方
は
、
単
に
「
日
本
語
」
の
文
を
「
沖
縄
の
言

葉
」
の
音
の
響
き
で
表
現
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
措

定
さ
れ
る
両
者
の
言
語
を
無
批
判
に
記
述
す
る
の
で

は
な
く
、
非
限
定
的
な
差
異
を
含
ん
だ
沖
縄
で
使
わ

れ
る
言
葉
に
、「
日
本
語
」
の
漢
字
を
あ
て
る
と
い

う
よ
う
な
、
力
点
の
逆
転
が
お
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
「
日
本
語
」
の
漢
字
を
あ
て
る
と
い
う
こ

と
が
、
安
易
に
そ
の
言
葉
へ
回
収
す
る
わ
け
で
は
な

く
、「
日
本
語
」
と
沖
縄
で
使
わ
れ
る
言
葉
が
並
置

さ
れ
た
複
合
性
を
持
っ
た
言
葉
は
、「
日
本
語
」
と

は
異
な
る
意
味
を
創
造
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
25
）
新
城
郁
夫
も
そ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

「
事
実
、
さ
き
の
『
ジ
ラ
ー
』
の
話
を
聞
い
て
い
た

『
サ
ン
ラ
ー
』
と
い
う
ま
だ
『
八
十
に
な
っ
た
ば
か

り
』
の
『
生
ま
れ
た
て
の
老
人
』
は
、『
ジ
ラ
ー
』

の
話
の
中
に
、
自
ら
の
過
去
の
体
験
を
重
ね
て
別
の

物
語
を
提
示
し
て
い
く
の
だ
し
、
そ
こ
で
は
さ
ら
に
、

時
空
間
を
越
え
た
幾
多
の
人
々
の
重
層
的
な
物
語
が

関
わ
っ
て
き
て
物
語
は
複
数
化
さ
れ
て
い
く
の
だ
っ

た
。
つ
ま
り
、
物
語
が
提
示
さ
れ
る
や
、
そ
の
物
語

を
別
の
物
語
が
侵
食
し
変
形
し
始
め
る
わ
け
で
あ
り
、

こ
の
小
説
に
お
い
て
は
、
そ
の
派
生
的
な
力
学
の
中

で
、
物
語
は
語
ら
れ
る
と
同
時
に
そ
の
正
統
性
を
搔

き
消
し
て
い
く
と
い
っ
た
具
合
な
の
で
あ
る
。」（
新

城
郁
夫
「
崎
山
多
美
「
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
」

の
た
め
に
」『
沖
縄
文
学
と
い
う
企
て

：

葛
藤
す
る

言
語
・
身
体
・
記
憶
』、
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
）。

（
26
）
本
論
文
を
あ
る
程
度
ま
と
め
た
あ
た
り
で
、
前
半
の

翻
訳
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
を
さ
ら
に
深
め
る
必

要
が
あ
る
と
感
じ
た
。
と
い
う
の
は
、
崎
山
多
美
の

小
説
の
読
解
で
重
要
な
の
は
、
前
半
で
記
述
し
た

「
言
語
の
重
層
性
」
を
提
示
す
る
こ
と
よ
り
も
、
異

言
語
の
相
互
作
用
が
別
の
言
語
を
創
造
す
る
こ
と
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
で
あ
る
。
今
後

は
、「
名
な
き
も
の
を
名
へ
と
翻
訳
す
る
」（
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
）
よ
う
な
言
語
の
再
創
造
と
い
う
観
点
か
ら
翻

訳
の
概
念
の
理
論
的
考
察
を
課
題
と
し
た
い
。（
ヴ

ォ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間

の
言
語
に
つ
い
て
」『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
Ⅰ

：

近
代
の
意
味
』
浅
井
健
二
郎
編
訳
、
久
保
哲

司
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
二
六
―
二
七

頁
）。


