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【
論
文
要
旨
】

　
「
感
覚
」
は
、
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
小
川
洋
子
の
著
作
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
「
感
覚
」
表
現
は
、
そ
の
曖
昧
さ
ゆ
え
に
、
批
判
さ
れ
た
り
、
別
の
言
葉
に
変

換
す
る
こ
と
に
拠
っ
て
明
確
化
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
九
月
に
発
表
さ

れ
、
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
も
、
例
外
で
は
な
い
。
登
場
人
物

で
あ
る
「
わ
た
し
」
の
行
動
は
、
芥
川
選
評
で
、「
理
解
が
出
来
な
い
」
と
批
判
さ

れ
、
研
究
者
の
間
で
は
、「
わ
た
し
」
に
は
「
悪
意
」
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
な

い
の
か
、
と
い
う
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　

本
論
で
は
、「
感
覚
」
表
現
と
は
、
は
た
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
な
の

か
、
ま
た
は
、
別
の
言
葉
に
変
換
し
な
け
れ
ば
理
解
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
の
か

を
問
い
直
し
た
い
。

　
「
感
覚
」
表
現
が
内
包
す
る
、
身
体
感
覚
を
介
し
た
表
現
に
は
、「
感
覚
」
を
受
け

取
る
当
事
者
が
、
認
知
し
て
い
る
が
、
気
に
留
め
な
か
っ
た
（
留
め
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
）、
ま
た
は
言
語
に
変
換
し
て
語
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
（
成
し
得
な

か
っ
た
）
事
象
に
対
す
る
、「
違
和
感
」
の
発
露
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ

れ
ら
は
、
先
の
よ
う
な
検
討
の
方
法
で
は
、
理
解
が
し
き
れ
な
い
。

　
「
感
覚
」
表
現
の
内
部
を
詳
細
に
検
討
し
、
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、
そ

れ
ら
の
奥
に
潜
む
「
意
識
」
を
捉
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
読
む
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
曖
昧
な
「
感
覚
」
を
確
か
に
存
在
す
る
「
意
識
」
と
共
に
示
す
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
小
川
洋
子
、
感
覚
、
記
録
、
言
葉
、
物
語

は
じ
め
に

　
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
「
悪
意
」
と
い
う
表
現
を
冠
し
た
の
は
、
黒
井
千
次
、

吉
行
淳
之
介
、
田
久
保
秀
夫
ら
の
芥
川
賞
選
評
（
一
九
九
一
年
三
月
）（
注
１
）
が

最
初
で
あ
り
、「
悪
意
」
と
い
う
言
葉
を
巡
る
議
論
は
以
降
の
作
品
評
価
に
も
影
響

を
与
え
続
け
た
。

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
悪
意
」
と
は
、「
わ
た
し
」
の
行
動
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
は
、「
姉
」
の
妊
娠
を
観
察
し
、
記
録
し
続
け
た
妹
の
「
わ
た
し
」
の
観

察
日
記
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
読
者
は
、「
わ
た
し
」
の
観
察
日
記
を
盗
み
見
る
形
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で
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、「
五
月
二
十
八
日
（
木
）」、
言
い
換

え
る
と
姉
の
妊
娠
が
分
か
っ
て
か
ら
「
二
十
七
週
＋
三
日
」
の
記
録
の
中
で
、「
わ

た
し
」
は
「
姉
」
に
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
の
ジ
ャ
ム
を
作
り
、
食
べ
さ
せ
る
。

　
「
わ
た
し
」
は
「『
地
球
汚
染
・
人
類
汚
染
を
考
え
る
会
』
の
会
合
」
で
貰
っ
た
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
記
憶
か
ら
、
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
の
皮
に
含
ま
れ
る
Ｐ
Ｗ
Ｈ
と
い
う

有
害
物
質
が
胎
児
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
知
り
な
が
ら
も
、
皮
を
入
れ
た
グ

レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
ジ
ャ
ム
を
作
り
、
姉
に
与
え
続
け
た
の
だ
。「
胎
児
の
染
色
体
」

の
破
壊
を
想
像
し
な
が
ら
…
。

　

先
行
研
究
で
は
、
芥
川
選
評
で
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
、
こ
の
「
悪
意
」
と
い
う
言

葉
を
め
ぐ
っ
て
論
考
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
川
村
湊
（
一
九
九
一
年
『
文
学

界
』）
は
「
つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
す
べ
て
心
理
や
生
理
に
還
元
さ
れ
そ
う
で

あ
り
な
が
ら
、
結
局
は
ど
こ
に
も
、
何
に
も
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
曖
昧
な
領

域
で
の
〝
悪
意
〞〝
害
意
〞
で
あ
り
、
時
に
は
〝
殺
意
〞
な
の
で
あ
る
。」（
注
２
）

と
述
べ
、「
わ
た
し
」
に
は
「
曖
昧
な
領
域
で
の
〝
悪
意
〞〝
害
意
〞」「
時
に
は
〝
殺

意
〞」
が
あ
る
と
言
う
。

　

綾
目
広
治
（
二
〇
〇
九
年
『
小
川
洋
子　

見
え
な
い
世
界
を
見
つ
め
て
』）
は

「
妹
の
行
為
は
「
悪
意
」
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
「
悪

意
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。」（
注
３
）
と
、
問
題
提
起
し
た
後
「「
悪

意
」
は
「
赤
ん
坊
」
に
限
定
さ
れ
て
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
い
は

姉
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
述
べ
つ
つ
、

小
川
の
描
く
人
物
が
「
無
機
質
の
よ
う
な
生
へ
の
憧
れ
」
を
持
つ
こ
と
を
例
に
挙

げ
、
さ
ら
に
、「
わ
た
し
」
は
、「
生
活
を
混
乱
に
巻
き
込
ん
だ
」「〈
妊
娠
―
出
産
〉

と
言
う
事
態
」
に
、「
単
に
反
感
の
次
元
で
動
い
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

そ
れ
は
「
悪
意
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
。」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
悪
意
」
を
め
ぐ
る
論
考
に
対
し
て
、
本
論
で
は
、「
わ
た
し
」
の

行
動
に
つ
い
て
〈「
悪
意
」
か
ど
う
か
〉
と
い
う
評
価
軸
を
持
ち
続
け
て
テ
ク
ス
ト

を
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、「
わ
た
し
」
が
五
感
で
感
じ
る
「
感
覚
」、
身
体
感
覚
に

着
目
す
る
。

　

テ
ク
ス
ト
に
記
さ
れ
る
、
世
界
を
五
感
で
切
り
取
っ
た
「
わ
た
し
」
の
語
り
を
詳

細
に
読
み
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
身
体
感
覚
に
隠
さ
れ
た
「
わ
た
し
」
の
「
意
識
」

を
読
み
た
い
。

　

小
川
は
、
新
芥
川
賞
作
家　

特
別
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
『
文
學
界
』（
注
４
）
で
前
作

品
「
冷
め
な
い
紅
茶
」
と
受
賞
作
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
並
べ
、
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

生
き
て
い
る
か
、
死
ん
で
い
る
か
、
正
常
か
異
常
か
と
い
う
境
界
線
の
な
い

世
界
の
話
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
を
無
理
や
り
現
実
の
世
界
に
ひ
っ
ぱ
り
お
ろ
し

て
き
て
、
結
局
妹
は
あ
た
ま
が
お
か
し
い
の
か
、
お
か
し
く
な
い
の
か
、
あ
る

い
は
Ｋ
君
た
ち
二
人
は
生
き
て
い
る
の
か
、
死
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
、
そ
の

判
断
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
彼
ら
を
一
度
小
説
世
界
か
ら
ひ
っ
ぱ
り
だ
し
て
こ

な
い
と
そ
の
判
断
は
つ
か
な
い
。
つ
ま
り
、
つ
け
る
必
要
が
な
い
と
言
い
切
れ

る
と
こ
ろ
ま
で
私
は
書
き
た
い
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
小
説
の
中
の
現
実

に
余
程
の
パ
ワ
ー
が
な
い
と
い
け
な
い
。
日
常
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
横
す
べ
り

さ
せ
る
だ
け
で
は
、
何
も
見
え
て
こ
な
い
と
思
う
の
で
す
。
日
常
を
異
化
さ
せ

る
な
り
、
離
陸
さ
せ
る
な
り
し
な
い
と
。
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こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
、
小
川
が
作
品
に
「
境
界
線
の
な
い
世
界
」
を
描
こ
う
と

し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
境
界
線
の
あ
り
か
に
つ
い
て
は
、「
判
断
を
つ
け
る
」「
必

要
が
な
い
と
言
い
切
る
」
事
を
目
標
に
、
創
作
活
動
を
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
点
に
つ
い
て
注
意
し
た
い
。

　

小
川
は
、
自
身
の
「
小
説
世
界
」
の
中
に
生
き
る
人
物
が
、「
生
き
て
い
る
か
、

死
ん
で
い
る
か
」
ま
た
「
正
常
か
異
常
か
」
と
い
う
評
価
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
否

定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
小
説
世
界
」
と
い
う
虚
構
で
し
か
表
す
こ
と
の
で
き
な

い
、
人
間
の
、
と
も
す
れ
ば
曖
昧
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
を
、「
日
常
を
異
化
さ

せ
る
な
り
、
離
陸
さ
せ
る
な
り
」
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

小
川
文
学
で
な
さ
れ
て
い
る
異
化
や
、
離
陸
の
方
法
と
し
て
、
挙
げ
ら
れ
る
の

は
、「
感
覚
」
表
現
の
多
用
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
川
は
、
登
場
人
物
の
「
感
覚
」

を
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
感
覚
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
身
体
感

覚
は
、
登
場
人
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
意
識
」
を
含
み
持
っ
て
描
か
れ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
描
か
れ
た
「
わ
た
し
」
の
「
感
覚
」
は

「
悪
意
」
な
ど
の
よ
う
な
感
情
を
示
す
言
葉
で
は
表
現
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
人

間
の
「
意
識
」
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　
「
感
覚
」
表
現
は
、
既
存
の
言
葉
で
は
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、「
感
情
」
に

な
る
前
の
、
ま
た
は
、「
感
情
」
に
な
ら
な
い
、「
意
識
」
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
す

る
。
同
時
に
「
意
識
」
が
、
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
記
す
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。

　
「
感
覚
」
表
現
を
用
い
て
「
意
識
」
を
描
く
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
世
界
に
は
、

既
存
の
言
葉
の
概
念
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
悪
意
」
か
ど
う
か
、
と
い

う
既
存
の
言
葉
で
作
ら
れ
た
境
界
線
は
存
在
し
な
い
の
だ
。

　

境
界
線
が
存
在
し
な
い
世
界
を
描
く
小
川
文
学
は
芥
川
賞
選
評
（
一
九
九
一
年
三

月
）
で
、「
曖
昧
」
で
あ
る
と
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
。
対
し
て
高
根
沢
紀
子
は
二

〇
〇
三
年
一
一
月
『
国
語
教
室
』
に
「
小
川
洋
子
作
品
の
魅
力
」
と
い
う
論
考
の
中

で
、「「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
は
〈
つ
わ
り
〉
の
原
理
が
そ
も
そ
も
解
明
さ
れ
て
い
な

い
（
分
か
ら
な
い
）
よ
う
に
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
《
妊
娠
》
が
別
の
命
を
持
っ
た
他

人
に
宿
を
貸
し
て
い
る
、
異
物
感
を
伴
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
《
妊
娠
》

そ
の
も
の
の
原
理
を
描
い
た
小
説
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
〈
曖
昧
〉
な
の
で
あ

り
、
そ
の
〈
曖
昧
〉
さ
は
〈
現
実
的
な
手
ご
た
え
〉
を
十
分
に
持
っ
て
い
る
の
だ
。」

（
注
５
）
と
述
べ
、
小
川
文
学
の
世
界
に
お
け
る
「〈
曖
昧
〉
さ
」
を
「〈
現
実
的
な

手
ご
た
え
〉」
が
あ
る
と
評
価
し
た
が
、「
現
実
」
の
内
実
、
つ
ま
り
「
妊
娠
」
と
い

う
現
実
の
状
況
を
表
す
言
葉
の
解
体
は
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
高
根
沢
は
、
二
〇
〇

三
年
に
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
単
体
を
論
じ
、
こ
ち
ら
で
は
「〈
曖
昧
〉
さ
」
を
描

く
意
味
と
し
て
、「「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
は
ま
さ
に
《
妊
娠
》
そ
の
も
の
を
描
い
た

《
妊
娠
原
理
小
説
》」
で
あ
り
、
そ
れ
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
読
者
が
《
妊
娠
》
を

体
験
さ
せ
ら
れ
」
る
、
と
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
で
描
か
れ
る
「〈
曖
昧
〉
さ
」
と

は
、「《
妊
娠
》
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
妹
の
「
わ
た
し
」
や
「
違
和
感
の
表
明
」
を

す
る
読
者
は
実
際
に
妊
娠
を
し
て
い
な
く
と
も
体
験
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う

こ
と
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
「〈
現
実
的
な
手
ご
た
え
〉」
で
あ
る
と
い
う
。（
注
６
）

　

こ
ち
ら
の
論
考
で
は
、
妊
娠
周
期
の
記
述
と
、
母
子
手
帳
の
相
関
性
か
ら
、
テ
ク

ス
ト
に
描
か
れ
る
の
は
「
制
度
的
な
《
妊
娠
》
で
あ
る
」
と
述
べ
、
テ
ク
ス
ト
全
体

を
通
し
た
「〈
カ
レ
ン
ダ
ー
〉
性
」
へ
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
が
、
結
局
は
「
妊
娠

原
理
」
と
い
う
言
葉
へ
の
集
約
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

本
論
で
は
テ
ク
ス
ト
の
「〈
曖
昧
〉
さ
」
に
価
値
を
見
出
し
た
と
い
う
意
味
で
、
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高
根
沢
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
そ
こ
で
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
「〈
曖
昧
〉

さ
」
の
内
実
に
迫
り
た
い
。「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
は
「
妊
娠

原
理
小
説
」
と
い
う
言
葉
、
一
言
で
表
現
し
て
し
ま
う
に
は
、
抱
え
き
れ
な
い
「
感

覚
」
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
テ
ク
ス
ト
を
曖
昧
に
し
て
い
る
と
考
え

る
。「
感
覚
」
表
現
は
、
本
来
は
そ
の
「
感
覚
」
を
持
っ
た
者
の
み
が
実
感
を
伴
い

得
る
し
、
自
分
の
「
感
覚
」
を
正
確
に
他
者
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

し
か
し
、「
感
覚
」
が
刻
ま
れ
た
「
物
語
」
テ
ク
ス
ト
は
現
実
世
界
で
は
あ
い
ま
い

に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、「
感
覚
」
を
書
き
記
し
、
読

者
に
「
感
覚
」
を
読
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
考
え
る
。

　
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
で
、「
わ
た
し
」
の
「
感
覚
」
は
、「
わ
た
し
」
の
語
り
に

よ
っ
て
再
生
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

本
論
で
は
焦
点
を
語
り
手
で
あ
る
「
わ
た
し
」
に
絞
り
、
細
部
に
記
載
さ
れ
た

「
わ
た
し
」
の
「
感
覚
」
表
現
の
内
実
を
捉
え
る
。「
わ
た
し
」
が
記
録
す
る
「
妊
娠

カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
詳
細
に
記
録
さ
れ
た
「
感
覚
」
を
、
一
つ
一
つ
考
え
る
こ
と
が
、

「
わ
た
し
」
の
「
感
覚
」
を
、
無
か
っ
た
こ
と
に
せ
ず
、
そ
こ
に
確
か
に
存
在
し
た

も
の
と
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。

1
、
Ｍ
病
院
と
い
う
場
所

　

テ
ク
ス
ト
は
「
十
二
月
二
十
九
日
（
月
）」
に
「
姉
が
Ｍ
病
院
に
行
っ
た
」
と
い

う
「
わ
た
し
」
に
よ
る
記
録
か
ら
は
じ
ま
る
。「
わ
た
し
」
は
、
姉
が
「
Ｍ
病
院
」

に
掛
か
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
を
記
述
し
、
そ
の
後
自
ら
の
「
Ｍ
病
院
」
に

関
す
る
思
い
出
を
記
録
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

　
　

 　

Ｍ
病
院
は
わ
た
し
た
ち
の
祖
父
の
代
か
ら
そ
こ
に
あ
る
、
産
婦
人
科
の
個
人

病
院
だ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
よ
く
、
そ
こ
の
中
庭
に
忍
び
込
ん
で
遊
ん
だ
。

病
院
は
古
い
木
造
の
三
階
建
て
で
、
表
か
ら
見
る
と
苔
の
生
え
た
掘
や
消
え
か

か
っ
た
看
板
の
文
字
や
曇
っ
た
ガ
ラ
ス
の
せ
い
で
陰
気
臭
い
の
に
、
裏
か
ら
中

庭
に
入
る
と
そ
こ
に
は
た
っ
ぷ
り
と
日
が
差
し
込
ん
で
い
て
明
る
か
っ
た
。
そ

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、
い
つ
も
わ
た
し
た
ち
を
ど
き
ど
き
さ
せ
た
。

　
　

 　

中
庭
は
よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
芝
生
が
敷
き
つ
め
ら
れ
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の

上
を
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て
遊
ん
だ
。
芝
の
尖
っ
た
葉
先
の
緑
と
、
太
陽
の
光
の

き
ら
め
き
が
順
番
に
視
界
を
覆
っ
た
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
緑
と
き
ら
め
き
が
目

の
奥
の
方
で
混
じ
り
合
い
澄
ん
だ
藍
色
に
な
っ
て
い
く
。
す
る
と
空
や
風
や
地

面
が
わ
た
し
の
身
体
か
ら
す
う
っ
と
遠
の
い
て
、
宙
を
揺
ら
め
い
て
い
る
よ
う

な
一
瞬
が
訪
れ
る
。
わ
た
し
は
そ
の
一
瞬
を
と
て
も
愛
し
て
い
た
。

　
　

 　

し
か
し
何
よ
り
わ
た
し
た
ち
を
一
番
夢
中
に
さ
せ
た
遊
び
は
、
病
院
の
中
を

の
ぞ
く
こ
と
だ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
庭
の
隅
に
捨
て
て
あ
る
ガ
ー
ゼ
や
脱
脂

綿
の
段
ボ
ー
ル
箱
を
台
に
し
て
、
窓
か
ら
診
察
室
を
の
ぞ
い
た
。

　

こ
の
回
想
か
ら
、
幼
い
こ
ろ
の
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
「
Ｍ
病
院
」
と
い
う
存
在

は
二
面
性
を
持
ち
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
は
、
太
陽
に
よ
っ
て
き
ら
め

く
芝
生
で
寝
転
ん
で
遊
ん
だ
と
き
に
感
じ
た
、
愛
す
べ
き
身
体
感
覚
を
保
有
す
る
場

と
し
て
存
在
し
、
も
う
一
方
で
は
、「
姉
」
と
共
に
、
周
囲
を
気
に
し
な
が
ら
も
の

ぞ
き
み
る
よ
う
な
、
魅
力
的
か
つ
、
神
秘
的
な
雰
囲
気
を
伴
う
場
と
し
て
存
在
し
て

い
た
の
だ
。

　
「
姉
」
と
「
わ
た
し
」
は
同
じ
よ
う
に
「
Ｍ
病
院
」
を
覗
く
が
、
両
者
は
微
妙
に
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異
な
っ
て
い
た
。

　
「
わ
た
し
」
が
「
見
つ
か
っ
た
ら
き
っ
と
怒
ら
れ
る
よ
」
と
「
臆
病
」
に
な
る
の

に
対
し
、「
姉
」
は
「
大
丈
夫
。
わ
た
し
た
ち
ま
だ
子
供
な
ん
だ
か
ら
、
そ
う
ひ
ど

く
怒
ら
れ
た
り
し
な
い
わ
よ
」
と
「
息
で
曇
っ
た
ガ
ラ
ス
を
ブ
ラ
ウ
ス
の
袖
口
で
ぬ

ぐ
い
な
が
ら
、
平
然
と
」
言
う
。

　

こ
の
二
人
の
描
写
か
ら
は
、
姉
妹
で
あ
る
二
者
の
差
異
が
見
え
る
。「
Ｍ
病
院
」

の
内
部
を
覗
く
こ
と
に
対
す
る
背
徳
感
を
抱
き
、
行
動
に
移
す
こ
と
を
た
め
ら
う

「
わ
た
し
」
と
そ
れ
を
気
に
留
め
な
い
「
姉
」
だ
。

　

姉
妹
が
覗
い
て
い
た
「
Ｍ
病
院
」
は
「
祖
父
の
代
か
ら
そ
こ
に
あ
る
、
産
婦
人
科

の
個
人
病
院
」
で
あ
り
、
女
性
の
出
産
の
現
場
、
つ
ま
り
、〈
女
性
が
母
に
な
る
〉

場
所
で
あ
る
。
Ｍ
は
ｍ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
の
Ｍ
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
Ｍ
病
院
」
を
「
の
ぞ
く
」
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
姉
妹
の
興
味
は
、
単
に
病

院
の
中
を
気
に
す
る
の
み
で
な
く
、
出
産
と
は
な
に
か
、
妊
娠
と
は
何
か
、
と
い

う
、〈
女
性
が
母
に
な
る
〉
と
い
う
こ
と
の
内
実
に
対
す
る
具
体
的
な
興
味
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、「
わ
た
し
」
の
用
い
た
「
の
ぞ
く
」
と
い
う
言
語
表
現
に
は
、
見
て
は

い
け
な
い
も
の
を
見
る
と
い
う
意
味
合
い
、
ま
た
、
見
て
は
い
け
な
い
と
分
か
り
な

が
ら
も
対
象
物
を
見
た
い
と
い
う
欲
望
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
」
と
「
姉
」
は
、
揃
っ
て
「
Ｍ
病
院
」
を
の
ぞ
き
見
を
し
な
が
ら
も
、

「
姉
」
は
〈
女
性
が
母
に
な
る
〉
と
い
う
、
子
供
に
と
っ
て
未
知
の
領
域
、
つ
ま
り

「
Ｍ
病
院
」
と
い
う
「
曇
っ
た
ガ
ラ
ス
」
に
包
ま
れ
た
領
域
を
「
ブ
ラ
ウ
ス
の
袖
口

で
拭
っ
て
」
積
極
的
に
見
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、「
わ
た
し
」
は
内
部
、
つ
ま

り
〈
女
性
が
母
に
な
る
〉
と
い
う
未
知
の
領
域
を
の
ぞ
き
見
る
遊
び
に
「
夢
中
」
に

な
る
が
、
同
時
に
、
の
ぞ
い
て
は
い
け
な
い
も
の
だ
と
い
う
「
意
識
」
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
見
る
際
に
、「
臆
病
」
に
な
る
の
だ
。

　
「
わ
た
し
」
の
持
つ
、〈
女
性
が
母
に
な
る
〉
領
域
を
見
て
は
い
け
な
い
と
い
う

「
意
識
」
は
、
何
処
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
小
川
よ
り
ひ
と
世
代
上
の

女
性
作
家
に
よ
る
、
母
に
な
っ
た
女
性
が
描
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
な
が
ら
考

え
、「
わ
た
し
」
の
「
意
識
」
を
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
る
。

　
〈
女
性
が
母
に
な
る
〉
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
文
学
の
中
で
た
び
た
び
描
か
れ
て
き

た
。
中
で
も
津
島
佑
子
は
、
自
身
が
実
生
活
で
結
婚
、
妊
娠
、
出
産
、
離
婚
、
を
経

験
し
た
作
家
で
あ
る
が
、
離
婚
の
二
年
後
（
一
九
七
八
年
）
に
離
婚
女
性
の
恋
愛
、

妊
娠
を
扱
っ
た
『
寵
児
』（
注
７
）
を
書
き
下
ろ
し
、
刊
行
し
た
。
刊
行
し
た
そ
の

年
に
第
一
七
回
女
流
文
学
賞
を
受
賞
し
た
「
寵
児
」
や
、
自
身
初
の
新
聞
連
載
を
果

た
し
た
「
山
を
走
る
女
」
な
ど
、
津
島
文
学
に
は
、〈
母
と
し
て
の
わ
た
し
〉
が
描

か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
は
津
島
自
身
が
「〝
新
生
児
の
母
親
〞
を
テ
ー
マ
に
し

て
書
き
た
い
」（
注
８
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

　

石
原
千
秋
は
講
談
社
文
芸
文
庫
版
の
『
寵
児
』
の
中
に
、「
一
九
七
八
年
の
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
と
い
う
解
説
（
注
９
）
を
書
い
て
い
る
。「
寵
児
」
の
テ
ー
マ

を
、「
女
性
の
性
欲
に
自
意
識
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
だ
。」
と
主
張
し
、
そ
の
根

拠
と
し
て
、
一
つ
目
に
、
一
九
七
八
年
の
初
出
時
に
お
け
る
女
性
の
自
立
の
兆
し
を

象
徴
す
る
出
来
事
を
挙
げ
て
い
る
。
流
行
語
「
結
婚
し
な
い
女
」
や　

西
武
百
貨
店

の
コ
ピ
ー
「
女
の
時
代
」、
厚
労
省
の
母
乳
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
並
べ
、「
寵
児
」
の
登

場
人
物
、
水
野
高
子
の
人
物
設
定
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
だ
。

二
つ
目
に
、
水
野
高
子
の
持
つ
「
嫌
悪
」
の
対
象
が
「
高
子
の
周
囲
の
女
性
た
ち

に
」「
母
性
」
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
を
挙
げ
な
が
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ら
、
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
論
の
中
で
高
子
の
「
嫌
悪
」
の
対
象
は
「
母
性
」
と

は
言
え
な
い
と
、
す
ぐ
に
否
定
を
し
て
い
る
。「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
不
安
」

か
ら
の
「
嫌
悪
感
」
で
あ
る
と
言
う
の
だ
。
高
子
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
不

安
」
を
象
徴
す
る
行
為
と
し
て
、
彼
女
が
「
常
に
複
数
の
女
の
影
が
見
え
隠
れ
す

る
」
男
性
を
選
ぶ
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
高
子
は
「
比
べ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
」

の
だ
。
石
原
は
こ
れ
が
、「
高
子
の
密
か
な
欲
望
」
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
。
女
の

身
体
は
、「
男
の
欲
望
と
男
の
視
線
と
が
作
り
出
し
た
」
も
の
で
あ
り
、「
長
ら
く
女

自
身
の
も
の
で
な
か
っ
た
」
こ
と
、
女
性
が
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
、「
高
圧
的
な

態
度
で
振
る
舞
い
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
を
無
視
し
得
な
い
よ
う
な
感
性
を

持
っ
た
男
の
元
で
女
に
許
さ
れ
た
、
身
体
に
よ
る
抗
い
」
を
経
て
、「
大
衆
夜
会
の

中
で
比
べ
ら
れ
る
こ
と
が
宿
命
」
に
な
っ
た
こ
と
を
順
に
述
べ
、
女
性
史
の
中
に
高

子
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
。

　
「
寵
児
」
に
登
場
す
る
、
快
楽
に
執
着
す
る
母
親
、
高
子
に
は
、「
成
長
に
よ
る
運

命
」
つ
ま
り
、
女
性
が
大
人
に
な
る
に
つ
れ
、
比
べ
ら
れ
る
対
象
に
な
る
と
い
う
こ

と
に
対
す
る
「
嫌
悪
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
娘
の
「「
成
長
」
に
対
す
る
嫌
悪
」

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
「
嫌
悪
」
の
行
動
は
、
時
に
「
母
性
」
と
い
う
言
葉
に
集
約

さ
れ
て
し
ま
う
。

　

石
原
は
、「
嫌
悪
」
を
、「
寵
児
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
「
無
意
識
」
で
あ
る
と
い

う
。「
女
が
「
本
能
」
を
選
び
取
る
こ
と
と
、「
成
長
」
を
拒
否
す
る
こ
と
と
は
、
矛

盾
す
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
無
意
識
」
が
影
響
し
、
結
果
的
に
矛
盾
し
て
い
る

人
物
像
が
描
か
れ
る
の
は
、「
時
代
が
女
性
に
与
え
た
自
意
識
の
形
」
が
起
因
す
る

と
い
う
の
だ
。

　

時
代
は
、
女
性
に
「
無
意
識
」
を
も
た
ら
し
、「
自
意
識
」
を
与
え
る
。
で
は
、

「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」（
一
九
九
〇
）
に
描
か
れ
る
、「
自
意
識
」
と
「
無
意
識
」
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

テ
ク
ス
ト
に
は
二
人
の
娘
が
存
在
す
る
が
、
子
ど
も
の
頃
に
母
を
（
父
も
）
亡
く

し
て
い
る
た
め
、
母
を
知
ら
ず
に
〈
母
に
な
る
〉
娘
、
つ
ま
り
「
姉
」
の
傍
で
、

「
姉
」
と
共
に
母
を
知
ら
ず
に
育
ち
、〈
母
に
な
る
〉
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
「
違
和

感
」
を
持
ち
続
け
る
娘
、
つ
ま
り
「
わ
た
し
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
そ
の
答

え
を
導
く
。

　
「
わ
た
し
」
は
、
結
婚
、
妊
娠
を
し
、
母
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
「
姉
」
を
間
近

で
観
察
し
な
が
ら
、〈
母
に
な
る
〉
と
い
う
こ
と
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
受

け
入
れ
ら
れ
ず
、
時
に
「
嫌
悪
」
す
る
。
こ
こ
に
は
、
娘
で
も
な
い
、
母
で
も
な

い
、「
わ
た
し
」
が
存
在
す
る
。

　
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
初
出
の
一
九
九
〇
年
の
流
行
語
に
、
谷
村
志
保
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
の
タ
イ
ト
ル
『
結
婚
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
症
候
群
』（
主
婦
の
友
社
）（
注

10
）
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
。
こ
の
本
の
内
容
は
、
結
婚
を
一
つ
の

選
択
肢
と
考
え
、
あ
え
て
結
婚
す
る
こ
と
を
選
ば
な
か
っ
た
女
性
た
ち
の
声
を
あ
つ

め
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
時
代
の
も
た
ら
す
「
自
意
識
」
に
よ
っ
て

結
婚
し
な
い
事
を
選
択
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
は
、「
わ
た
し
」
の
自
意
識
は
描
か
れ
な
い
。

「
わ
た
し
」
の
語
り
は
、
す
べ
て
日
記
の
よ
う
な
記
録
に
書
き
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
内
容
は
他
者
の
観
察
を
描
く
記
録
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
記
録
の
中
で
描
か
れ
る
他
者
と
「
わ
た
し
」
と
の
関
わ
り
に
は
、
ほ
と
ん
ど
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
「
わ
た
し
」
の
主
張
を
乗
せ
た
発
言
は
描
か
れ
な
い
。「
わ
た
し
」

は
常
に
自
ら
が
ど
う
存
在
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
疑
問
符
を
浮
か
べ
な
が
ら
、



―　　―101

存
在
し
、
記
録
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
疑
問
は
何
一
つ
解
決
し
な
い
。

　

し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
の
描
写
に
は
「
わ
た
し
」
が
確
実
に
感
じ
て
い
る
、
身
体
感

覚
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
描
写
に
着
目
す
る
こ
と
で
、「
わ
た
し
」
の
身
体
感
覚

を
用
い
て
描
か
れ
る
「
意
識
」
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
は
、「
無
意
識
」

で
は
な
く
、「
感
覚
」
で
は
確
実
に
感
じ
取
る
、「
意
識
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
「
意
識
」
は
、
本
人
が
「
感
覚
」
を
受
け
取
っ
て
い
る

こ
と
は
理
解
し
て
い
る
た
め
「
無
意
識
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、「
無
意
識
」

よ
り
さ
ら
に
個
人
的
な
、
細
か
な
レ
ベ
ル
に
落
と
し
込
む
こ
と
を
可
能
に
し
て
い

る
。
デ
ィ
ラ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
は
、『
感
情
』（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）（
注
11
）
の

中
で
、「
情
動
」
と
い
う
語
を
「
感
情
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
の
言
葉
と
し
て
用
い
な

が
ら
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
情
動
」
は
、
本
来
な
ら
、「
脳
の
構
造
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
規
定
さ
れ
る
の
だ
か

ら
、
そ
れ
ら
が
ど
ん
な
文
化
で
あ
れ
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
至
極

当
然
」
の
は
ず
だ
、
と
説
明
し
つ
つ
、
し
か
し
、
日
本
語
に
あ
る
「
甘
え
」
と
い
う

言
葉
が
英
語
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
例
に
挙
げ
、「
情
動
」
と
言
葉
の
関
係
に
着

目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
差
異
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
異
な
る
ニ
ー
ズ
が

存
在
す
る
こ
と
の
反
映
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
化
の
基
本
的
価
値

観
」
が
、「
情
動
」
の
言
葉
を
生
み
出
す
と
い
う
の
だ
。

　

こ
こ
で
、
小
川
文
学
の
方
法
が
、
テ
ク
ス
ト
に
「
情
動
」（「
感
情
」）
を
表
す
言

葉
を
登
場
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
身
体
感
覚
を
表
す
「
言
葉
」
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い

て
考
え
る
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
情
動
」（「
感
情
」）
と
い
う
「
文
化
の
基
本
的

価
値
観
」
の
影
響
を
受
け
た
言
葉
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
文
化
の
基
本
的
価
値
観
」
は
、
時
代

が
与
え
る
「
無
意
識
」
と
密
接
に
関
わ
る
。

　

本
論
で
は
、
身
体
感
覚
を
表
す
「
言
葉
」
が
示
す
も
の
を
、「
情
動
」（「
感
情
」）

と
は
分
け
て
、
身
体
で
感
じ
る
「
意
識
」
と
定
義
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
身
体
感
覚

を
表
す
「
言
葉
」
を
用
い
て
語
る
こ
と
の
企
み
に
、「
文
化
の
基
本
的
価
値
観
」
に

よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
て
き
た
「
情
動
」（「
感
情
」）
に
視
点
を
当
て
る
こ
と
が
含
ま
れ

る
と
考
え
る
か
ら
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
意
識
」
を
身
体
感
覚
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
は
、「
情
動
」（「
感

情
」）
の
言
葉
を
用
い
て
語
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
と
同
時
に
、「
文
化
の
基
本

的
価
値
観
」
の
陰
に
隠
れ
て
「
無
意
識
」
と
さ
れ
、
構
造
化
さ
れ
た
も
の
と
は
ま
た

別
の
、
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
ま
た
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
タ

ブ
ー
と
も
い
え
る
「
意
識
」
の
発
露
で
あ
る
と
考
え
る
。

2
、
視
覚
が
表
す
「
意
識
」

　

テ
ク
ス
ト
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
わ
た
し
」
の
身
体
感
覚
が
描
か
れ
る
が
、
ま

ず
、
視
覚
、
そ
の
中
で
も
「
ガ
ラ
ス
」
の
向
こ
う
を
見
る
と
い
う
行
為
が
広
範
囲
に

散
見
さ
れ
る
。

　
　

 　

姉
は
妊
娠
の
こ
と
を
、
義
兄
に
ど
う
話
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
の
二
人
が
、

わ
た
し
の
い
な
い
所
で
ど
ん
な
会
話
を
し
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
大　

体
わ
た
し
に
は
夫
婦
と
い
う
も
の
が
う
ま
く
理
解
で
き
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
何

か
、
不
可
思
議
な
気
体
の
よ
う
に
思
え
る
。
輪
郭
も
色
も
な
く
、
三
角
フ
ラ
ス

コ
の
透
明
な
ガ
ラ
ス
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
、
は
か
な
い
気
体
だ
。
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こ
こ
で
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
わ
た
し
」
の
わ
か
ら
な
い
も
の
に
対
す
る

「
感
覚
」
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
は
、
実
際
に
は
「
夫
婦
」
が
理
解
で
き
な
い
の
だ

が
、
そ
の
〈
わ
か
ら
な
さ
〉
が
も
つ
身
体
感
覚
を
「
三
角
フ
ラ
ス
コ
の
透
明
な
ガ
ラ

ス
」
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
、
は
か
な
い
気
体
に
よ
っ
て
、
目
の
前
が
曇
る
様
子
と

し
て
比
喩
的
に
表
現
す
る
の
だ
。

　
「
二
月
六
日
（
金
）
十
一
週
＋
四
日
」
の
記
録
で
は
、「
姉
」
が
、
つ
わ
り
に
よ

り
、
匂
い
を
嫌
悪
し
乱
暴
に
騒
ぐ
場
面
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
姉
」
を

「
わ
た
し
」
は
こ
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

　
　

 　

姉
は
髪
の
毛
を
か
き
む
し
り
な
が
ら
大
き
な
声
を
出
し
た
。
興
奮
し
て
、
涙

ぐ
ん
で
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
た
。
パ
ジ
ャ
マ
の
ズ
ボ
ン
か
ら
の
ぞ
く
素
足

が
、
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
冷
え
て
透
き
通
っ
て
い
た
。

　
「
姉
」
の
錯
乱
を
受
け
た
「
わ
た
し
」
は
そ
の
場
で
、「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
謝

り
、「
姉
」
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
が
、
そ
の
後
、
記
録
に
「
ど
う
し
て
い
い
か
分

か
ら
な
か
っ
た
」
と
記
述
す
る
。

　
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、
わ
か
ら
な
い
対
象
は
こ
こ
で
は
「
姉
」
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
足
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
ガ
ラ
ス
」
と
は
、「
Ｍ
病
院
」
を
の
ぞ
い
て
い
た
際
に
も
「
わ
た
し
」
と

「
Ｍ
病
院
」
の
間
に
存
在
し
た
。「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
お
い
て
ガ
ラ
ス
は
、「
わ

た
し
」
が
分
か
ら
な
い
対
象
を
見
る
際
に
「
わ
た
し
」
と
対
象
を
遮
る
目
に
は
見
え

な
い
隔
た
り
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
機
能
す
る
と
言
え
る
。

　
「
八
月
十
一
日
（
火
）
三
十
八
週
＋
一
日
」
の
記
録
、
つ
ま
り
「
姉
」
の
陣
痛
が

始
ま
っ
た
日
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
最
後
の
記
録
だ
が
、
そ
の
日
、「
わ
た

し
」
は
「
長
い
間
記
憶
の
中
に
閉
じ
込
め
」
て
い
た
「
Ｍ
病
院
」
に
再
び
足
を
踏
み

入
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
し
て
、
そ
の
際
に
、
か
つ
て
は
周
囲
を
気
に
し
な
が
ら
、

「
の
ぞ
く
」
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
「
Ｍ
病
院
」
を
、「
簡
単
に
診
察
室
を
の
ぞ
く

こ
と
が
で
き
た
。」
と
語
る
。
そ
し
て
、「
の
ぞ
く
」
の
み
な
ら
ず
、「
わ
た
し
」
は

つ
い
に
「
Ｍ
病
院
」
の
内
部
へ
入
り
、「
新
生
児
室
」
へ
向
か
う
。

　
　

 　

わ
た
し
は
三
階
に
目
を
や
っ
た
。
ネ
グ
リ
ジ
ェ
姿
の
女
性
が
遠
く
を
見
て
い

た
。
肩
の
曲
線
が
ガ
ラ
ス
に
映
っ
て
い
た
。
ば
ら
け
た
髪
の
毛
が
頬
に
か
か
り

表
情
を
青
白
い
影
に
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
姉
な
の
か
ど
う
か
よ
く
分
か
ら

な
か
っ
た
。
彼
女
は
く
す
ん
だ
唇
を
わ
ず
か
に
開
き
、
ま
ば
た
き
を
し
た
。
涙

を
流
す
時
の
よ
う
な
、
は
か
な
い
ま
ば
た
き
だ
っ
た
。
目
を
凝
ら
し
て
も
っ
と

よ
く
見
よ
う
と
し
た
時
、
ガ
ラ
ス
で
跳
ね
返
っ
た
陽
射
し
が
視
界
を
ふ
さ
い
で

し
ま
っ
た
。

　
　

 　

わ
た
し
は
赤
ん
坊
の
泣
き
声
を
頼
り
に
非
常
階
段
を
上
っ
た
。
一
歩
一
歩
足

を
の
せ
る
た
び
に
、
木
の
階
段
は
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
み
し
み
し
軋
ん
だ
。
身
体

は
暑
く
ぐ
っ
た
り
し
て
い
る
の
に
、
て
す
り
を
つ
か
む
掌
と
赤
ん
坊
の
声
が
す

い
こ
ま
れ
て
ゆ
く
耳
の
中
だ
け
は
ひ
ん
や
り
と
し
て
い
た
。
芝
生
が
ゆ
っ
く
り

足
元
か
ら
遠
ざ
か
り
、
そ
の
分
光
が
濃
く
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
　

 　

途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
赤
ん
坊
は
泣
き
続
け
て
い
た
。
三
階
の
扉
を
開
け
る

と
、
外
の
明
る
さ
が
一
瞬
に
遮
ら
れ
め
ま
い
が
し
た
。
波
の
よ
う
に
寄
せ
て
く

る
泣
き
声
に
神
経
を
集
め
、
し
ば
ら
く
立
ち
す
く
ん
で
い
る
と
、
薄
ぼ
ん
や
り

奥
に
の
び
て
い
る
廊
下
が
見
え
て
き
た
。
わ
た
し
は
、
破
壊
さ
れ
た
姉
の
赤
ん
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坊
に
会
う
た
め
に
、
新
生
児
室
に
向
か
っ
て
歩
き
出
し
た
。

　

こ
こ
に
は
、「
わ
た
し
」
が
わ
か
ら
な
い
対
象
に
出
会
う
時
に
感
じ
る
、「
感
覚
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
つ
ず
つ
差
異
を
持
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
目
に
「
わ
た
し
」
は
、「
Ｍ
病
院
を
見
上
げ
た
」
が
、「
窓
ガ
ラ
ス
が
全
部
一

度
に
き
ら
め
い
て
、
目
が
痛
か
っ
た
」
と
記
録
す
る
。

　

こ
こ
で
「
わ
た
し
」
は
、
痛
み
を
覚
え
な
が
ら
も
、
幼
少
期
の
よ
う
に
「
Ｍ
病

院
」
を
覗
く
こ
と
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
近
く
ま
で
近
づ
い
て
い
き
、
内
部
を

「
簡
単
に
」「
の
ぞ
く
こ
と
が
で
き
た
」
の
だ
。
こ
こ
か
ら
、
幼
い
こ
ろ
と
テ
ク
ス
ト

の
現
在
時
に
お
け
る
差
異
、
つ
ま
り
、「
の
ぞ
く
こ
と
」
に
対
す
る
抵
抗
が
な
く

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

二
つ
目
に
、「
わ
た
し
」
は
「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
姿
」
の
女
性
を
「
目
を
凝
ら
し
て

も
っ
と
よ
く
見
よ
う
と
」
す
る
が
、
ガ
ラ
ス
が
跳
ね
返
す
「
陽
射
し
」
に
遮
ら
れ
、

よ
く
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
が
記
録
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
わ
た
し
」
に

は
、
現
在
も
な
お
わ
か
ら
な
い
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
Ｍ
病
院
」
を

覗
く
こ
と
ま
で
は
で
き
た
が
、「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
姿
」
の
女
性
は
ガ
ラ
ス
に
邪
魔
さ
れ

て
う
ま
く
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
。「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
姿
」
の
女
性
は
、「
わ
た

し
」
が
捉
え
る
妊
娠
し
た
女
性
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
わ
た

し
」
は
、〈
女
性
が
母
に
な
る
〉
場
を
み
る
こ
と
は
、「
簡
単
」
に
出
来
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
の
内
部
に
い
る
妊
娠
し
た
女
性
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
は
、
未
だ
理

解
が
出
来
な
い
の
だ
。

　

最
後
は
、「
わ
た
し
」
が
「
新
生
児
室
」
に
向
っ
て
歩
き
出
す
部
分
の
記
録
で
あ

る
。「
新
生
児
室
」
は
一
般
的
に
、
ガ
ラ
ス
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
「
染
色

体
」
と
し
て
し
か
想
像
で
き
な
か
っ
た
「
姉
の
赤
ん
坊
」
と
ガ
ラ
ス
越
し
に
は
じ
め

て
対
面
す
る
場
所
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
描
か
れ
る
の
は
、
歩

き
出
す
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
た
め
、「
わ
た
し
」
が
、
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
の
、「
姉
の

赤
ん
坊
」
を
み
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
。

　

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
わ
た
し
」
が
見
る
た
め
に
「
歩
き
出
」
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。「
わ
た
し
」
は
自
ら
の
意
志
で
「
姉
の
赤
ん
坊
」
を
見
に
行
く

の
だ
。

　

こ
の
一
連
の
記
録
か
ら
分
か
る
の
は
、「
わ
た
し
」
は
、「
Ｍ
病
院
」
と
い
う
、

〈
女
性
が
母
に
な
る
〉
場
所
に
つ
い
て
「
の
ぞ
く
」
こ
と
、
つ
ま
り
知
る
こ
と
に
は

抵
抗
が
な
く
な
っ
た
が
、
ま
だ
「
わ
か
ら
な
い
」
部
分
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
の
一
つ
は
、「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
姿
」
の
女
性
に
表
象
さ
れ
る
、
妊
娠
を
経
験
し

た
「
女
性
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
赤
ん
坊
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
わ
た
し
」

は
今
ま
で
通
り
わ
か
ら
な
い
と
感
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
歩
き
出
す
」
と
い
う
行

動
を
選
択
す
る
。
そ
れ
ら
の
わ
か
ら
な
い
対
象
に
近
づ
い
て
い
く
た
め
に
「
歩
き
出

す
」
の
だ
。「
わ
た
し
」
が
、〈
わ
か
ら
な
い
〉
対
象
と
し
て
、
間
に
「
ガ
ラ
ス
」
を

見
て
い
た
も
の
に
対
す
る
微
妙
な
「
感
覚
」
の
変
化
、「
意
識
」
の
変
化
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
に
描
か
れ
る
「
わ
た
し
」
の
視
覚
に
よ
る
身
体
感
覚
と
は
、「
姉
」

「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
姿
」
の
女
性
、「
Ｍ
病
院
」
に
表
彰
さ
れ
る
「
母
」
に
対
す
る
繊
細
な

「
意
識
」
の
変
化
を
含
む
語
り
な
の
だ
。

　

こ
こ
ま
で
、「
わ
た
し
」
の
視
覚
に
よ
る
身
体
感
覚
を
見
て
き
た
こ
と
に
よ
り

「
わ
た
し
」
の
何
層
に
も
分
か
れ
た
「
わ
か
ら
な
い
」
感
覚
と
、
そ
の
変
化
を
読
む

こ
と
が
で
き
た
。
次
章
で
は
、
そ
の
「
わ
か
ら
な
い
」
対
象
の
内
実
に
つ
い
て
考
え

る
た
め
に
、
触
覚
に
よ
る
身
体
感
覚
を
み
て
い
く
。
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3
、
触
覚
が
表
す
「
意
識
」

　

テ
ク
ス
ト
で
「
わ
た
し
」
は
、
対
象
を
「
虫
」
に
例
え
る
こ
と
が
複
数
回
あ
る

が
、
そ
の
「
虫
」
に
は
、
生
々
し
い
触
覚
の
印
象
が
付
き
ま
と
う
。「
姉
」
が
「
Ｍ

病
院
」
に
入
院
す
る
こ
と
を
「
反
対
」
し
、「
も
っ
と
設
備
の
整
っ
た
大
き
な
病
院
」

を
進
め
た
「
わ
た
し
」
は
、
幼
い
こ
ろ
の
ぞ
い
た
「
Ｍ
病
院
」
の
内
部
を
回
想
す
る

と
き
、「
先
生
が
坐
る
机
の
上
」
に
あ
っ
た
「
洋
梨
型
の
ゴ
ム
袋
」
を
「
な
ま
め
か

し
い
昆
虫
」
と
描
写
す
る
。

　

ま
た
、
義
兄
の
食
べ
て
い
る
「
キ
イ
ウ
イ
」
を
「
義
兄
は
輪
切
り
に
し
た
キ
イ
ウ

イ
を
食
べ
て
い
る
。
わ
た
し
は
あ
の
黒
い
種
子
の
粒
々
が
、
小
さ
な
虫
の
巣
の
よ
う

に
見
え
て
、
ど
う
し
て
も
キ
イ
ウ
イ
を
好
き
に
な
れ
な
い
。」
と
虫
に
例
え
た
後
に
、

「
義
兄
」
の
喋
っ
た
、「
君
は
大
切
な
身
体
だ
か
ら
、
無
理
し
て
動
か
な
い
方
が
い
い

よ
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
、「
彼
は
こ
ん
な
分
か
り
切
っ
た
あ
り
ふ
れ
た
せ
り
ふ
を
、

い
か
に
も
親
切
そ
う
に
喋
る
癖
が
あ
る
の
だ
。」
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、「
義
兄
」

の
言
葉
が
出
て
来
た
場
所
で
あ
る
唇
を
「
キ
イ
ウ
イ
の
透
明
な
果
汁
で
濡
れ
た
唇
」

と
描
く
。

　

ま
た
、
別
の
場
面
で
は
「
わ
た
し
」
が
前
に
「
科
学
雑
誌
か
何
か
で
」
見
た
「
染

色
体
の
写
真
」
が
、「
双
子
の
蝶
の
幼
虫
が
何
組
も
何
組
も
縦
に
並
ん
で
い
る
よ
う

に
見
え
た
」
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
蝶
の
幼
虫
」
は
「
姉
の
赤
ん
坊
」
を
考

え
る
際
に
「
染
色
体
」
と
共
に
想
起
さ
れ
る
。

　
「
三
月
一
日
（
日
）
十
四
週
＋
六
日
」
の
記
録
に
描
か
れ
る
、「
蝶
の
幼
虫
」
は
以

下
の
様
に
な
っ
て
い
る
。「
楕
円
形
の
細
長
い
幼
虫
は
、
人
差
し
指
と
、
親
指
で
つ

ま
む
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
丸
味
を
持
ち
、
小
さ
な
く
び
れ
や
湿
っ
ぽ
い
表
皮
が
生
々

し
く
写
し
出
さ
れ
て
い
た
。」
以
上
の
「
虫
」
の
描
写
を
み
る
と
、
わ
た
し
の
記
録

す
る
「
虫
」
は
、
生
々
し
い
触
覚
と
共
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
虫
」
に
例
え
ら
れ
て
い
る
対
象
は
、
い
ず
れ
も
「
わ
た
し
」
と
対
立
す
る
対
象

で
あ
り
、「
好
き
に
な
れ
な
い
」
対
象
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、「
破
壊
し
た
い
」
対
象

で
あ
る
。「
わ
た
し
」
が
こ
れ
ら
の
対
象
に
な
ん
ら
か
の
否
定
的
な
「
意
識
」
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
」
は
具
体
的
に
何
に
否
定
的
な
感
情
を
持
つ
の
か
を
語
ら
な
い
か
わ
り

に
、
こ
の
触
覚
に
よ
る
身
体
感
覚
に
の
み
、
そ
れ
ら
を
吐
露
す
る
。
こ
の
「
意
識
」

は
、「
わ
た
し
」
の
記
録
の
中
で
触
感
を
伴
う
「
虫
」
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

意
図
せ
ず
、
表
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
否
定
的
な
触
覚
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
「
意
識
」
に
着
目
す
る
と
、
次
の
場
面

は
見
逃
せ
な
い
。「
わ
た
し
」
が
義
兄
に
歯
の
治
療
を
し
て
も
ら
う
場
面
だ
。
こ
れ

ま
で
、
触
覚
を
伴
っ
て
描
か
れ
て
き
た
「
虫
」
が
、「
わ
た
し
」
の
口
の
中
に
「
虫

歯
」
と
し
て
表
れ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
に
は
「
口
に
す
る
」
と
い
う
「
言
葉
」
が
何
度
も
現
れ
る
が
、
こ
の

「
言
葉
」
は
、
食
事
を
と
る
こ
と
と
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。（
注
12
）「
わ
た
し
」
は
自
ら
の
「
感
情
」
を
既
存
の
言
葉
に
置

き
換
え
る
こ
と
に
対
し
違
和
感
を
持
ち
、
辞
書
的
な
言
葉
を
使
う
こ
と
を
避
け
る
よ

う
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
、
言
葉
に
対
立
す
る
態
度
を
持
つ
「
わ
た
し
」
が

言
葉
を
話
す
際
に
使
う
「
口
」
に
虫
歯
を
持
つ
こ
と
は
表
象
的
だ
。

　
「
五
月
一
六
日
（
土
）
二
十
五
週
＋
五
日
」
の
記
録
の
中
で
、「
わ
た
し
」
は
自
分

と
「
義
兄
」
が
初
め
て
会
っ
た
時
の
こ
と
を
回
想
す
る
。

　
　
　
「
そ
れ
で
は
、
型
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。」
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彼
は
丁
寧
す
ぎ
る
口
調
で
そ
う
言
っ
て
、
わ
た
し
の
顔
の
上
に
お
お
い
か
ぶ

さ
っ
て
き
た
。
治
療
す
る
の
は
一
番
奥
の
歯
だ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
精
一
杯

口
を
開
け
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。
彼
が
顔
を
近
付
け
て
口
の
中
に
手
を

突
っ
込
む
と
、
消
毒
液
の
に
お
い
の
す
る
湿
っ
た
指
が
歯
茎
に
触
れ
た
。

　
　

マ
ス
ク
の
中
の
息
遣
い
が
、
生
々
し
く
聞
こ
え
て
き
た
。

　
　

 　

ど
う
し
て
彼
が
わ
た
し
の
口
の
中
の
印
象
に
つ
い
て
、
そ
ん
な
ふ
う
に
説
明

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
自
分
の
歯
や
歯
茎

に
つ
い
て
な
ど
描
写
し
て
ほ
し
く
は
な
か
っ
た
。

　
　

 　

ピ
ン
ク
の
粉
は
最
後
に
は
粘
土
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
。
彼
は
そ
れ
を
人
差

し
指
と
中
指
で
救
い
上
げ
、
残
り
の
指
で
わ
た
し
の
唇
を
お
し
ひ
ろ
げ
な
が

ら
、
奥
歯
に
べ
っ
と
り
塗
り
付
け
た
。
味
で
は
な
く
た
だ
ひ
ん
や
り
し
た
感
触

だ
け
が
舌
に
当
た
っ
た
。
彼
の
指
さ
き
が
、
口
の
粘
膜
を
何
度
も
撫
で
た
。
わ

た
し
は
思
い
切
り
、
彼
の
指
と
そ
の
ピ
ン
ク
の
塊
を
噛
み
し
め
た
か
っ
た
。

　
「
わ
た
し
」
が
「
義
兄
」
と
初
め
て
会
っ
た
の
は
、「
義
兄
」
の
勤
め
る
歯
科
医
院

で
あ
り
、
こ
の
回
想
に
は
、「
義
兄
」
に
よ
る
虫
歯
の
治
療
を
受
け
る
「
わ
た
し
」

の
、
口
の
中
の
触
覚
に
拠
る
「
感
覚
」
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
」
は
「
歯
茎
に
触
れ
」
る
指
や
、
奥
歯
に
塗
ら
れ
た
「
ピ
ン
ク
の
粉
」、

口
の
粘
膜
を
撫
で
る
指
を
、
過
剰
に
敏
感
に
「
感
覚
」
と
し
て
捉
え
、
記
録
に
描

く
。

　

そ
し
て
、「
わ
た
し
」
に
触
れ
た
「
彼
の
指
と
そ
の
ピ
ン
ク
の
塊
」
を
噛
み
し
め

た
い
と
ま
で
記
す
。

　
「
息
遣
い
が
、
生
々
し
く
聞
こ
え
て
き
た
」
や
「
粘
膜
を
何
度
も
撫
で
た
」
な
ど

は
、
明
ら
か
に
、
性
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
医
者

に
よ
る
治
療
は
、
性
的
接
触
と
多
分
に
重
ね
合
わ
せ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　
「
わ
た
し
」
の
嫌
う
触
覚
は
、「
姉
」
に
と
っ
て
、「
好
き
」
な
「
感
触
」
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、「
姉
」
が
「
超
音
波
診
断
装
置
」
で
の
検
査
の
た
め
に
「
ゲ
ル
状
の

透
明
な
薬
」
を
塗
ら
れ
る
こ
と
を
好
み
、
さ
ら
に
そ
の
時
の
気
持
ち
を
「
彼
に
歯
型

を
と
っ
て
も
ら
う
の
と
、
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
」
と
言
う
部
分
か
ら
分
か
る
。

　

一
方
「
わ
た
し
」
は
、
医
者
に
よ
る
治
療
に
含
ま
れ
る
性
的
接
触
を
「
感
覚
」
と

し
て
確
実
に
受
け
取
り
、
そ
こ
に
生
々
し
い
虫
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
何
重
に
も
重
ね
て

そ
の
嫌
悪
感
を
示
す
の
だ
。
他
方
で
「
姉
」
は
医
者
に
よ
る
治
療
を
好
む
。
そ
れ
ら

の
治
療
と
は
、「
Ｍ
病
院
」
で
の
治
療
、「
義
兄
」
に
よ
る
治
療
、
さ
ら
に
は
二
階
堂

先
生
に
よ
る
治
療
だ
。「
姉
」
は
、
二
階
堂
先
生
の
治
療
に
つ
い
て
、「
自
分
の
身
体

の
た
め
に
人
が
な
に
か
を
」
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
た
ま
ら
な
く
気
持
ち
い
い
」
と

語
り
、
二
階
堂
先
生
に
よ
る
治
療
を
、「
姉
の
も
ろ
い
神
経
を
、
彼
は
ど
ん
な
ふ
う

に
撫
で
つ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
想
像
す
る
。
し
か
し
「
わ
た
し
」
は
、
二
階

堂
先
生
を
「
優
秀
な
精
神
科
医
だ
と
は
思
え
な
い
」
と
批
判
す
る
。
こ
の
両
者
の
差

異
に
は
、
幼
い
こ
ろ
「
Ｍ
病
院
」
を
積
極
的
に
の
ぞ
く
こ
と
が
出
来
た
「
姉
」
と
、

「
臆
病
だ
っ
た
」「
わ
た
し
」
と
い
う
差
異
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
「
わ
た
し
」
が
「
虫
」
に
例
え
た
「
感
覚
」
に
よ
る
「
意
識
」
は
、「
Ｍ
病
院
」、

「
義
兄
」、「
赤
ん
坊
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
虫
」
と
い
う
表
現
の
内
側
に
あ
っ

た
の
は
、
触
覚
と
共
に
「
わ
た
し
」
に
「
意
識
」
さ
れ
る
性
で
あ
っ
た
の
だ
。
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さ
ら
に
言
う
と
、「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
描
か
れ
る
一
九
九
〇
年
代
の
「
無
意
識
」

と
は
、「
母
」「
娘
」
の
よ
う
に
ど
こ
に
も
属
さ
な
い
、
属
し
た
く
な
い
、
ま
た
は
、

属
さ
な
い
こ
と
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
女
性
が
抱
く
、
成
長
と
い
う
変
化
に
伴

い
、
何
層
に
も
重
な
っ
た
、
性
を
自
覚
す
る
こ
と
へ
の
「
嫌
悪
」
な
の
だ
。

お
わ
り
に

　
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
は
「
わ
た
し
」
の
「
感
覚
」
で
感
じ
て
い
て
も
理
解
で
き

な
い
「
意
識
」
の
記
録
で
あ
り
、
そ
の
「
意
識
」
は
微
細
な
感
覚
表
現
を
追
う
こ
と

に
よ
っ
て
読
む
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
「
意
識
」
は
、
こ
れ
ま
で
、「
悪
意
」

と
い
う
言
葉
で
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
た
り
、
大
き
く
「
妊
娠
原
理
」
と
評
価
さ
れ
た

り
し
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
は
、
表
現
し
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。「
意
識
」
を
既
存
の
言
葉
で
表
す
こ
と
の
違
和
感
は
、
テ
ク
ス
ト

に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
ど
う
だ
っ
た
？
」

　
　
「
二
か
月
の
半
ば
。
ち
ょ
う
ど
六
週
め
」

　
　
「
ま
あ
、
そ
ん
な
に
厳
密
に
分
か
る
の
？
」

　
　
「
こ
つ
こ
つ
た
め
た
グ
ラ
フ
用
紙
の
お
か
げ
」

　
　

 

姉
は
そ
う
い
う
と
、
コ
ー
ト
を
脱
ぎ
な
が
ら
ず
ん
ず
ん
家
の
奥
へ
入
っ
て
い
っ

た
。
特
別
な
感
慨
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。

　
　
「
今
日
の
夕
食
な
あ
に
？
」

　
　
「
ブ
イ
ヤ
ベ
ー
ス
」

　
　
「
あ
っ
そ
う
」

　
　
「
イ
カ
と
あ
さ
り
が
安
か
っ
た
か
ら
」

　
　

 

そ
ん
な
あ
り
ふ
れ
た
会
話
を
交
わ
し
た
後
の
よ
う
な
、
あ
っ
さ
り
と
し
た
感
触

し
か
残
ら
な
か
っ
た
。

　
　

 

だ
か
ら
わ
た
し
は
、
お
め
で
と
う
、
と
い
う
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
。

　
　

 

し
か
し
、
本
当
に
姉
と
義
兄
の
間
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
お

め
で
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
辞
書
で
、『
お
め
で
と
う
』
と
い
う
言
葉

を
引
い
て
み
た
。
―
―
御
目
出
度
う
（
感
）
祝
い
の
あ
い
さ
つ
の
言
葉
―
―
と

あ
っ
た
。

　
　
「
そ
れ
自
体
に
は
、
何
の
意
味
も
な
い
の
ね
」

　
　

 

と
わ
た
し
は
つ
ぶ
や
い
て
、
全
然
お
め
で
た
く
な
い
雰
囲
気
の
漢
字
が
並
ん
だ

そ
の
一
行
を
、
指
で
な
ぞ
っ
た
。

　

引
用
の
場
面
で
、「
わ
た
し
」
は
、「
姉
と
義
兄
」
の
子
供
が
で
き
た
こ
と
を
聞
い

た
と
き
の
自
ら
の
「
感
情
」
を
「
お
め
で
と
う
」
と
い
う
「
辞
書
」
に
あ
る
既
存
の

言
葉
で
表
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。「
わ
た
し
」
は
、「
お
め
で
と
う
、
と
い
う
の
さ

え
忘
れ
て
い
た
。」
と
言
う
が
、
忘
れ
た
の
は
、「
わ
た
し
」
の
「
わ
た
し
」
で
さ
え

理
解
で
き
な
い
「
意
識
」
が
「
お
め
で
と
う
」
を
言
う
こ
と
を
拒
否
し
た
か
ら
だ
。

　

こ
こ
に
は
、
人
間
に
「
言
葉
」
で
は
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
、「
意
識
」
の
存
在

が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
意
識
」
が
「
言
葉
」
と
し

て
、
存
在
し
な
い
理
由
と
し
て
、
こ
の
「
意
識
」
が
「
文
化
の
基
本
的
価
値
観
」
と

い
う
「
無
意
識
」
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
姉
と
義
兄

の
間
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
」
こ
と
を
「
お
め
で
と
う
」
と
言
わ
な
い
「
わ
た
し
」

や
、
毒
入
り
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
を
与
え
る
こ
れ
ら
の
言
動
は
、
初
出
時
、
つ
ま
り
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一
九
九
〇
年
代
の
「
無
意
識
」
に
よ
っ
て
「
言
葉
」
レ
ベ
ル
で
排
除
さ
れ
、
さ
ら
に

そ
の
後
の
論
で
も
「
悪
意
が
あ
る
」
と
い
う
不
適
切
な
言
葉
に
よ
っ
て
集
約
さ
れ
続

け
て
き
た
の
だ
。

　

し
か
し
、「
物
語
」
テ
ク
ス
ト
と
い
う
虚
構
世
界
は
、「
わ
た
し
」
と
「
わ
た
し
」

の
「
意
識
」
を
受
け
入
れ
る
。「
感
覚
」
に
よ
る
「
意
識
」
を
詳
細
に
読
む
こ
と
で
、

「
わ
た
し
」
の
複
雑
に
何
層
に
も
重
な
っ
た
「
意
識
」
の
存
在
は
見
つ
か
り
、
確
か

に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
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