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一

語
り
手
の
欲
望
？

人
が
何
か
を
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
い
か
に
語
る
か
と
い
う
語
り
手
の
欲
望
が

必
ず
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
欲
望
が
あ
ま
り
に
露
骨
で
見
え
透

い
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
れ
ば
、
偏
っ
た
語
り
と
い
う
印
象
を
与
え
、
あ
る

印
象
を
与
え
た
い
と
い
う
当
初
の
狙
い
は
達
成
さ
れ
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
い
か
に
語
る
か
と
い
う
欲
望
に
は
、
「
そ
こ
に
は
語
り
手
の
欲

望
な
ど
一
切
反
映
さ
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
語
り
た
い
」
「
語
り
手
の
欲
望
は
隠

し
て
お
き
た
い
」
と
い
う
再
帰
的
な
欲
望
が
し
ば
し
ば
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
に
な

る
。も

ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
現
実
の
人
間
が
何
か
を
語
る
と
き
の
話
で
あ
る
。
稿
者
が
担

当
し
た
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
第
八
章
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
視
点
か
ら
芥
川
龍

（
１
）

之
介
「
南
京
の
基
督
」
を
分
析
し
た
も
の
だ
が
、
果
た
し
て
小
説
、
特
に
三
人
称
小

（
２
）

説

に
お
け
る
語
り
手
に
つ
い
て
も
右
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
適
用
で
き
る
も
の

（
３
）

だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
複
雑
な
議
論
が
あ
り
、
自
明
の
こ
と
で
は
な

い
。つ

ま
り
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
持
た
れ
得
る
の
で
あ
る
。
三
人
称
小
説
の
語
り

手
の
目
の
前
に
は
果
た
し
て
、
そ
の
語
り
手
が
想
定
し
得
る
聞
き
手
と
い
う
も
の
が

存
在
し
て
い
て
、
語
り
手
は
そ
の
聞
き
手
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
い
、
と

い
う
よ
う
な
人
間
的
な
欲
望
を
持
っ
て
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

三
人
称
小
説

の
言
葉
と
い
う
の
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
聞
き
手
を
想
定
す
る
こ
と
が
不

要
な
言
語
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
人
間
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場

に
位
置
付
け
ら
れ
た
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
根
本
的
に
別
の
特
徴
を

持
っ
た
言
語
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

三
人
称
小
説
の
語
り

手
と
い
う
の
は
人
間
的
な
欲
望
を
持
っ
た
主
体
と
し
て
想
定
す
る
よ
り
は
、
出
来
事

を
再
現
し
て
み
せ
る
非
人
格
的
な
「
機
能
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

（
４
）

か
？

語
り
手
が
語
っ
た
出
来
事
と
い
う
の
は
そ
の
作
品
内
に
お
い
て
は
唯
一
絶
対

（
５
）

の
真
実
と
捉
え
る
よ
り
な
く
、
「
全
知
の
視
点
」
「
神
の
視
点
」
な
ど
と
比
喩
的
に
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
と
は
異
な
る
者
の
存
在
を
想
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？も

し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
語
り
手
に
欲
望
を
読
み
取
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
的
外
れ
な
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
「
語
り
手
の
欲
望

は
隠
し
て
お
き
た
い
」
と
い
う
再
帰
的
な
欲
望
な
ど
は
、
な
お
の
こ
と
無
縁
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
く
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
小
説
と
い

う
の
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
稿
者
の
担
当
章
で
は
、
芥
川
の
作
品

は
そ
う
し
た
「
機
能
」
と
し
て
の
語
り
手
と
い
う
理
解
で
は
捉
え
き
れ
な
い
問
題
を

表
現
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
人
間
的
な
欲
望
の
制
約
に
影
響
さ
れ
た
語

り
手
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
。

だ
が
、
語
り
手
の
人
間
的
な
欲
望
と
い
う
側
面
を
考
え
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な

詩
学
と
解
釈
の
通
路

芥
川
龍
之
介
の
小
説
を
視
座
と
し
て

小

谷

瑛
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条
件
に
お
い
て
要
請
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
は
不
要
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

う
し
た
条
件
は
ど
の
よ
う
に
検
討
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
は
、
拙
稿
で
も
十

分
に
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
芥
川
龍
之
介
の
作
品
を
題
材
と
し
て
、
最
新
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
議

論
を
参
照
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
単
に
芥
川
龍
之
介
の
作
品
の
特
徴
の
分
析
が
進
展
す
る
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ

う
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
理
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
相
応
し
い
の
か

が
よ
り
明
確
に
な
り
、
さ
ら
に
は
詩
学
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
論
点
が
導

き
出
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
に
代
表
さ
れ
る
詩
学
と
い
う
研
究
領
域
は
、
個
別
の
作
品
に
つ
い

て
の
よ
り
よ
い
解
釈
を
目
指
す
研
究
と
は
逆
に
、
文
学
作
品
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ

ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
説
明
を
与
え
る
も
の
だ
が
、
結
果

的
に
は
解
釈
の
た
め
に
も
有
益
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
き
た
と
言
え
る
。
他
方
で
、

詩
学
が
十
分
な
一
般
性
を
備
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
具
体
的
な
作
品
の
解
釈
へ
の

適
用
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
個
々
の
作
品
の
解
釈
を
検
討
す
る
中
で

も
し
そ
れ
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
知
見
は
逆

に
詩
学
の
課
題
へ
と
投
げ
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
学
の
発
展
に
寄
与
し
得
る

も
の
と
な
る
。

日
本
近
代
文
学
研
究
は
、
文
学
理
論
が
流
行
し
た
時
代
以
降
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
を

有
効
な
道
具
と
し
て
活
用
し
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
逆
に
近
代
文
学
研
究
の
成
果

か
ら
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
寄
与
す
る
よ
う
な
問
題
提
起
は
あ
ま
り
活
発
に
は
行

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
が
主
に
欧
米
語
の
文
学
作
品
を
念
頭

に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
欧
米
語
と
は
大
き
く
異
な
る
言
語
的
特
徴
を
持
つ
日
本

の
文
学
作
品
で
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
一
般
的
な
議
論
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
近
年
、
橋
本
陽
介
『
物
語
に
お
け
る
時
間
と
話
法
の
比
較
詩
学
』
に
お
い

て
、
「
比
較
詩
学
」
、
す
な
わ
ち
言
語
ご
と
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の

（
６
）

必
要
性
が
改
め
て
提
唱
さ
れ
、
ま
と
ま
っ
た
成
果
が
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
自

体
、
近
年
停
滞
し
て
い
た
と
さ
れ
る
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
進
展
を
示
す
も
の
で
、
日
本

語
の
小
説
を
分
析
す
る
我
々
に
と
っ
て
朗
報
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
が
「
比
較
詩
学
」

と
い
う
展
望
の
も
と
に
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
日
本
近
代
文
学
研
究
か

ら
詩
学
へ
と
議
論
を
投
げ
返
す
通
路
が
整
備
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

本
稿
は
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
第
八
章
の
補
論
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
前
述

し
た
よ
う
な
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
る
、
作
品
解
釈
か
ら
の
詩
学
へ
の
問
題
提

起
の
試
み
で
も
あ
る
。

二

「
機
能
」
と
し
て
の
語
り
手
？

語
り
手
は
人
格
的
な
存
在
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
で
議
論
さ
れ

て
き
た
問
題
の
中
心
は
、
三
人
称
小
説
の
語
り
を
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
い
う
二
人

の
人
間
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
を
適
用
し
て
理
解
し
て
よ
い
か
ど
う

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
橋
本
の
整
理
に
沿
っ
て
確
認
し
て

（
７
）

お
こ
う
。

エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、
歴
史
記
述
や
三
人
称
の
物
語
に
お
い
て
は
、

（
８
）

「
だ
れ
一
人
話
す
も
の
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
出
来
事
自
身
が
み
ず
か
ら
物
語
る

か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
ケ
ー
テ
・
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
は
小
説
に
お
け
る
語
り

（
９
）

手
を
人
物
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
を
否
定
し
、
「
機
能
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と

主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
ア
ン
・
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
三
人
称
小
説

1
0

（

）

を
語
り
手−

聞
き
手
の
モ
デ
ル
で
理
解
す
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
否
定
し
た
。

橋
本
は
、
「
語
る
の
は
言
語
活
動
」
で
あ
る
と
述
べ
た
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
考
え

1
1

（

）

も
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
が
「
機
能
」
と
い
う
言
葉
で
示
し
た
発
想
と
同
様
の
も
の
だ
と
捉

え
、
さ
ら
に
、
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
ら
の
語
り
手
不
在
論
を
明
確
に
批
判
し
た
ジ
ェ

害4害
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害5害

ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、
実
は
「
真
の
語
り
の
位
置
は
語
ら
れ
る
物
語

1
2

（

）

世
界
の
外
に
設
定
さ
れ
て
い
」
る
と
し
て
、
「
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
言
う
「
語
り
手
」
も

ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
の
言
う
「
物
語
の
機
能
」
と
本
質
的
な
差
は
な
い
」
と
結
論
付
け
る
。

こ
の
よ
う
に
整
理
す
れ
ば
、
実
は
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
多
く
の
論
者
が
、
人
格
的
で
は

な
い
、「
機
能
」
と
し
て
の
語
り
手
と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

語
り
手
を
人
格
と
見
な
す
立
場
を
明
確
に
示
し
て
い
る
、
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
ン

ツ
ェ
ル
の
よ
う
な
論
者
も
い
る
。
橋
本
は
こ
の
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
に
つ
い
て
も
、

1
3

（

）

ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
の
言
う
「
内
包
さ
れ
た
作
者
」
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
実
質
的

1
4

（

）

に
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
の
言
う
よ
う
な
「
機
能
」
の
水
準
は
や
は
り
認
め
て
い
る
と
し
て
、

い
ず
れ
の
論
者
に
お
い
て
も
、
語
り
手
に
つ
い
て
は
「
機
能
」
が
重
視
さ
れ
て
き
た

こ
と
が
一
致
し
て
い
る
と
整
理
し
て
い
く
。
さ
ら
に
橋
本
は
、
「
語
り
手
」
に
主
観

や
人
格
を
認
め
る
立
場
は
、
そ
の
背
後
に
「
内
包
さ
れ
た
作
者
」
や
「
ア
レ
ン

ジ
ャ
ー
」
の
よ
う
な
別
の
存
在
を
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
し
て
、
そ
の

こ
と
を
否
定
的
に
捉
え
、
物
語
に
お
け
る
言
表
生
産
の
主
体
と
し
て
、
主
観
的
、
人

格
的
側
面
に
つ
い
て
は
創
作
主
体
で
あ
る
「
非
超
越
的
作
者
」
に
よ
っ
て
集
約
、
単

純
化
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
。
語
り
手
が
示
す
か
の
よ
う
に
見
え
る
主
観
を
「
非

1
5

（

）

超
越
的
作
者
」
の
も
の
と
考
え
、
「
非
超
越
的
作
者
」
以
外
に
人
格
的
な
も
の
を
認

め
る
必
要
が
な
い
枠
組
み
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
語
り
手
を
「
機
能
」
と
し
て
捉
え
る
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
ら
の
立
場

が
こ
う
し
た
理
論
の
流
れ
に
お
い
て
一
つ
の
軸
と
な
っ
て
い
る
点
に
関
し
て
、
日
本

近
代
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
吟
味
し
て
み
た
い
。

橋
本
も
野
口
武
彦
以
降
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
整
理
し
て
い
る
よ
う
に
、
語
り

1
6

（

）

手
が
「
機
能
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
人
格
的
な
存
在
と
し
て
示
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
的
な
物
語
叙
述
の
典
型
的
な
あ
り
方
を

「
小
説
」
と
し
て
日
本
に
移
入
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
坪
内
逍
遥
に
お
い
て
、
既
に

自
覚
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。

逍
遥
は
、
日
本
に
お
い
て
近
代
小
説
の
理
念
を
初
め
て
宣
言
し
た
も
の
と
さ
れ
る

『
小
説
神
髄
』
に
お
い
て
「
作
者
が
人
物
の
背
後
に
あ
り
て
屡
々
糸
を
牽
く
様
子
の

1
7

（

）

あ
ら
は
に
人
物
の
挙
動
に
見
え
な
ば
た
ち
ま
ち
興
味
を
失
ふ
べ
し
」
と
述
べ
、
語
り

手
を
な
る
べ
く
読
者
に
意
識
さ
れ
な
い
存
在
と
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
前
近
代
の

戯
作
な
ど
で
は
、
語
り
手
は
読
者
に
対
し
て
露
骨
に
主
観
を
語
り
、
読
者
に
呼
び
か

け
、
ま
さ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
書
か
れ
る
こ
と
が
当
然
に
あ
っ
た
わ

け
だ
が
、
西
洋
の
よ
う
な
小
説
を
日
本
で
も
目
指
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
禁
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
逍
遥
は
考
え
た
の
だ
。

こ
う
し
た
提
唱
を
念
頭
に
文
体
の
模
索
が
開
始
さ
れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

言
文
一
致
体
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
『
浮
雲
』
を
書
い
た
二
葉
亭
四
迷
は
、
逍
遥
と
相
談

1
8

（

）

し
な
が
ら
、
三
遊
亭
円
朝
の
落
語
を
参
考
に
新
た
な
文
体
を
編
み
出
そ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
落
語
の
言
葉
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
人
間
が
聴
衆
に
対
し
て
語

り
か
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
二

葉
亭
が
悩
ん
だ
の
は
た
と
え
ば
「
「
私
が
…
…
で
厶
い
ま
す
」
調
に
し
た
も
の
か
、

そ
れ
と
も
、
「
俺
は
い
や
だ
」
調
で
行
つ
た
も
の
か
」
と
い
っ
た
選
択
に
つ
い
て
で

1
9

（

）

あ
っ
た
が
、
現
在
か
ら
見
れ
ば
「
ご
ざ
い
ま
す
」
も
「
い
や
だ
」
も
、
三
人
称
小
説

の
文
末
と
し
て
は
語
り
手
が
顕
在
化
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
「
私
が
」
に
せ
よ
「
俺
は
」
に
せ
よ
、
一
人
称
の
主
語
の
文
を
前
提
に
考
え
て

い
る
時
点
で
、
そ
も
そ
も
典
型
的
な
西
洋
の
三
人
称
小
説
の
文
体
と
は
異
質
な
の
で

あ
っ
て
、
ど
う
や
ら
日
本
語
で
物
語
を
語
る
と
い
う
と
き
に
、
「
作
者
が
人
物
の
背

後
に
あ
り
て
屡
々
糸
を
牽
く
様
子
の
あ
ら
は
に
」
な
る
こ
と
を
禁
じ
る
、
と
い
う
感

覚
は
、
決
し
て
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、
苦
労
し
て
築
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

制
度
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
語
り
手
の
顕
在
化
の
度
合
い
を
低
め
た
文

体
の
模
索
の
過
程
が
ま
さ
に
『
浮
雲
』
第
二
篇
、
第
三
篇
の
執
筆
に
見
出
さ
れ
る
、

と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
本

稿
も
こ
れ
に
は
大
筋
で
異
論
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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ン
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
小
説
文
体
が
当
然
の
も
の
と
し
て
確
立
し
た
の
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
が
当

然
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
日
本
語
の
小
説
に
お
け
る
表
現
の

様
々
な
可
能
性
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
近
代
小
説
は
そ
れ
を
様
々
な
形
で
展
開

さ
せ
て
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

三

語
る
水
準
の
前
景
化

現
在
で
も
純
文
学
の
象
徴
の
よ
う
な
固
有
名
と
な
っ
て
い
る
芥
川
龍
之
介
が
そ
の

好
例
と
な
る
こ
と
は
、
日
本
文
学
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
が
無
視
で
き
な
い
大
き
さ

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
ま
さ
に
、
逍

遥
の
先
述
し
た
方
針
に
必
ず
し
も
乗
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
作
家

で
あ
っ
た
。

小
説
の
形
を
取
っ
た
最
初
期
の
芥
川
の
文
章
と
言
わ
れ
る
未
定
稿
「
老
狂
人
」
は

2
0

（

）

「
私
」
が
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
一
人
称
小
説
だ
が
、
文
末
に
は
敬
体
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、
聞
き
手
へ
の
敬
意
を
示
す
形
で
語
り
手
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
ま
た
『
新

思
潮
』
に
初
め
て
掲
載
し
た
小
説
「
老
年
」
は
、
一
見
す
る
と
よ
く
あ
る
三
人
称
小

2
1

（

）

説
の
よ
う
な
文
体
に
見
え
る
の
だ
が
、
「
中
洲
の
大
将
の
話
で
は
（
中
略
）
と
云

ふ
」
と
、
物
語
世
界
内
の
人
物
か
ら
の
伝
聞
が
語
ら
れ
る
内
容
の
情
報
源
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
て
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
噂
話
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の

物
語
を
語
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
、
物
語
世
界
内
の
人
間
と
し
て
の
性
質
が
示
さ
れ

て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
三
人
称
小
説
は
い
つ
で
も
語
り
手
が
自
己
の
姿
を
現
す

2
2

（

）

こ
と
に
よ
っ
て
一
人
称
小
説
に
変
貌
し
得
る
と
し
て
、
三
人
称
小
説
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
も
実
は
全
て
潜
在
的
な
一
人
称
小
説
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
語
り
手
が
登
場
人
物
を
一
人
称
で
指
示
す
る
等
質
物
語
世
界

的
、
そ
れ
が
あ
り
得
な
い
異
質
物
語
世
界
的
の
区
別
を
立
て
た
。
「
老
年
」
の
こ
う

2
3

（

）

し
た
語
り
の
あ
り
方
は
、
単
に
語
り
手
が
潜
在
的
に
一
人
称
的
な
存
在
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
等
質
物
語
世
界
的
な
語
り
手
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

デ
ビ
ュ
ー
期
の
代
表
作
と
位
置
付
け
ら
れ
る
「
羅
生
門
」
で
は
異
質
物
語
世
界
的

2
4

（

）

s
e
n

な
語
り
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
王
朝
時
代
の
人
物
に
対
し
て
当
て
ら
れ
る
「

-

tim
e
n
ta
lis
m

」
と
い
う
横
文
字
は
近
代
的
知
識
人
と
し
て
の
語
り
手
の
イ
メ
ー
ジ

を
浮
か
ば
せ
、
「
旧
記
に
よ
る
と
」
「
作
者
は
さ
つ
き
（
中
略
）
と
書
い
た
。
し
か
し
」

な
ど
の
言
葉
も
、
語
り
手
の
書
記
行
為
を
前
景
化
す
る
。
商
業
誌
デ
ビ
ュ
ー
作
「
芋

2
5

（

）

粥
」
で
も
や
は
り
「
旧
記
」
が
語
り
手
の
情
報
源
と
し
て
参
照
さ
れ
、
「
読
者
は

2
6

（

）

唯
、
平
安
朝
と
云
ふ
、
遠
い
昔
が
背
景
に
な
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
を
、
知
つ
て
さ
へ

ゐ
て
く
れ
れ
ば
、
よ
い
の
で
あ
る
」
と
読
者
に
語
り
か
け
る
文
体
が
用
い
ら
れ
、
新

人
作
家
の
登
龍
門
『
中
央
公
論
』
に
初
め
て
掲
載
し
た
「
手
巾
」
で
は
、
語
り
手
は

2
7

（

）

「
従
つ
て
読
者
に
は
（
中
略
）
感
を
与
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
」
と
読
者
の
持

つ
印
象
を
忖
度
し
、
あ
る
い
は
「
さ
う
解
釈
し
よ
う
と
す
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
自
分
の
書
く
心
も
ち
を
、
わ
ざ
と
シ
ニ
カ
ル
に
曲
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
読
み
方
を
指
示
す
る
よ
う
な
文
体
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
芥
川
は
様
々
な
文
体
の
作
品
を
発
表
し
て
い
く
が
、
そ
の
多
く
が
、

語
り
手
が
人
格
と
し
て
の
役
割
を
隠
し
て
「
機
能
」
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
だ
と

す
る
規
範
を
拒
む
か
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
芥
川
の
作
品
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
の
が
入
れ
籠
構
造
で
あ
る
。
語
る
水

準
を
あ
え
て
前
景
化
し
な
く
て
も
そ
の
物
語
世
界
内
の
出
来
事
を
記
述
す
る
だ
け
で

十
分
に
作
品
と
し
て
成
立
し
そ
う
な
物
語
に
、
そ
れ
を
語
る
水
準
を
対
象
化
す
る
記

述
を
わ
ざ
わ
ざ
加
え
た
よ
う
な
作
品
も
多
い
。
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
「
酒

虫
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
主
人
公
の
体
験
し
た
出
来
事
が
一
通
り
語
ら
れ
た
後
、
そ
の

2
8

（

）

出
来
事
を
語
り
継
い
で
き
た
人
々
に
よ
る
解
釈
に
つ
い
て
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
示
し

て
み
せ
、
「
こ
れ
ら
の
答
の
中
で
、
ど
れ
が
、
最
よ
く
、
当
を
得
て
ゐ
る
か
、
そ
れ

D
id
a
c
tic
is
m

は
自
分
に
も
わ
か
ら
な
い
。
自
分
は
、
唯
、
支
那
の
小
説
家
の

に
倣

害6害
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害7害

つ
て
、
か
う
云
ふ
道
徳
的
な
判
断
を
、
こ
の
話
の
最
後
に
、
列
挙
し
て
見
た
ま
で
ゝ

あ
る
」
と
し
て
、
最
も
「
当
を
得
」
た
語
り
方
が
「
わ
か
ら
な
い
」
と
す
る
「
自
分
」

の
問
題
を
対
象
化
す
る
。
作
中
で
示
さ
れ
る
出
来
事
は
実
は
多
く
の
人
々
が
語
っ
て

き
た
も
の
で
も
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
多
様
に
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
自
体
も
含
め
て

改
め
て
「
自
分
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
、
と
い
う
重
層
化
し
た
入
れ
籠
構
造
が
短
い

記
述
の
中
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

語
る
水
準
に
つ
い
て
本
格
的
に
記
述
し
て
、
そ
の
水
準
に
何
か
し
ら
出
来
事
を
展

開
さ
せ
る
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
選
ば
れ
る
こ
う
し
た
書
き
方

は
、
あ
た
か
も
入
れ
籠
構
造
に
し
て
お
く
こ
と
自
体
が
大
き
な
目
的
で
あ
る
か
の
よ

う
に
さ
え
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
も
、
多
様
な
入
れ
籠
構
造

が
、
芥
川
の
発
表
す
る
作
品
に
繰
り
返
し
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
に
は
、
第

一
次
物
語
言
説
を
語
る
「
自
分
」
な
ど
の
語
り
手
に
つ
い
て
、
作
者
芥
川
龍
之
介
を

重
ね
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
出
来
そ
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
も
の

も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
坪
内
逍
遥
的
な
規
範
へ
の
拒
否
の
反
復
は
、
全
知
の
よ
う
に
見
え

る
三
人
称
的
な
語
り
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
物
語
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
語
る
者
の

存
在
は
い
つ
で
も
一
人
称
的
な
存
在
と
し
て
前
景
化
し
得
る
の
だ
と
い
う
、
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
が
注
意
を
促
し
た
あ
の
問
題
へ
の
意
識
を
喚
起
す
る
。

「
機
能
」
の
よ
う
に
見
え
る
語
り
手
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル

で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
様
々
な
人
間
的
な
限
界
か
ら
は
無
縁
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

え
る
語
り
手
も
、
実
は
人
間
的
な
限
界
に
制
約
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中

で
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
い
つ
で
も
そ
う
し
た
人
間
的
な
相
を
露
出
し
得
る

可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
芥
川
の
作
品
が
注
意
を
促
し
続
け
る

点
な
の
で
あ
る
。

四

知
り
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
語
り

は
じ
め
に
触
れ
た
通
り
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
議
論
に
お
い
て
は
、
人
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
発
話
と
「
機
能
」
と
し
て
の
語
り
手
の
言
葉
と
を
全
く
異

な
る
も
の
と
し
て
区
別
す
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
立

場
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
三
人
称
小
説
の
語
り
は
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

は
「
言
語
意
識
」
が
根
本
的
に
違
い
、
テ
ン
ス
や
ア
ス
ペ
ク
ト
、
話
法
と
い
っ
た
言

語
学
的
な
レ
ベ
ル
で
明
確
に
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
橋
本
は
、
欧
米
語
と

は
異
な
る
日
本
語
の
特
殊
性
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
「
現
実
の
場
に
話
し
手
と
聞
き

手
が
い
て
、
「
い
ま
」
と
「
こ
こ
」
が
定
ま
っ
て
い
る
場
合
と
物
語
と
で
は
、
言
語

表
現
が
異
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
物
語
の
語
り
手
の
よ

う
に
見
え
て
い
た
存
在
が
、
「
現
実
の
場
に
話
し
手
と
聞
き
手
が
い
て
、
「
い
ま
」
と

「
こ
こ
」
が
定
ま
っ
て
い
る
」
よ
う
な
語
り
手
に
変
貌
す
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と

は
、
容
易
に
は
起
こ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

確
か
に
、
物
語
の
言
語
表
現
と
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
言
語
表
現
の
間

の
差
異
に
つ
い
て
の
橋
本
の
指
摘
は
あ
る
程
度
正
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
差
異
が
ど
の
程
度
根
本
的
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
吟
味
の
余

地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
芥
川
は
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
作
品
を
書
い
て
い
る
。
彼

の
作
品
で
は
、
安
定
し
た
三
人
称
小
説
の
も
の
と
し
て
は
破
格
の
よ
う
に
も
見
え
る

文
体
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
拙
著
で
既
に
触
れ
た
こ
と
の
あ
る
例
だ

2
9

（

）

が
、
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
こ
う
。

一
つ
は
、
「
羅
生
門
」
に
お
け
る
老
婆
の
長
い
弁
明
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
初

出
や
初
刊
で
は
一
般
的
な
間
接
話
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
の
形
に
な
る
際

3
0

3
1

（

）

（

）

に
、
発
話
部
分
に
カ
ギ
括
弧
が
付
さ
れ
、
語
尾
は
「
だ
ぞ
よ
」
「
ぢ
や
わ
い
の
」
な

ど
、
明
ら
か
に
地
の
文
と
は
異
な
り
、
老
婆
自
身
の
声
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
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も
の
に
改
め
ら
れ
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
間
接
話
法
が
直
接
話
法
の
よ
う
に
書
き
改

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
発
話
を
承
け
る
地
の
文
は

「
老
婆
は
、
大
体
こ
ん
な
意
味
の
事
を
云
つ
た
」
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
直
接
話
法
と
い
う
の
は
語
り
手
に
よ
る
要
約
を
経
な
い
発
話
の
そ
の
ま

ま
の
提
示
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
「
大
体
こ
ん
な
意
味
の
事
」
と
い
う

承
け
方
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
語
り
手
に
よ
る
要
約
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
、
そ
こ
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。
「
羅
生
門
」
の
語
り
は
、
ど
の
よ
う
な

他
の
形
式
よ
り
も
語
り
手
の
操
作
の
余
地
が
残
り
に
く
い
は
ず
の
直
接
話
法
の
形
式

に
お
い
て
さ
え
語
り
手
に
よ
る
要
約
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
あ
え
て
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
物
語
世
界
を
編
集
す
る
語
り
手
自
身
の
像
を
印
象
づ
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
こ
れ
は
、
改
稿
時
に
直
接
話
法
へ
の
変
換
の
た
め
に
必
要
な
修
正
を
う
っ

か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
作
者
の
ミ
ス
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？

そ
う
捉
え
て
処

理
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
簡
単
な
の
だ
が
、
芥
川
が
、
語
り
手
の
権
能
を
大
き
め
に

見
積
も
る
よ
う
な
語
り
を
様
々
な
形
で
提
示
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

そ
う
捉
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

分
か
り
や
す
い
例
は
「
南
瓜
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
「
僕
」
が
「
君
」
に

3
2

（

）

「
よ
」
「
ね
」
な
ど
の
語
り
か
け
の
語
尾
を
持
つ
言
葉
に
よ
っ
て
「
あ
い
つ
」
の
話

を
し
て
い
る
の
が
文
体
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
た
つ
た
一
人
」
を
除
い
て

「
そ
こ
に
ゐ
た
手
合
ひ
に
や
」
「
わ
か
り
や
し
な
」
か
っ
た
外
国
語
の
発
話
の
内
容

が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
確
定
的
に
語
っ
て
み
せ
る
。
し
か
し
奇
妙
な
の
は
、
そ

れ
が
理
解
で
き
た
「
た
つ
た
一
人
」
の
成
金
、
奈
良
茂
と
い
う
の
が
、
そ
の
瞬
間
に

殺
さ
れ
た
人
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
に
死
ん
だ
人
物
だ
け
に
分

か
っ
た
こ
と
を
、
果
た
し
て
語
り
手
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

3
3

（

）

も
ち
ろ
ん
、
死
者
の
認
識
を
語
る
こ
と
も
、
三
人
称
小
説
で
あ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
特
殊

な
も
の
で
も
な
く
許
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
物
語
世
界
内
に
身
体
を
持
つ
語

り
手
が
そ
れ
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
り
手
は
、
「
も
と
よ
り
洒
落
だ
と
心
得
て

ゐ
た
か
ら
」
な
ど
、
奈
良
茂
の
内
面
に
つ
い
て
も
把
握
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
説
明

し
、
見
て
い
な
い
は
ず
の
こ
と
、
知
り
得
な
い
は
ず
の
こ
と
を
時
に
は
断
定
的
に

語
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
物
語
世
界
内
に
身
体
を
持
つ
人
間
は
他
者
の
内
面
を
確
定

的
に
語
れ
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
ル
ー
ル
を
仮
に
前
提
に
す
る
な
ら
ば
決
し
て
許

さ
れ
な
い
は
ず
の
語
り
が
、
平
然
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
「
龍
」
に
も
言
え
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
主
人
公
に
起
こ
っ
た
出
来

3
4

（

）

事
が
そ
れ
よ
り
後
の
時
代
か
ら
語
ら
れ
る
と
い
う
入
れ
籠
構
造
を
持
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
語
る
翁
は
、
「
一
人
も
そ
の
白
状
を
ほ
ん
た
う
と
は
思
は
な
か
つ
た
」
主
人

公
の
告
白
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
確
定
的
な
事
実
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
語
っ
て
い
く
。

だ
が
、
誰
も
本
当
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
翁
は
そ
の
内
容
が
事
実

3
5

（

）

で
あ
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
物
語
世
界
内
に
姿
を
見
せ
な
い
語
り
手
の
場

合
な
ら
ば
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
こ
う
し
て
語
り
手
が
物
語
世
界
内
の

人
間
と
し
て
も
登
場
す
る
と
、
奇
妙
な
事
態
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
わ

け
だ
が
、
芥
川
は
そ
う
し
た
語
り
の
構
図
を
、
ま
る
で
意
図
的
に
選
ん
で
で
も
い
る

か
の
よ
う
に
、
た
び
た
び
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
6

（

）

こ
う
し
た
こ
と
が
反
復
さ
れ
る
と
、
知
り
得
な
い
は
ず
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か

の
よ
う
に
語
る
と
い
う
こ
と
が
、
三
人
称
小
説
の
語
り
手
な
ら
ぬ
普
通
の
人
間
の
発

話
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
あ
り
得
る
の
か
、
と
い
う
微
妙
な
問
い

を
改
め
て
喚
起
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
あ
り
得
な
い
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

そ
れ
が
、
少
な
く
と
も
日
本
語
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
「
羅
生
門
」
も
「
南
瓜
」
も
「
龍
」
も
、
一
般
に
語
り

手
は
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
努
め
て

意
識
的
に
読
め
ば
、
確
か
に
右
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、

ほ
と
ん
ど
の
読
者
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
文
章
が
破
綻
し
た
作
品
と
し
て
は

害8害
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害9害

捉
え
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
世
界

内
に
身
体
を
持
つ
語
り
手
が
、
そ
の
物
語
世
界
内
の
直
接
は
知
ら
な
い
は
ず
の
こ
と

に
つ
い
て
確
定
的
に
語
っ
た
と
し
て
も
、
さ
ほ
ど
異
常
な
こ
と
と
は
捉
え
な
い
感
性

を
日
本
語
の
小
説
の
読
者
は
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
日
本
語
に
お
け
る
物
語
的
な
文
の
特
徴
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
な
の

は
、
橋
本
の
「
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
語
り
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
。
「
基
本

的
に
物
語
世
界
の
外
側
の
位
置
に
語
り
の
位
置
が
固
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
客
観
的
に

眺
め
ら
れ
る
」
よ
う
な
英
語
な
ど
の
言
語
に
お
け
る
自
由
間
接
話
法
と
は
異
な
り
、

日
本
語
の
場
合
は
「
人
物
の
視
点
や
内
的
感
情
、
内
的
言
語
に
同
化
す
る
」
こ
と
が

多
く
、
「
語
り
が
登
場
人
物
に
重
な
っ
て
は
い
る
が
、
依
然
と
し
て
別
々
の
主
体
と

し
て
あ
り
、
完
全
に
同
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
特
殊
な
文
体
で
語
ら

れ
る
、
そ
れ
を
「
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
語
り
」
と
呼
ぼ
う
、
と
い
う
の
が
橋
本
の

提
案
で
あ
る
。
「
人
物
「
彼
」
の
位
置
に
移
動
し
て
い
る
の
で
、
「
彼
」
の
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
語
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
彼
」
自
身
も
同
じ
流
れ

の
中
で
言
語
化
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
り
が
完
全
に
「
彼
」
に
同
化
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
す
ぐ
そ
ば
「
背
後
」
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
位
置
か
ら

語
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が
そ
の
典
型
的
な
あ
り
方
で
、
語
り

手
が
客
観
的
位
置
か
ら
語
っ
て
い
る
の
か
、
物
語
状
況
内
か
ら
語
っ
て
い
る
の
か
を

英
語
の
よ
う
に
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
の
な
い
語
り
方
が
許
容
さ
れ
る
感
覚
が
共
有

さ
れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
だ
が
、
右
に
述
べ
た
こ
と
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
曖
昧
さ
に

由
来
す
る
問
題
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。
欧
米
語
の
よ
う
に
語
り
手
の
位
置
が
確

定
さ
れ
、
そ
の
位
置
か
ら
可
能
な
語
り
方
が
固
定
さ
れ
る
よ
う
な
言
語
で
あ
れ
ば
破

格
に
な
っ
て
し
ま
う
文
が
、
日
本
語
の
物
語
文
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な

い
も
の
と
し
て
通
用
し
得
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
橋
本
の
「
競
馬
実
況
モ
デ
ル
」
は
、
こ
う
し
た
芥
川
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
問
題
に
も
う
一
つ
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

は
、
テ
レ
ビ
で
Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
見
な
が
ら
な
さ
れ
る
競
馬
実
況
の
言
葉
に
も
、
三
人
称
小

説
の
語
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
橋
本
は
こ

の
例
か
ら
「
物
語
の
用
法
は
本
当
に
特
殊
で
例
外
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
述

べ
、
「
観
察
可
能
な
対
象
物
と
し
て
脱
同
一
時
間
軸
化
し
て
叙
述
す
る
」
こ
と
が
日

本
語
に
お
い
て
は
物
語
文
だ
け
で
な
く
様
々
な
場
合
に
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

日
本
語
の
物
語
に
見
ら
れ
る
文
の
特
徴
が
、
三
人
称
小
説
の
語
り
だ
け
で
は
な
く
現

実
の
人
間
の
発
話
と
し
て
も
用
い
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
つ
ま

り
、
三
人
称
小
説
の
語
り
が
人
間
の
発
話
と
は
全
く
異
な
る
特
徴
を
備
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
文
体
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
そ
う
し
た
区
別
が

十
分
に
示
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
問
題
が
必
ず
し
も
芥
川
の
作
品
だ
け
の
問
題

で
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
探
偵
小
説
に
お
い
て
、
探
偵
が
直
接

に
は
知
り
得
な
い
犯
行
場
面
に
関
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
犯
人
の
動
機
や
内
面
さ

え
含
め
て
確
定
的
に
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
登
場
人
物
と
し
て
の
探
偵
に
そ
う
し
た
語
り
が
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
実
の

探
偵
が
そ
の
よ
う
に
語
っ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て

い
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば

当
然
な
が
ら
そ
れ
は
職
業
的
な
探
偵
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
の
内
面
を
推
理
し
て
探

偵
的
に
語
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お
い
て
認
め
ら
れ
得
る
語
り
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

芥
川
の
発
表
し
た
文
章
の
中
に
も
、
そ
う
し
た
典
型
的
な
探
偵
小
説
の
文
体
に
よ

る
作
品
「
未
定
稿
」
が
あ
る
。
探
偵
役
と
な
る
本
多
は
、
「
昨
夜
は
あ
の
降
り
に
、

3
7

（

）

余
程
御
酩
酊
の
や
う
で
し
た
な
。
何
し
ろ
あ
あ
河
岸
を
変
つ
て
、
御
飲
み
直
し
に
な

つ
た
の
ぢ
や
、
い
く
ら
先
生
で
も
た
ま
り
ま
す
ま
い
」
と
、
自
分
で
は
見
て
い
な

か
っ
た
は
ず
の
情
景
に
つ
い
て
あ
り
あ
り
と
推
理
し
て
み
せ
る
。
こ
こ
で
は
「
や
う

で
し
た
な
」
「
ま
い
」
な
ど
の
推
測
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
文
末
表
現
を
基
調
と
し
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な
が
ら
も
、
「
あ
あ
河
岸
を
変
つ
て
」
と
い
う
確
定
的
な
言
葉
遣
い
に
よ
っ
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
非
凡
な
探
偵
だ
か
ら
こ
そ
可

能
と
な
る
特
殊
な
語
り
方
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
対
話
の
相
手
で
あ
る
柳
北

先
生
は
、
こ
れ
が
そ
う
し
た
本
多
の
特
殊
な
能
力
に
よ
る
も
の
だ
と
気
付
い
て
「
ど

う
し
て
又
君
は
、
そ
ん
な
事
を
知
つ
て
ゐ
る
の
だ
い
」
と
驚
く
前
に
、
「
う
つ
か
り

釣
込
ま
れ
て
」
自
然
に
返
事
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

確
か
に
日
本
語
に
お
い
て
も
、
ど
の
よ
う
に
知
り
得
た
の
か
分
か
ら
な
い
他
者
の

言
動
や
内
面
に
つ
い
て
の
確
定
的
な
語
り
は
、
典
型
的
に
は
三
人
称
小
説
に
よ
く
見

ら
れ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
会
話
に
お
い
て
そ
れ
が
不
自
然
に
感
じ
ら

れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
言
語
感
覚
上
の
破
格
の
た
め
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
相
手
が
そ
う
い
っ
た
発
話
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を

「
う
っ
か
り
」
受
け
容
れ
て
返
事
を
し
て
し
ま
う
程
度
に
は
文
法
的
に
も
自
然
に
受

け
止
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
る
の
ち
に
実
際
問
題
と
し
て
「
ど
う
し
て
又
君

は
、
そ
ん
な
事
を
知
つ
て
ゐ
る
の
だ
い
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
、
と
い
う
の
が
、

日
本
語
に
お
け
る
事
情
で
あ
ろ
う
。

物
語
的
な
語
り
口
に
よ
っ
て
身
近
な
他
者
の
出
来
事
や
内
面
を
再
現
し
て
み
る
と

い
う
会
話
は
、
我
々
の
日
常
生
活
で
も
そ
う
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
特
に
例
を
挙

げ
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
噂
話
を
物
語
風
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
聞
く
人
を
楽

し
ま
せ
る
人
物
は
、
し
ば
し
ば
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
気
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

そ
の
語
り
が
十
分
に
巧
み
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
語
り
を
行
う
人
物
に
「
あ

な
た
に
は
他
者
の
内
面
を
確
定
的
に
語
る
資
格
は
な
い
は
ず
だ
」
な
ど
と
い
う
指
摘

を
行
う
人
は
あ
ま
り
い
な
い
だ
ろ
う
。
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
指
摘
を
行
っ
た
側
が

無
粋
な
人
物
だ
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ
り
得
る
。
橋
本
の
言
葉
で
言
え

ば
、
「
観
察
可
能
な
対
象
物
と
し
て
脱
同
一
時
間
軸
化
」
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
さ
え
了
解
さ
れ
て
い
れ
ば
、
不
自
然
な
く
物
語
的
な
語
り
を
採
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

芥
川
に
限
ら
な
い
が
、
典
型
的
な
三
人
称
小
説
の
文
体
に
よ
っ
て
第
二
次
物
語
言

説
が
語
ら
れ
た
上
で
、
そ
れ
が
第
一
次
物
語
言
説
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
入
れ
籠
構
造
の
小
説
と
い
う
の
は
、
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
『
浮
雲
』
以
来
、
欧
米
的
な
三
人
称
小
説
の
文
体
の
日
本
語

に
お
け
る
確
立
、
定
着
が
図
ら
れ
た
こ
と
と
並
行
し
て
、
そ
う
し
た
作
品
の
パ
タ
ー

ン
も
反
復
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
人
に
、
も
う
一
つ
の
言
語
感
覚
を
教
え
続
け

て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
新
た
に
日
本
語
に
導
入
さ
れ
た
三
人
称
小
説

的
な
語
り
口
と
い
う
も
の
が
、
第
一
次
物
語
言
説
の
異
質
物
語
世
界
的
な
語
り
手
だ

け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
等
質
物
語
世
界
的
な
語
り
手
に
も
可
能
で
あ
る

こ
と
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
現
実
の
人
間
が
、
同
じ
世
界
を
生
き
る
他
者
の
内

面
や
直
接
は
知
ら
な
い
は
ず
の
出
来
事
に
つ
い
て
大
胆
に
確
定
的
な
口
調
で
語
る
こ

と
も
、
言
語
感
覚
の
レ
ベ
ル
で
は
必
ず
し
も
禁
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
「
ど
う
し
て
又
君
は
、
そ
ん
な
事

を
知
つ
て
ゐ
る
の
だ
い
」
と
い
う
疑
問
を
喚
起
す
る
。
し
か
し
そ
の
疑
問
は
本
来
、

三
人
称
小
説
の
文
体
を
自
明
と
し
な
い
言
語
感
覚
の
持
ち
主
に
と
っ
て
は
、
三
人
称

小
説
の
語
り
手
に
対
し
て
も
投
げ
か
け
ら
れ
得
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
「
旧
記
」
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
つ
つ
、
そ
こ
に
は
書
い
て
い
な
い

こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
書
け
な
い
、
な
ど
と
述
べ
て
み
せ
る
芥
川
作
品
の
語
り
は
、

そ
う
し
た
疑
問
へ
の
配
慮
を
先
取
り
し
、
こ
と
さ
ら
に
前
景
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

異
質
物
語
世
界
的
な
語
り
手
が
直
接
話
法
で
示
さ
れ
る
発
話
を
編
集
し
て
み
せ
た

り
、
等
質
物
語
世
界
的
な
語
り
手
が
知
り
得
な
い
は
ず
の
こ
と
を
確
定
的
に
語
っ
た

り
す
る
、
と
い
う
芥
川
の
作
品
が
読
者
に
喚
起
す
る
「
ど
う
し
て
」
と
い
う
問
い
は
、

三
人
称
小
説
の
文
体
が
成
立
し
得
る
こ
と
へ
の
問
い
に
も
地
続
き
に
繋
が
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
三
人
称
小
説
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
新
た
な
言
語
感
覚

害10害
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は
、
現
実
に
生
き
る
人
間
に
も
新
た
な
表
現
の
可
能
性
を
与
え
得
る
。
芥
川
の
場
合
、

そ
う
し
た
言
語
感
覚
の
可
能
性
を
追
求
し
た
が
ゆ
え
に
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
表
現

を
示
し
続
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

五

焦
点
化
理
論
の
二
つ
の
系
統

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
芥
川
の
作
品
を
は
じ
め
、
日
本
の
近
代
小
説
に
お
い

て
語
り
手
を
機
能
と
し
て
考
え
る
こ
と
、
人
格
的
な
側
面
が
な
い
も
の
と
前
提
す
る

こ
と
は
、
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
説
の
語
り
手
は
、
一

見
す
る
と
人
格
の
な
い
機
能
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
い
つ
で
も
人

格
的
な
側
面
を
露
わ
に
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
格
と

し
て
の
役
割
は
、
必
ず
し
も
内
包
さ
れ
た
作
者
、
な
い
し
非
超
越
的
作
者
と
い
っ
た

作
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
語
り
手
の
も
の
と

考
え
る
べ
き
場
合
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
語
る
か
と
い
う
欲
望
を
抱
い
た
語
り
手
と

い
う
の
は
、
小
説
に
お
い
て
表
現
さ
れ
得
る
も
の
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
我
々
は
ま
だ
「
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
に
お
い

て
要
請
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
は
不
要
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
条
件

は
ど
の
よ
う
に
検
討
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
最
初
の
問
い
に
十
分
答
え
て
は

い
な
い
。
芥
川
の
場
合
は
そ
う
し
た
側
面
を
積
極
的
に
示
す
作
品
を
多
く
書
い
て
い

た
、
と
い
う
よ
う
な
作
家
ご
と
の
傾
向
は
言
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
作

品
が
多
い
こ
と
に
よ
る
結
果
と
し
て
産
ま
れ
る
印
象
で
あ
っ
て
、
条
件
や
根
拠
で
は

な
い
。

重
要
な
の
は
、
こ
の
条
件
は
、
文
を
個
別
に
取
り
出
し
て
判
別
で
き
る
も
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
格
を
持
っ
た
語
り
手

の
場
合
も
、
あ
た
か
も
人
格
を
持
た
な
い
純
粋
な
機
能
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
は

可
能
で
あ
り
、
三
人
称
小
説
と
は
、
語
り
手
に
そ
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
を
許
す

制
度
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
文
ご
と
、
場
面
ご
と
の
単
位
で
見
る
観
点
か
ら
は
、
機

能
な
の
か
、
人
間
が
一
時
的
に
機
能
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
の
か
の
区
別
は
困

難
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
語
り
手
が
一
貫
し
て
機
能
の
よ
う
に
振
る
舞
い
続
け

る
作
品
に
関
し
て
は
、
読
者
の
側
も
そ
れ
を
機
能
と
し
て
捉
え
て
お
い
て
も
そ
れ
ほ

ど
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
ど
こ
か
で
そ
の
振
る
舞
い
に
綻
び
を
生
じ
さ
せ
て
い
る

場
合
に
は
、
急
に
人
格
と
し
て
の
側
面
が
前
景
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
を
、
一
つ
の
文
の
分
析
な
い
し
そ
の
周
辺
の
い
く
つ
か
の
文
同
士

の
関
連
の
分
析
を
行
う
も
の
だ
と
捉
え
る
か
、
ま
た
は
作
品
全
体
の
文
脈
や
構
造
を

見
る
も
の
と
捉
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
分
野
を
二
つ
に
分
け
る
ほ
ど
の
大

き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。fo

c
a
lis
a
tio
n

た
と
え
ば
焦
点
化

と
い
う
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
基
本
と
な
る
術
語
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
を
提
案
し
た
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
時
点
で
、
実
は
両
方
の
側
面
が
入
り

交
じ
っ
て
い
た
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
焦
点
化
の
公
式
は
、
必
ず
し
も
あ
る
作
品
の
全
体
に

関
わ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
物
語
切
片

ご
く
短

い
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

に
の
み
関
わ
る
も
の
」
だ
と
さ
れ
、
こ
の
方

向
性
を
引
き
継
い
だ
ミ
ー
ケ
・
バ
ル
や
パ
ト
リ
ッ
ク
・
オ
ニ
ー
ル
に
よ
っ
て
文
ご
と

3
8

3
9

（

）

（

）

に
細
か
く
焦
点
化
が
切
り
替
わ
る
様
相
を
記
述
で
き
る
モ
デ
ル
へ
と
修
正
さ
れ
て

い
っ
た
が
、
こ
の
系
統
が
最
も
整
理
さ
れ
た
理
論
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ

れ
は
、
文
の
背
後
に
想
定
す
る
人
格
の
存
在
を
最
小
限
に
見
積
も
る
議
論
と
相
性
が

よ
い
も
の
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
橋
本
の
「
タ
形
と
ル
形
の
交

替
」
や
話
法
の
分
析
な
ど
も
、
や
は
り
一
つ
の
文
を
取
り
出
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

前
後
の
文
と
比
較
す
る
程
度
の
範
囲
を
見
れ
ば
作
品
全
体
を
見
な
く
て
も
十
分
に
ナ

ラ
ト
ロ
ジ
ー
的
な
分
析
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
前
提
に
立
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
一
方
で
、
焦
点
化
が
「
一
時
的
な
侵
犯
」
す
な
わ
ち
「
変
調
」
を
示
す
こ

と
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
作
品
や
場
面
の
中
で
「
支
配
的
な
コ
ー
ド
」

が
あ
る
、
と
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
述
べ
る
と
き
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
は
小
さ
な
物
語
切
片
で
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は
な
く
、
作
品
全
体
な
い
し
は
十
分
に
大
き
な
文
脈
を
見
る
べ
き
も
の
と
し
て
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。

本
稿
を
含
め
、
作
品
解
釈
に
関
心
を
持
つ
読
者
や
研
究
者
が
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
に
求

め
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
後
者
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
た
び
た
び
示
唆
的
な

分
析
と
し
て
参
照
し
て
き
た
橋
本
の
枠
組
み
の
本
稿
の
関
心
か
ら
見
た
場
合
の
惜
し

む
べ
き
点
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
点
、
そ
し
て
特
別

に
限
定
さ
れ
た
関
心
と
方
法
に
基
づ
い
て
「
語
り
手
」
と
「
非
超
越
的
な
作
者
」
の

関
係
を
設
定
し
、
人
格
的
な
側
面
を
「
非
超
越
的
な
作
者
」
に
還
元
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
語
り
手
か
ら
人
格
的
な
側
面
を
取
り
払
お
う
と
試
み
た
点
で
あ
る
。

4
0

（

）

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
日
本
語
の
物
語
文
の
テ
ン
ス
や
ア
ス
ペ
ク
ト
、
話
法
に
注
目

し
て
そ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
を
整
理
し
よ
う
と
い
う
橋
本
の
問
題
設
定
に
即
し
た
限

り
、
そ
れ
な
り
に
適
切
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
よ
く
作
品
解
釈
で
関
心
の

的
と
な
る
よ
う
な
意
味
で
の
語
り
の
構
造
と
は
大
き
く
異
な
る
関
心
か
ら
出
発
し
て

い
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
橋
本
の
枠
組
み
が
そ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
文
や
場
面
の
単
位
で
そ
う
し
た
こ
と
を
見
る
た
め
に
は
語
り

手
と
非
超
越
的
な
作
者
の
関
係
と
い
う
程
度
の
理
解
を
し
て
お
け
ば
ひ
と
ま
ず
十
分

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
作
品
解
釈
が
し
ば
し
ば
関
心
を
向
け
る
意
味
の
語

り
手
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
そ
も
そ
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

橋
本
の
言
う
「
非
超
越
的
作
者
」
は
個
々
の
小
説
作
品
の
作
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う

よ
り
は
、
特
定
の
言
語
で
物
語
風
に
何
か
が
語
ら
れ
る
際
に
、
そ
の
言
語
に
よ
る
言

表
主
体
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
言
語
意
識
、
と
い
っ
た
問
題
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
橋
本
の
「
語
り
手
」
は
、
個
々
の
小
説
作
品
で
重
層
的
に
構
造
さ
れ
た
複
数

の
物
語
言
説
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手
と
い
う
よ
り
は
、
典
型
的
な
物
語
風
の
文
に
お

い
て
そ
の
言
表
の
あ
り
方
が
結
果
的
に
示
す
こ
と
に
な
る
特
定
の
位
置
、
と
い
う
も

の
に
近
い
。

一
方
で
、
小
説
作
品
の
解
釈
に
お
い
て
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
語
り
の
問
題
に
つ
い

て
、
焦
点
化
の
分
析
枠
組
み
と
し
て
高
い
精
度
を
保
ち
つ
つ
、
小
説
の
語
り
手
の
言

葉
が
聞
き
手
に
特
定
の
印
象
を
与
え
よ
う
と
す
る
恣
意
性
を
読
み
取
る
べ
き
も
の
で

あ
り
得
る
こ
と
、
誤
り
得
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
人
格
性
を
持
ち
得
る
こ
と
、
等
に
つ

い
て
主
要
な
関
心
を
向
け
て
い
る
理
論
は
、
オ
ニ
ー
ル
の
も
の
で
あ
る
。
オ
ニ
ー
ル

の
「
腹
話
術
的
効
果
」
、
複
数
の
焦
点
化
子
が
重
な
る
「
複
合
焦
点
化
」
、
さ
ら
に

曖
昧
さ
や
不
確
定
性
を
含
む
「
複
雑
焦
点
化
」
と
い
っ
た
発
想
は
、
語
り
手
が
常
に

人
格
性
を
持
ち
得
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
一
つ
の
文
に
複
数
の
焦
点
化
が

働
い
て
い
る
様
相
、
複
数
の
人
間
の
思
惑
が
関
係
し
得
る
こ
と
を
分
析
可
能
な
枠
組

み
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

日
本
語
に
特
化
し
た
橋
本
の
「
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
語
り
」
な
ど
の
分
析
は
、

言
語
を
問
わ
な
い
も
の
と
し
て
抽
象
度
を
上
げ
れ
ば
オ
ニ
ー
ル
の
も
の
と
重
な
る
点

が
多
い
が
、
オ
ニ
ー
ル
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
オ
ニ
ー
ル
は
語
り
手
に
人
格
性

4
1

（

）

を
認
め
、
「
た
と
え
語
り
手
自
身
に
対
し
て
で
あ
れ
、
物
語
は
常
に
だ
れ
か
に
向
け

て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
常
に
具
体
的
な
趣
意
な
り
訴
え
を
持
っ
て

い
て
、
具
体
的
な
効
果
の
ほ
ど
を
ね
ら
っ
た
り
、
具
体
的
な
反
応
を
望
ん
だ
り
す
る

の
で
あ
る
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
語
り
が
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
常
に
信
頼
で
き
な
い
」

な
ど
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
橋
本
は
語
り
の
問
題
に
伴
う
人
格
性
を
「
非
超
越
的

作
者
」
に
集
約
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
、
語
り
手
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
機
能
」
で

あ
る
と
見
て
「
三
人
称
小
説
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
誤
謬
が
な
い
」
こ
と
を
前
提

に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
誤
謬
の
な
い
客
観
的
な
叙
述
で
あ
る
こ
と
を
ひ
と
た
び
前
提

と
す
る
と
、
そ
こ
に
恣
意
が
入
り
込
む
様
々
な
可
能
性
に
つ
い
て
は
見
え
に
く
い
も

の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
オ
ニ
ー
ル
の
枠
組
み
な
ら
ば
分
析
し
得

た
、
物
語
全
体
を
踏
ま
え
た
語
り
の
構
造
を
検
討
す
る
可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

4
2

（

）

橋
本
が
そ
の
よ
う
に
し
た
の
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
「
暗
黙
の
作
者
」
の
存
在
を
否

定
し
た
と
き
に
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
の
発
想
を
掲
げ
た
の
と
同
じ
く
、
も
の
ご
と

4
3

（

）

害12害
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害13害

を
説
明
す
る
た
め
の
要
素
は
な
る
べ
く
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と

い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
理
論
家
の
希
望
に
反
し
て
、
小
説
と

い
う
も
の
は
実
際
に
は
語
り
の
構
造
を
い
く
ら
で
も
複
雑
に
構
成
し
得
る
。
ブ
ー
ス

や
チ
ャ
ト
マ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
「
内
包
さ
れ
た
作
者
」
の
概
念
を
保
存
し
て
お

4
4

（

）

く
こ
と
が
必
要
な
理
由
は
、
「
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
」
を
検
討
し
う
る
可
能
性
を

担
保
し
て
お
く
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
第
八
章
や
本
稿

で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
機
能
の
よ
う
に
振
る
舞
う
語
り
手
が
実
は
特
定

の
人
間
的
な
制
約
の
も
と
に
あ
り
、
し
か
も
語
り
手
の
そ
う
し
た
事
態
を
表
現
す
る

こ
と
自
体
が
作
品
の
眼
目
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
っ
た
場
合
も
あ
る
。

こ
れ
は
小
説
観
の
問
題
に
も
な
っ
て
く
る
が
、
こ
う
し
た
特
徴
を
小
説
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
に
と
っ
て
そ
れ
な
り
に
重
要
な
も
の
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
「
オ
ッ
カ
ム
の

剃
刀
」
は
封
印
し
、
「
人
間
の
数
が
多
す
ぎ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
我
慢
し
て
捉
え
得

4
5

（

）

る
モ
デ
ル
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
先
に
見
た
通
り
、
「
競
馬
実
況
モ
デ
ル
」

4
6

（

）

と
い
う
橋
本
自
身
が
提
示
し
た
議
論
は
、
三
人
称
小
説
の
語
り
手
に
特
徴
的
な
も
の

と
思
わ
れ
る
言
語
意
識
が
、
日
本
語
に
お
い
て
は
現
実
の
人
間
が
口
頭
で
発
す
る
言

葉
と
地
続
き
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
語
り
手
を
必
ず
し
も
機
能
と
し
て
見
る
べ
き

で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
も
い
る
。

稿
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
橋
本
の
語
り
手
と
「
非
超
越
的
作
者
」
の
設
定
は
、
橋
本

の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
中
心
で
あ
り
魅
力
的
な
成
果
と
な
っ
て
い
る
テ
ン
ス
や
ア
ス
ペ

ク
ト
、
話
法
の
分
析
の
成
果
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
な
く
修
正
可
能
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
小
説
作
品
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
た
解

4
7

（

）

釈
の
議
論
に
も
よ
り
有
益
に
接
合
で
き
る
モ
デ
ル
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
、
と
提
案
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
人
格
的
で
あ
っ
て
語

り
の
内
容
に
は
恣
意
や
誤
謬
、
人
間
的
な
欲
望
が
入
り
込
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前

提
に
し
つ
つ
、
そ
の
一
つ
の
様
態
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
恣
意
が
な
い
か
の
よ
う
に
装

わ
れ
る
場
合
も
あ
る
、
と
見
た
方
が
、
様
々
な
作
品
の
構
造
に
対
応
し
た
分
析
が
可

能
と
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

逆
に
、
作
品
の
解
釈
に
関
心
を
向
け
る
者
が
現
行
の
橋
本
の
理
論
を
参
照
す
る
場

合
に
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
れ
ば
有
益
に
な
り
得
る
か
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ

う
。
橋
本
の
理
論
は
、
小
説
作
品
の
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
の
分
析
と
い
う
よ
り
は
、

多
く
の
日
本
の
小
説
の
語
り
手
が
そ
の
型
に
依
拠
し
て
振
る
舞
う
よ
う
な
、
い
か
に

も
物
語
ら
し
く
見
え
る
文
の
典
型
的
な
言
語
意
識
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
整
理
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
語
り
の
構
造
の
重
層
性

な
ど
の
話
は
、
そ
の
外
側
の
問
題
と
し
て
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
芥
川
の
多
く

の
作
品
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
小
説
の
持
つ
曖
昧
性
と
も
言
う
べ
き
特
徴

は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
物
語
の
「
自
己
瓦
解
」
の
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用

4
8

（

）

さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
橋
本
の
一
つ
一
つ
の
分
析

は
そ
の
様
相
を
捉
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。

さ
て
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
芥
川
の
作
品
解
釈
の
立
場
か
ら
言
え
る

こ
と
を
最
後
に
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

実
の
と
こ
ろ
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
第
八
章
で
行
っ
た
「
寄
生
す
る
語
り
」
の
議

論
は
、
書
籍
全
体
を
通
じ
て
依
拠
し
て
い
る
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
よ
り
は
、
オ
ニ
ー
ル
の
発

想
に
近
い
形
の
分
析
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
分
析
を
オ
ニ
ー
ル
の
枠
組
み
の
具
体

的
適
用
と
し
て
記
述
し
直
し
て
い
く
た
め
の
紙
幅
は
な
い
が
、
オ
ニ
ー
ル
の
「
文
学

的
な
物
語
言
説
は
物
語
言
説
の
背
景
を
自
己
言
及
的
に
扱
う
傾
向
が
極
め
て
顕
著
」

だ
と
い
う
文
学
観
や
、
埋
め
込
み
、
す
な
わ
ち
入
れ
籠
構
造
に
つ
い
て
の
、
「
ナ
ラ

ト
ロ
ジ
ー
の
理
論
は
「
あ
ら
ゆ
る
」
物
語
を
そ
の
埋
め
込
み
性
と
い
う
観
点
か
ら
読

む
よ
う
に
、
実
は
要
請
し
て
い
る
」
、
「
埋
め
込
み
と
い
う
状
況
は
、
特
別
の
効
果

の
た
め
に
偶
々
採
用
さ
れ
る
付
帯
的
な
構
造
上
の
過
剰
な
ど
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

物
語
の
中
心
的
な
構
造
特
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
主
張
を
見
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
分
析
は
、
芥
川
の
作
品
の
み
に
言
え
る
こ
と
と
い
う
よ
り
は
、
あ
ら
ゆ
る
小

説
に
お
い
て
潜
在
的
に
可
能
な
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
も
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か

44

48

45

46

47



る
。そ

し
て
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
第
八
章
で
暗
に
示
し
、
本
稿
で
改
め
て
確
認
し

て
お
き
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
分
析
は
実
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
理
論
の
時
点
で
も
十
分

に
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
焦
点
化
は
、
一
方
で
は
「
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
物
語
切
片

ご

く
短
い
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

に
の
み
関
わ
る
も
の
」
と
し
て
提
示
さ

れ
、
そ
の
後
の
理
論
家
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
ミ
ク
ロ
な
部
分
を
分
析
す
る
た
め
の

理
論
と
し
て
の
整
理
、
発
展
が
図
ら
れ
て
き
た
が
、
他
方
で
、
物
語
全
体
で
、
あ
る

い
は
一
つ
の
場
面
を
通
し
て
「
支
配
的
な
コ
ー
ド
」
を
持
つ
も
の
と
も
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
焦
点
化
は
、
ト
ド
ロ
フ

の
、
「
語
り
手
は
作
中
人
物
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
か
も
っ

と
正
確
に
は
、
語
り
手
は
ど
の
作
中
人
物
が
知
っ
て
い
る
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
語

る
」
か
「
語
り
手
は
、
あ
る
作
中
人
物
が
知
っ
て
い
る
こ
と
し
か
語
ら
な
い
」
か

「
語
り
手
は
作
中
人
物
が
知
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
少
な
く
し
か
語
ら
な
い
」
か
の

三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
る
分
類
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
も
し
語
り
手
に
関

し
て
、
一
定
の
情
報
の
制
約
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
設
定
が
あ
る
程
度
維
持
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
、
小
説
が
そ
の
存
在
に
つ
い
て
人
格
性
を
示
唆
す

る
形
で
提
示
す
る
こ
と
も
容
易
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

物
語
は
基
本
的
に
人
間
的
な
制
約
や
恣
意
と
関
わ
る
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
焦
点
化
の
支
配
的
な
コ
ー
ド
は
そ
れ
自
体
、
語
り
手
に
つ
い
て
特
定
の

人
物
像
を
想
像
さ
せ
る
も
の
と
し
て
も
機
能
し
得
る
。
小
説
は
こ
れ
ら
を
様
々
な
形

で
構
造
化
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
る
態
と
叙
法
の
区
別
を
重

層
的
構
造
の
分
析
に
発
展
可
能
な
も
の
と
し
て
組
み
替
え
た
オ
ニ
ー
ル
の
理
論
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
分
析
し
や
す
く
し
た
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
オ
ニ
ー
ル
の
理
論
で
分
析
可
能
な
問
題
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
焦
点
化

が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
持
っ
て
い
た
、
語
り
手
が
提
示
で
き
る
情
報
の
継
続
的
な
制
限

と
い
う
側
面
に
お
い
て
既
に
半
ば
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
応
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
第
七
章
に
も
書
い
た
が
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ

ス
ク
ー
ル
』
の
魅
力
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
枠
組
み
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
を

十
全
に
説
明
し
尽
く
せ
る
よ
う
な
全
能
感
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
仮
に
用

意
し
て
み
た
枠
組
み
を
逸
脱
し
て
い
く
よ
う
な
箇
所
こ
そ
が
最
も
注
視
す
る
べ
き
テ

ク
ス
ト
の
特
徴
と
し
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
局
面
、
そ
し
て
そ
れ
を
契
機
と
し
て
枠

組
み
自
体
が
更
新
さ
れ
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
理
論
を
読
む
者
に
興
奮
と

可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
一
貫
し
な
い
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
部
分
、
未
整
理
あ
る
い
は
不
十
分
な
部
分
は
焦
点
化
に
つ
い
て
の
も
の
だ

け
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
と
こ
ろ
こ
そ
、
小
説
作
品
が
示
す
様
々
な
挑
戦

的
な
試
み
に
対
応
し
得
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）

松
本
和
也
編
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
（
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成
二
十
八
年
十
月
）

（
２
）

「
南
京
の
基
督
」
（
『
中
央
公
論
』
大
正
九
年
七
月
）

（
３
）

三
人
称
小
説
、
一
人
称
小
説
と
い
う
区
別
の
仕
方
は
ま
さ
に
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が

否
定
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
理
論
家
も
参

照
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
等
質
物
語
世
界
的
／
異
質
物
語
世
界
的

と
い
う
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
区
別
で
厳
密
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
随
時
注
意
を
払
い
つ
つ
、
便
宜
の
た
め
に
こ
の
用
語
を
採
用
し
て
お
く
。

（
４
）

「
人
格
」
と
い
う
言
葉
は
「
立
派
な
人
格
の
持
ち
主
」
と
い
う
よ
う
な
価
値

を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
人
文
学
に
お
い
て
は
懐
疑
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
あ
る
が
、
本
稿
を
含
め
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
議
論
で
用
い
ら
れ
る
際
に
は

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
な
く
、
後
で
も
説
明
す
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
モ
デ
ル
を
適
用
し
て
考
え
る
べ
き
存
在
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
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「
人
間
的
」
な
ど
も
同
様
。

（
５
）

通
例
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
を
踏
ま
え
た
分
析
に
お
い
て
は
「
作
品
」
と
い
う
語

を
避
け
て
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は

「
作
品
」
と
い
う
語
を
積
極
的
に
採
用
す
る
。
そ
の
理
由
は
ま
さ
に
本
稿
の
論

旨
と
も
直
接
関
わ
る
が
、
簡
単
に
書
い
て
お
く
と
、
芥
川
龍
之
介
の
作
品
が
、

テ
ク
ス
ト
論
で
第
一
に
棄
却
さ
れ
る
よ
う
な
「
作
品
」
性
の
よ
う
な
も
の
を
し

ば
し
ば
前
景
化
し
、
対
象
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
も
含
め
て
徹
底
し
て
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
分
析
し
て
い
く
立
場
も
あ
り
得

よ
う
が
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
は
よ
く
読
め
ば
実
は
バ
ル
ト
的
な
テ

ク
ス
ト
論
の
立
場
の
採
用
を
必
然
的
に
要
請
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
「
テ
ク
ス
ト
」
の
語
に
拘
泥
し
な
い
。
こ
の
あ
た
り
の

問
題
に
つ
い
て
は
拙
著
『
小
説
と
は
何
か
？

芥
川
龍
之
介
を
読
む
』
（
ひ

つ
じ
書
房
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
）
の
「
は
じ
め
に
」
も
参
照
。

（
６
）

橋
本
陽
介
『
物
語
に
お
け
る
時
間
と
話
法
の
比
較
詩
学
』
（
水
声
社
、
平
成

二
十
六
年
九
月
）

（
７
）

た
だ
し
、
橋
本
の
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
の
邦
訳
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
書

籍
の
表
現
と
異
な
る
独
自
の
訳
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
こ
こ
で
は
橋

本
の
表
現
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
邦
訳
版
の
表
現
を
優
先
し
て
引
用
す
る
。

（
８
）

岸
本
道
夫
監
訳
、
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』

（
み
す
ず
書
房
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
）

（
９
）

植
和
田
光
晴
訳
、
ケ
ー
テ
・
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
『
文
学
の
論
理
』
（
松
籟
社
、

昭
和
六
十
一
年
六
月
）

（

）

B
a
n
fie
ld
,
A
n
n
.
U
n
sp
e
a
k
a
b
le
S
e
n
te
n
c
e
s
:
N
a
rra
tio
n
a
n
d
R
e
p
re
-

10

se
n
ta
tio
n
in
th
e
L
a
n
g
u
a
g
e
o
f
F
ic
tio
n
.
L
o
n
d
o
n
:
R
o
u
tle
d
g
e
,
1
9
8
2
.

（

）

花
輪
光
訳
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
物
語
の
構
造
分
析
』
（
み
す
ず
書
房
、
昭

11

和
五
十
四
年
十
一
月
）

（

）

花
輪
光
、
和
泉
涼
一
訳
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス

12

ク
ー
ル
』
（
書
肆
風
の
薔
薇
、
昭
和
六
十
年
九
月
）

（

）

前
田
彰
一
訳
、
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
『
物
語
の
構
造
』
（
岩
波
書

13

店
、
平
成
元
年
一
月
）

（

）

米
本
弘
一
、
渡
辺
克
昭
、
服
部
典
之
訳
、
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
『
フ
ィ
ク

14

シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』
（
書
肆
風
の
薔
薇
、
平
成
三
年
二
月
）

（

）

語
り
手
に
人
格
性
を
見
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、

15

橋
本
は
作
者
と
は
別
に
「
語
り
手
」
を
人
格
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
の
難
点

を
次
々
と
挙
げ
て
「
非
超
越
的
作
者
」
と
い
う
概
念
に
よ
る
単
純
化
を
掲
げ
て

い
る
た
め
、
非
超
越
的
作
者
と
別
の
存
在
と
し
て
語
り
手
だ
け
に
人
格
性
を
認

め
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
「
語
り
の

主
観
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
、
「
語
り
≒
非
超
越
的
作
者
」

と
い
う
構
図
が
示
さ
れ
る
例
も
あ
る
た
め
、
「
非
超
越
的
作
者
」
と
重
な
る
場
合

に
は
「
語
り
」
に
人
格
性
や
主
観
性
を
認
め
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
モ
デ
ル
と

な
っ
て
い
る
。

（

）

野
口
武
彦
『
三
人
称
の
発
見
ま
で
』
（
筑
摩
書
房
、
平
成
六
年
六
月
）

16

（

）

坪
内
逍
遙
『
小
説
神
髄
』
（
松
月
堂
、
明
治
十
八
年
九
月
）

17

（

）

坪
内
雄
蔵
『
浮
雲
』
第
一
篇
（
金
港
堂
、
明
治
二
十
年
六
月
）
、
二
葉
亭
四

18

迷
『
浮
雲
』
第
二
編
（
金
港
堂
、
明
治
二
十
一
年
二
月
）
、
二
葉
亭
四
迷
「
浮
雲
」

第
三
編
（
『
都
の
花
』
明
治
二
十
二
年
七
月
～
八
月
）

（

）

二
葉
亭
四
迷
「
余
が
言
文
一
致
の
由
来
」
（
『
文
章
世
界
』
明
治
三
十
九
年

19

五
月
）

（

）

葛
巻
義
敏
編
『
芥
川
龍
之
介
未
定
稿
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
二
月
）

20

（

）
「
老
年
」
（
『
新
思
潮
』
大
正
三
年
五
月
）

21

（

）

早
澤
正
人
「
偽
装
さ
れ
た
〈
三
人
称
〉
」
（
『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
平
成
二
十

22

四
年
九
月
）
で
は
、
こ
の
点
を
含
め
、
本
作
の
語
り
の
特
徴
が
検
討
さ
れ
て
い



る
。
本
作
の
語
り
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
早
澤
が
挙
げ
る
例
の

ほ
と
ん
ど
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
や
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
な
ど
、
後
の
ナ
ラ
ト
ロ

ジ
ー
の
理
論
家
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
て
い
く
古
い
理
論
を
正
し
い
も
の
と
前
提

に
し
て
素
朴
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
齟
齬
が
生
じ
る
よ
う
に
見
え
る
も

の
で
あ
っ
て
、
叙
法
と
態
の
区
別
を
導
入
し
た
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
以
降
の
理
論
を
適

用
す
れ
ば
特
に
問
題
な
く
説
明
が
つ
き
、
か
つ
様
々
な
小
説
に
よ
く
見
ら
れ
る

文
体
な
の
で
、「
老
年
」
の
特
徴
と
い
う
よ
り
も
選
択
し
た
理
論
の
不
適
切
さ
を

示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
論
文
の
も
と
と
な
っ
た
国
際
芥

川
龍
之
介
学
会
（
平
成
二
十
三
年
十
月
八
日
）
で
の
同
タ
イ
ト
ル
の
口
頭
発
表

の
際
に
も
篠
崎
美
生
子
が
指
摘
し
て
い
た
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
も

注
目
し
た
「
中
洲
の
大
将
の
話
で
は
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
や
や
曖
昧

な
が
ら
も
本
作
の
語
り
が
等
質
物
語
世
界
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
表
現
と

し
て
注
意
に
値
す
る
。

（

）

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
（
書
肆
風
の
薔
薇
、

23

昭
和
六
十
年
九
月
）

（

）
「
羅
生
門
」
（
『
帝
国
文
学
』
大
正
四
年
十
一
月
）

24

（

）

書
記
行
為
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
語
り
手
と
呼
ぶ
よ
り
は
書
き
手
と

25

呼
ん
だ
方
が
正
確
だ
が
、
物
語
言
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
語
り
手
と
同
様
に

考
え
ら
れ
る
部
分
が
多
い
た
め
、
こ
こ
で
は
議
論
が
無
用
に
煩
雑
に
な
る
こ
と

を
避
け
る
た
め
に
語
り
手
と
い
う
呼
び
方
に
統
一
し
て
お
く
。

（

）
「
芋
粥
」
（
『
新
小
説
』
大
正
五
年
九
月
）

26

（

）
「
手
巾
」
（
『
中
央
公
論
』
大
正
五
年
十
月
）

27

（

）
「
酒
虫
」
（
『
新
思
潮
』
大
正
五
年
六
月
）

28

（

）

小
谷
瑛
輔
『
小
説
と
は
何
か
？

芥
川
龍
之
介
を
読
む
』（
ひ
つ
じ
書
房
、

29

平
成
二
十
九
年
十
二
月
）

（

）
「
羅
生
門
」
（
『
羅
生
門
』
阿
蘭
陀
書
房
、
大
正
六
年
五
月
）

30

（

）
「
羅
生
門
」
（
『
鼻
』
春
陽
堂
、
大
正
七
年
七
月
）

31

（

）
「
南
瓜
」
（
『
読
売
新
聞
』
大
正
七
年
二
月
二
十
四
日
）

32

（

）

も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
当
の
外
国
語
の
言
葉
を
発
し
た
市
兵
衛
自
身

33

が
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
は
し
得
る
の
だ
が
、
彼
は
す
ぐ
に
逮
捕
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
市
兵

衛
の
説
明
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
誰
に
も
判
断
さ
れ
ず
、

（

）
「
龍
」
（
『
中
央
公
論
』
大
正
八
年
五
月
）

34

（

）

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
仲
間
の
法
師
以
外
で
主
人
公
の
白
状
を
本
当
だ
と
思
っ

35

て
聞
い
た
人
物
が
い
た
可
能
性
は
否
定
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
語
ら
れ
て

い
な
い
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
語
り
手
が
そ
ち
ら
の
方
が
事
実
で
あ
る
と

決
め
る
確
か
な
根
拠
を
持
つ
こ
と
が
難
し
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

（

）

他
の
例
と
し
て
は
「
蜜
柑
」
（
『
新
潮
』
大
正
八
年
五
月
）
に
つ
い
て
の
矢

36

野
昌
邦
「
芥
川
龍
之
介
『
蜜
柑
』
考
」
（
『
明
治
大
学
日
本
文
学
』
昭
和
五
十
三

年
三
月
）
の
指
摘
な
ど
も
参
照
。

（

）
「
未
定
稿
」
（
『
新
小
説
』
大
正
九
年
四
月
）

37

（

）

M
ie
k
e
B
a
l
N
a
rra
to
lo
g
ie.
E
ssa
is
su
r
la
sig
n
ifica
tio
n
n
a
rra
tive
d
a
n
s

38

q
u
a
tre
ro
m
a
n
s
m
o
d
ern
es.
P
a
ris:
K
lin
c
k
sie
c
k
,
1
9
7
7

（

）

遠
藤
健
一
監
訳
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
オ
ニ
ー
ル
『
言
説
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』（
松

39

柏
社
、
平
成
十
三
年
二
月
）

（

）

西
田
谷
洋
「
語
り
手
と
視
点

村
上
春
樹
「
タ
イ
ラ
ン
ド
」
」
（
『
富
大
比

40

較
文
学
』
平
成
二
十
八
年
二
月
）
は
、
橋
本
も
同
意
で
き
る
は
ず
の
こ
と
と
し

て
「
小
説
言
語
に
お
い
て
現
実
の
話
し
手
の
よ
う
な
人
格
的
な
言
表
行
為
主
体

が
存
在
し
な
い
と
断
定
す
る
の
は
一
人
称
小
説
や
無
人
称
小
説
の
語
り
手
を
想

起
す
る
と
難
し
」
い
、
と
批
判
し
て
い
る
。

（

）

こ
の
点
は
橋
本
氏
ご
本
人
か
ら
も
示
唆
を
頂
い
た
。

41

（

）

な
お
、
同
様
の
こ
と
は
作
品
解
釈
の
立
場
か
ら
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
理
論
に
対

42
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し
て
し
ば
し
ば
持
た
れ
る
不
満
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
よ
う
だ
。
中
村
三
春
は
菅

原
克
也
『
小
説
の
し
く
み

近
代
文
学
の
「
語
り
」
と
物
語
分
析
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
平
成
二
十
九
年
四
月
）
に
つ
い
て
書
評
「
語
り
論
の
方
法
を
概
説
す

る
と
と
も
に
作
品
に
適
用
し
て
敷
衍
」
（
『
週
刊
読
書
人
』
平
成
二
十
九
年
九
月

一
日
）
で
、
「
気
に
な
る
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
本
書
は
語
り
に
よ
る
表
現
や
、

読
者
に
よ
る
理
解
に
対
し
て
や
や
信
を
置
き
過
ぎ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
信

頼
で
き
な
い
語
り
手
」
や
「
叙
述
ト
リ
ッ
ク
」
の
存
在
、
ま
た
読
者
に
よ
る
様
々

な
テ
ク
ス
ト
の
変
奏
は
、
本
書
の
基
礎
の
上
に
な
お
考
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
」
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。

（

）

和
泉
涼
一
、
青
柳
悦
子
訳
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
詩
学
』

43

（
水
声
社
、
昭
和
六
十
年
十
二
月
）

（

）

田
中
秀
人
訳
、
シ
ー
モ
ア
・
チ
ャ
ト
マ
ン
『
小
説
と
映
画
の
修
辞
学
』
（
水

44

声
社
、
平
成
十
年
五
月
）

（

）

前
掲
『
物
語
の
詩
学
』

45

（

）

も
っ
と
も
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
自
身
は
物
語
言
説
が
重
層
化
し
得
る
こ
と
を
そ
れ

46

な
り
に
説
明
可
能
な
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
は
い
る
。

（

）

具
体
的
に
は
、
橋
本
が
「
語
り
手
」
と
い
う
言
葉
で
分
析
し
よ
う
と
し
て
い

47

る
も
の
の
多
く
を
オ
ニ
ー
ル
の
よ
う
に
焦
点
化
子
と
呼
び
、
「
非
超
越
的
作
者
」

と
し
て
い
る
も
の
の
多
く
を
「
語
り
手
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
を
調
整

し
て
記
述
し
直
せ
な
い
か
。「
非
超
越
的
作
者
」
と
呼
ば
ず
に
「
語
り
手
」
と
考

え
れ
ば
、
作
品
内
で
物
語
言
説
が
重
層
化
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
分
析
可
能
な

理
論
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（

）

オ
ニ
ー
ル
前
掲
書
。

48


