
辺
見
庸
の
『
１
★
９
★
３
★
７
』
は
「
日
本
人
」
で
あ
る
者
を

「
日
本
人
」
に
す
る
芸
術
的
装
置
で
あ
る
。

「
芸
術
的
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。「
「
日
本
人
」
で
あ
る
者

を
「
日
本
人
」
に
す
る
装
置
」
と
い
う
の
は
、
「
八
紘
一
宇
」
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
、
国
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
も
の
を
大
和
民
族

な
る
も
の
の
一
員
と
し
て
ま
が
り
な
り
に
も
引
き
受
け
た
先
祖
を

も
つ
者
を
「
日
本
人
」
と
し
て
自
覚
さ
せ
ず
に
は
お
か
ず
、
そ
の

こ
と
を
通
じ
て
、
い
ま
に
至
る
ま
で
命
脈
を
保
つ
当
該
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
内
的
に
直
面
す
る
こ
と
を
強
い
る
装
置
、
と
い
う
ほ
ど
の

こ
と
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
た
と
え
ば
私
は
、「
日
本
人
で
あ
る
私
は
…
…
」、

「
私
た
ち
日
本
人
は
…
…
」
と
い
っ
た
言
い
か
た
を
普
段
か
ら
忌

み
嫌
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
想
定
さ
れ
る

「
日
本
人
」
な
る
も
の
の
外
延
と
内
包
が
き
わ
め
て
曖
昧
だ
と
い

う
こ
と
に
加
え
、
そ
の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
肯
定
・
否
定
を

問
わ
ず
（
多
く
の
ば
あ
い
肯
定
的
に
だ
が
）
特
性
の
付
与
を
無
根

拠
に
推
し
進
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ご
く
些
細

な
局
面
、
た
と
え
ば
最
近
の
有
名
な
童
謡
で
、
海
老
や
蟹
を
食
べ

る
の
が
「
日
本
人
な
ら
大
好
き
さ
」
と
歌
わ
れ
る
と
き
で
す
ら
私

は
う
っ
す
ら
と
不
機
嫌
に
な
る
。

『
１
★
９
★
３
★
７
』
は
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
者
が

「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
と
向
き
あ
わ
ず
に
い
わ
ば
無
色
の
普
遍

的
人
間
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

「
日
本
人
」
の
特
殊
な
定
義
づ
け
や
特
徴
づ
け

そ
の
こ
と
を
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通
じ
て
の
自
民
族
の
う
ぬ
ぼ
れ

を
賢
し
ら
に
拒
む
だ
け
で
は

ま
っ
た
く
足
り
な
い
。
そ
の
よ
う
に
拒
否
し
た
と
こ
ろ
で
、
当
該

の
う
ぬ
ぼ
れ
が
か
つ
て
何
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
を
見
ず
に
済
ま

せ
る
こ
と
ま
で
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
私
は

「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
そ
の
こ
と
の
居
心
地
の

悪
さ
を
否
応
な
く
引
き
受
け
さ
せ
ら
れ
る
。

文
庫
版
の
解
説
で
、
徐
京
植
は
た
と
え
ば
「
ス
リ
ッ
パ
」
の
逸

話
に
関
し
て
「
平
静
な
心
、
分
析
的
な
眼
で
こ
の
く
だ
り
を
読
み

解
く
こ
と
が
、
「
朝
鮮
人
」
で
あ
る
私
に
は
で
き
な
い
」
と
書
い

て
い
る
。
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し

徐
も
最
終
的
に
は
私

に
同
意
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
が

『
１
★
９
★
３
★
７
』
は
何

よ
り
も
ま
ず
、
「
ス
リ
ッ
パ
」
で
叩
か
れ
る
側
を
で
は
な
く
叩
く

側
を
読
者
と
す
る
、
つ
ま
り
「
日
本
人
」
を
読
者
と
す
る
装
置
で

あ
る
。
「
日
本
人
」
以
外
を
読
解
の
場
か
ら
排
除
し
よ
う
と
い
う

の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
本
は
そ
も
そ

も
が
、
自
分
の
出
自
の
も
つ
歴
史
的
文
脈
な
ど
（
そ
の
出
自
を
た

か
だ
か
概
念
的
に
相
対
化
・
無
効
化
す
る
程
度
の
こ
と
で
）
見
ず

に
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
ど
こ
か
で
思
っ
て
き
た
半
睡
状
態

の
者
の
目
を
力
ず
く
で
醒
ま
さ
せ
、
「
日
本
人
」
と
い
う
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
の
一
員
へ
と
あ
ら
た
め
て
生
成
さ
せ
る
こ
と
を
主
要
な
狙

い
と
す
る
装
置
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
読
者
が
作
者
も
ろ
と
も
に
放
り
こ
ま
れ
る
「
日
本

人
」
と
い
う
枠
は
、
い
わ
ゆ
る
共
同
体
を
形
成
し
な
い
だ
ろ
う
。

か
ろ
う
じ
て
形
成
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
共
同
体
に
は
自
負
や

う
ぬ
ぼ
れ
、
連
帯
感
や
安
心
感
が
い
っ
さ
い
備
わ
っ
て
い
な
い
。

互
い
の
目
配
せ
は
励
み
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
深
い
自
省
を
と
も
な

う
暗
澹
た
る
孤
独
感
だ
け
を
生
む
。

★

「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
者
は
、

作
者
の
苦
渋
の
身
振
り
に
倣
い
つ
つ
、
自
ら
の
自
伝
を
、
そ
し
て

親
（
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
親
）
の
伝
記
を
、
い
ま

ま
で
と
は
違
っ
た
ま
な
ざ
し
で

�る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
私
の
ば
あ
い
は
、
親
が
作
者
（
一
九
四
四
年
生
ま
れ
）

と
お
お
む
ね
同
じ
世
代
に
属
し
て
い
る
（
正
確
に
は
、
私
の
父
母

の
ほ
う
が
少
し
だ
け
年
長
で
あ
る
）。
戦
争
当
時
ま
だ
子
ど
も
だ
っ

た
親
に
従
軍
経
験
は
な
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
件
で
父
母

に
聞
け
る
こ
と
は
何
も
な
い
。
そ
の
点
は
、
私
は
作
者
と
状
況
が

異
な
っ
て
い
る
。

父
は
子
だ
く
さ
ん
の
農
家
の
末
子
で
あ
る
。
父
の
父
（
当
時
は

す
で
に
中
年
な
い
し
老
年
）
が
徴
兵
さ
れ
た
と
は
聞
い
た
こ
と
が
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な
い
。
ま
た
、
父
に
は
成
年
の
男
兄
弟
も
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
私
は
父
方
と
は
残
念
な
が
ら
あ
る
程
度
以
上
の
つ
き
あ
い
が

な
く
、
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
は
何
も
聞
か
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、

父
は
数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
。

問
題
は
母
方
で
あ
る
。
母
の
父
（
以
下
、「
祖
父
」）
は
か
な
り

上
級
の
将
校
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
満
州
で
外
国
人
部
隊
を
指
揮
し

て
い
た
と
い
う
。
単
身
赴
任
で
は
な
く
、
一
家
は
た
し
か
斉 チ

斉 チ

哈 ハ

爾 ル

に
住
ん
で
い
た
。
母
も
そ
こ
で
生
ま
れ
て
い
る
。

復
員
後
の
祖
父
は
、
少
な
く
と
も
私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
一

転
し
て
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
た
。
孫
た
ち
に
戦
争
中
の
自
慢

話
を
す
る
こ
と
も
特
段
な
か
っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
前
に
わ
ず
ら
っ
た

病
気
の
治
療
の
副
作
用
も
あ
っ
て
耳
が
遠
く
、
そ
も
そ
も
会
話
に

熱
心
で
は
な
か
っ
た
。
残
っ
て
い
る
の
は
、
「
と
く
に
怖
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
ど
こ
を
見
て
い
る
の
か
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か

よ
く
わ
か
ら
な
い
無
口
な
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
印
象
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
戦
争
に
ま
つ
わ
る
話
が
家
族
の
あ
い
だ
で
ま
っ
た

く
出
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
た
ま

に
祖
父
母
に
会
い
に
行
く
と
、
戦
友
会
の
こ
と
は
折
り
に
触
れ
て
、

と
く
に
否
定
的
な
含
意
も
な
く
言
及
さ
れ
た
し
、
依
然
と
し
て
交

流
が
続
い
て
い
る
と
い
う
「
フ
ケ
ツ
さ
ん
」
（
「
ケ
」
で
は
な
く

「
フ
」
に
強
勢
が
置
か
れ
る
）
の
名
前
は
た
び
た
び
挙
が
っ
た
。

士
官
学
校
で
同
窓
だ
っ
た
ら
し
い
そ
の
愛
新
覚
羅
溥
傑
（
満
州
国

皇
帝
と
な
っ
た
溥
儀
に
と
っ
て
は
弟
に
あ
た
る
）
の
書
は
掛
け
軸

に
さ
れ
て
床
の
間
を
飾
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
居
間
の
天
井
近
く
に
画
鋲
で
留
め
ら
れ
た
布
か
紙
に

刷
ら
れ
た
図
柄
は
、
笑
い
あ
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
顔
立
ち
の
子

ど
も
た
ち
（
少
女
た
ち
だ
っ
た
か
？
）
の
絵
に
「
五
族
協
和
」
と

い
う
文
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
「
八
紘
一

宇
」
と
書
か
れ
た
紙
（
扇
だ
っ
た
か
？
）
も
飾
ら
れ
て
い
た
。
私

が
そ
れ
に
気
づ
く
の
は
漢
字
が
ま
が
り
な
り
に
も
読
め
る
よ
う
に

な
っ
た
一
九
八
〇
年
代
だ
ろ
う
か
ら
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
三
十
五

年
以
上
を
経
て
も
祖
父
は
あ
い
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
肯
定
的
な
郷
愁
を
抱
い
て
い
た

と
い
う
か
少
な
く
と
も
、

重
大
な
疑
念
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。
彼
か
ら

は
好
戦
的
な
発
言
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、

深
い
反
省
に
と
も
な
う
明
ら
か
に
反
戦
・
厭
戦
的
な
発
言
が
聞
か

れ
た
わ
け
で
も
な
い
。

私
が
成
人
し
て
し
ば
ら
く
す
る
と
祖
父
は
他
界
し
た
た
め
、
戦

争
の
あ
れ
こ
れ
に
つ
い
て
本
人
に
問
い
た
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
に

終
わ
っ
た
（
い
や
、
仮
に
彼
が
生
き
て
い
て
も
、
年
老
い
た
親
類

に
鞭
打
つ
よ
う
な
糾
明
は
私
に
は
や
は
り
無
理
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
あ
る
い
は
、
会
話
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
年
齢
差
が
あ
り
す
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ぎ
て
ま
と
も
な
会
話
に
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
）
。
も
う
少
し

長
く
生
き
た
祖
母
に
は
満
州
暮
ら
し
や
引
き
揚
げ
に
つ
い
て
述
懐

さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が

た
と
え
ば
、
引
き
揚
げ
中
に
子
ど

も
（
私
に
と
っ
て
叔
母
に
あ
た
っ
た
は
ず
の
人
）
が
一
人
亡
く
な
っ

て
い
る

、
祖
父
が
戦
争
で
何
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
話
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
大
人
た
ち
（
つ
ま
り
、
戦
争
前
後
に
生

ま
れ
た
息
子
夫
婦
、
娘
夫
婦
た
ち
）
に
も
、
強
い
て
そ
の
こ
と
を

話
題
に
し
よ
う
と
い
う
雰
囲
気
は
な
か
っ
た
。

じ
つ
を
言
う
と
、
祖
父
が
戦
記
の
よ
う
な
も
の
を
自
費
出
版
し

た
こ
と
は
あ
る
。
身
内
で
本
を
出
し
た
人
が
他
に
い
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
子
ど
も
だ
っ
た
私
に
そ
れ
は
ま
ぶ
し
く
見
え
た
。

も
し
か
す
る
と
、
こ
の
自
費
出
版
は
私
が
「
も
の
を
書
く
人
間
」

に
な
る
こ
と
を
促
し
た
遠
因
の
一
つ
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
意
味
で

も
私
個
人
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
出
来
事
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
本
は
難
し
い
漢
字
の
や
け
に
多
い
、
文
語
ま
が
い
の
ご
つ
ご

つ
と
し
た
文
章
の
羅
列
と
見
え
（
お
そ
ら
く
は
端
的
に
悪
文
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
）
、
孫
に
も
一
部
ず
つ
贈
ら
れ
た
そ
の
本
を
私
は
す

ぐ
に
本
棚
に
し
ま
い
こ
ん
だ
。
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
も

う
わ
か
ら
な
い
。
い
ま
、
あ
ら
た
め
て
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
れ

ば
目
を
通
す
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
私
の
知
り
た
い
こ
と
は

お
そ
ら
く
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

視
線
を
宙
に
漂
わ
せ
て
優
し
く
微
笑
む
無
口
な
祖
父
の
顔
立
ち

が
笠
智
衆
の
そ
れ
に
瓜
二
つ
だ
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
『
１
★

９
★
３
★
７
』
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
元
艦
長
の
返
答
（「
う
ー

ん
、
ね
え
…
…
」
「
さ
あ
、
ね
え
…
…
」
「
そ
う
か
ね
」
「
い
や
い

や
…
…
」
）
の
穏
や
か
な
不
透
明
さ
は
、
亡
く
な
っ
て
久
し
い
祖

父
の
帯
び
て
い
た
曖
昧
模
糊
と
し
た
雰
囲
気
を
、
か
な
り
の
現
実

味
を
も
っ
て
な
ぞ
る
も
の
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

★

と
い
う
ぐ
あ
い
に
（
こ
れ
で
も
か
な
り
記
述
を
抑
制
し
た

つ
も
り
だ
が
）、『
１
★
９
★
３
★
７
』
は
「
日
本
人
」
に
対
し
て
、

居
心
地
の
悪
い
自
分
語
り
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
自
省
を
強
い
て

く
る
。
「
日
本
人
」
は
こ
の
自
分
語
り
を
通
じ
て
、
い
ま
も
そ
こ

か
し
こ
に
存
続
し
て
い
る
、
あ
の
時
代
と
地
続
き
か
も
し
れ
な
い

何
か
を
感
じ
取
っ
て
い
く
。
私
の
ば
あ
い
、
祖
父
が
「
五
族
協
和
」

「
八
紘
一
宇
」
と
い
っ
た
記
号
と
暮
ら
す
こ
と
に
対
し
て
親
世
代

が
（
積
極
的
に
か
、
雰
囲
気
に
呑
ま
れ
て
か
、
惰
性
で
か
は
と
も

か
く
）
お
こ
な
っ
た
黙
許
、
ま
た
そ
れ
な
り
に
高
位
に
達
し
て
著

名
人
と
知
り
あ
い
に
も
な
っ
た
祖
父
に
対
し
て
親
世
代
が
抱
い
た

漠
然
と
し
た
誇
ら
し
い
気
持
ち
と
い
っ
た
あ
た
り
の
モ
ヤ
モ
ヤ
し

178



た
も
の
を
、
そ
の
陰
に
あ
っ
て
語
ら
れ
ぬ
ま
ま
と
な
っ
た
祖
父
の

戦
争
中
の
行
為
（
彼
が
何
を
し
た
か
、
い
や
む
し
ろ
、
高
位
に
あ

る
彼
が
他
の
者
た
ち
に
何
を
さ
せ
た
か
）
が
弱
火
で
じ
っ
く
り
と

煮
詰
め
て
く
る
。

こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
作
者
が
自
身
を
、
そ
し
て
と
り
わ
け
自

身
の
父
を
俎
上
に
載
せ
た
こ
と
に
促
さ
れ
て
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
日
本
人
」
の
反
省
的
自
伝
が
作
者
か
ら

読
者
へ
と
感
染
し
て
い
く
。
「
日
本
人
」
と
い
う
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

で
あ
る
か
ら
に
は
、
濃
淡
の
違
い
、
細
部
の
違
い
は
あ
れ
同
じ
歴

史
的
文
脈
（
し
か
も
そ
の
影
響
は
現
在
に
ま
で
及
ん
で
い
る
）
を

同
じ
立
場
か
ら
共
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
日
本

人
」
性

と
で
も
言
え
ば
よ
い
か

が
自
分
（
と
そ
の
先
祖
）

の
ば
あ
い
ど
の
よ
う
な
し
か
た
で
展
開
し
て
き
て
い
る
の
か
と
い

う
問
い
は
、
問
え
ば
お
お
む
ね
必
ず
問
え
て
し
ま
い
、
ゆ
え
に
応

え
る
こ
と
を
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
問
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
私
は
父
を
糾
弾
し
、
返
す
刀
で
自
分
を
糾
問
し
た
。
で
は
、
読

者
で
あ
る
「
日
本
人
」
の
お
ま
え
は
ど
う
な
の
か
？
問
い
は
同

様
に
立
っ
て
い
る
。
応
え
よ
」。

し
か
し
、
こ
の
反
省
的
自
伝
の
感
染
を
強
い
る
装
置
は
、
作
者

の
自
伝
的
要
素
の
混
入
と
は
違
う
、
ま
た
別
の
何
か
に
よ
っ
て
も

下
支
え
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
別
の
何
か
」
と

は
、
語
弊
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
作
品
の
非
論
証
的
な
部
分
の

こ
と
で
あ
る
。
私
に
は
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
作
品
の
「
芸
術
」
性
を

逆
説
的
に
担
保
し
て
い
る
と
見
え
る
。

そ
れ
で
は
、
芸
術
と
は
何
か
？★

芸
術
家
は
制
作
に
あ
た
っ
て
、
対
象
と
の
み
な
ら
ず
、
他
な
ら

ぬ
自
分
自
身
の
感
覚
言
語
・
造
形
言
語
と
も
向
き
あ
う
。
と
は
い

え
、
芸
術
家
は
自
ら
の
個
人
言
語
を
あ
ら
か
じ
め
熟
知
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、
後
か
ら
習
得
し
た
言
語
を
用
い
て

話
す
と
き
の
よ
う
に
、
半
わ
か
り
ゆ
え
の
う
っ
す
ら
と
し
た
不
安

を
覚
え
つ
つ
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
運
用
を
通
じ
て
そ
の
語
彙

や
文
法
を
捉
え
て
い
く
。
う
ま
く
行
っ
た
（
い
わ
ば
「
通
じ
た
」）

と
感
じ
ら
れ
る
と
き
も
、
そ
う
で
な
い
と
き
も
あ
る
（
後
者
で
作

ら
れ
て
い
る
の
は
い
わ
ば
、
そ
の
個
人
言
語
で
は
非
文
す
れ
す
れ

の
何
か
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
、
実
際
の
言
語
と
同
じ
く
、
こ
の
言

語
も
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
。

芸
術
を
受
け
取
る
側
は
、
芸
術
家
の
個
人
言
語
に
つ
い
て
事
前

に
は
何
も
知
ら
な
い
。
芸
術
は
受
容
者
に
宛
て
て
制
作
さ
れ
て
は

い
な
い
。
制
作
者
は
納
得
ず
く
で
、
空
集
合
の
受
容
者
に
宛
て
て
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制
作
を
お
こ
な
い
（
あ
る
い
は
、
正
当
な
宛
先
を
原
理
上
ま
っ
た

く
欠
い
た
ま
ま
制
作
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
）
、
芸
術
の
受

容
者
は
そ
の
営
み
を
傍
受
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
制
作
者
自
身
、
こ

の
傍
受
者
の
立
場
に
も
身
を
置
く
）
。
傍
受
者
は
、
標
準
的
感
覚

か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
偏
差
を
も
つ
（
し
か
も
そ
の
こ
と
が
前
景

化
し
て
い
る
）
作
品
か
ら

�行
す
る
と
い
う
し
か
た
で
、
制
作
者

の
個
人
言
語
（
そ
の
文
法
と
語
彙
の
特
性
）
を
記
述
言
語
学
者
よ

ろ
し
く
再
構
成
し
よ
う
と
、
意
識
的
に
で
あ
れ
、
無
意
識
裡
に
で

あ
れ
努
め
る
。
そ
の
さ
な
か
に
、
な
ぜ
と
は
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
自
ら

の
造
形
言
語
の
変
状
を
被
っ
た
と
感
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
、

互
い
に
ま
っ
た
く
無
関
係
な
言
語
間
で
の
（
文
法
や
語
彙
の
水
準

で
の
）
感
染
が
感
興
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
奇
妙
な
現
象
を
、
自
分
が
制
作
者
に
も
受
容
者
に

も
な
り
う
る
も
の
と
し
て
、
誰
も
が
知
ら
ぬ
ま
ま
納
得
し
て
い
る

と
い
う
の
が
、
芸
術
と
い
う
一
大
制
度
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
充

た
す
も
の
は
傑
作
で
あ
る
か
駄
作
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
す
べ
て
芸

術
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
芸
術
で
は
な
い
。

こ
の
個
人
言
語
は
誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
に
抱
え
て
い
る
も
の
だ
が
、

自
分
で
絶
え
ず
気
を
つ
け
て
い
な
い
と
、
い
つ
の
間
に
か
失
わ
れ

て
し
ま
う
。
支
配
的
な
感
覚
言
語
・
造
形
言
語
に
呑
み
こ
ま
れ
る

こ
と
は
あ
ま
り
に
容
易
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
た
と
し
て
も
消
滅
危

機
言
語
が
こ
の
世
界
か
ら
た
か
だ
か
一
つ
失
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い

（
言
わ
ず
も
が
な
だ
が
、
個
人
言
語
は
す
べ
て
消
滅
危
機
言
語
で

あ
る
）
。
失
わ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
す
ら
誰
に
も
気
づ
か
れ
な
い

ま
ま
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
さ
す
が
に
当
該
言
語
の
唯
一
の
持
ち

主
に
と
っ
て
は
、
そ
の
消
滅
・
喪
失
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
は

な
い
に
ち
が
い
な
い
。

★

以
上
が
、
私
に
よ
る
芸
術
一
般
の
定
義
で
あ
る
（
こ
の
議
論
を
、

私
は
仮
に
「
芸
術
傍
受
論
」
と
呼
ん
で
い
る
）。

『
１
★
９
★
３
★
７
』
の
主
軸
を
な
し
て
い
る
の
は
、
言
わ
ず

も
が
な
だ
が
文
芸
批
評
で
あ
る
。
そ
の
精
緻
な
読
み
は
、
何
が
書

か
れ
て
い
る
か
、
何
が
書
か
れ
ず
に
い
る
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
い
を
執
拗
に
立
て
て
進
ん
で
い
く
。

そ
れ
は
、
根
深
い
植
民
者
根
性
（
優
等
民
族
気
取
り
）

破

綻
の
後
に
も
反
省
す
る
こ
と
な
く
、
結
果
を
黙
殺
し
て
水
に
流
し

て
い
く

を
嫌
悪
す
る
信
念
（
こ
れ
は
た
え
ず
自
省
へ
と
屈
曲

も
す
る
）
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
論
証
を
旨
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い

く
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
本
は
あ
る
程
度
ま
で
は
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
一
大
論
文
だ
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
さ
そ
う
で
は
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
作
品
に
は
、
論
証
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
説

得
的
と
は
言
え
な
い
要
素
が
混
入
し
て
い
る
。
「
非
論
証
的
な
部

分
」
と
先
ほ
ど
私
が
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
自
身
の

感
覚
に
関
わ
る
個
人
言
語
に
由
来
し
て
い
る
。
傍
受
者
た
る
読
者

は
そ
の
個
人
言
語
を
推
定
し
つ
つ
読
み
進
め
、
そ
れ
ら
傍
受
者
の

一
部
は
、
そ
の
非
論
証
的
な
部
分
に
感
染
す
る
と
い
う
し
か
た
で

自
ら
の
個
人
言
語
に
変
状
を
被
る
。

そ
の
よ
う
な
知
覚
の
変
容
の
最
た
る
も
の
は
小
津
安
二
郎
を
め

ぐ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
戦
争
中
の
彼
の
記
録
に
つ
い
て
教
わ
っ

た
後
に
は
、
も
は
や
『
東
京
物
語
』
を
か
つ
て
の
よ
う
に
穏
や
か

に
観
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
『
ア
ッ
ツ
島
玉

砕
』
を
見
た
後
に
藤
田
嗣
治
の
戦
前
と
戦
後
の
画
風
の
連
続
性
と

見
え
る
も
の
に
背
筋
の
凍
る
思
い
を
す
る
の
に
も
似
て
い
る
。

と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
問
題
と
な
る
の
は
小
津
個
人
と
い

う
よ
り
、「
日
本
人
」
一
般
の
性
向
で
あ
る
。

「
日
本
人
」
性
と
し
て
特
定
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
は
た
と
え
ば
、

い
わ
ば

th
e
sh

o
w

m
u
st

g
o
o
n
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
の
こ

と
で
、
そ
れ
は
早
々
に
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」

と
（
丸
山
眞
男
の
表
現
を
借
り
て
）
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

仮
説
は
他
な
ら
ぬ
無
根
拠
な
国
民
的
暴
走
を
標
定
す
る
た
め
に
作

業
上
必
要
と
さ
れ
、
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
充
分
に

論
証
に
奉
仕
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
少
な
く
と
も
私
に
は
そ

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
件
に
も
絡
ん
で
後
に
鍵
と
な
っ
て
く
る
辞
項

の
ほ
う
は
、
論
証
的
と
呼
ぶ
の
は
さ
す
が
に
困
難
で
あ
る
。
「
脂

瞼
」
が
そ
れ
で
あ
る
（
ど
ん
よ
り
と
膜
の
掛
か
っ
た
よ
う
な
目
つ

き
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
だ
ろ
う
）
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
困
難
さ

ゆ
え
に
こ
の
「
脂
瞼
」
の
導
入
を
肯
定
的
に
評
価
す
べ
き
と
、
逆

説
的
に
だ
が
捉
え
て
い
る
。

作
者
自
身
、
こ
れ
が
非
論
証
的
な
辞
項
で
あ
る
旨
を
本
文
中
で

幾
度
か
断
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
や
は
り
議
論

に
導
入
さ
れ
ず
に
は
い
な
い
。
と
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
（
二
〇
二

〇
年
十
月
に
新
聞
掲
載
さ
れ
物
議
を
醸
し
た
）
で
菅
義
偉
を
「
公

安
顔
、
特
高
顔
」
と
し
た
の
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
同
じ
個
人
言
語

に
語
ら
せ
た
リ
ス
キ
ー
な
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
論
証
的
な
根

拠
が
欠
け
て
い
る
。
だ
が
、
作
者
の
信
念
が
一
種
の
説
得
力
を
確

保
す
る
よ
う
で
も
あ
る
。
作
者
は
非
論
証
的
だ
か
ら
と
い
っ
て

「
脂
瞼
」
の
提
示
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
少
な
く
と

も
彼
個
人
に
は
「
脂
瞼
」
が
感
覚
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
見
え
て
し

ま
っ
た
）
の
は
事
実
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
読
者
の

う
ち
の
相
当
数
も
ま
た
（
全
員
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
）、「
脂
瞼
」

が
至
る
と
こ
ろ
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
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作
者
の
父
が
（
戦
争
中
に
朝
鮮
人
を
革
製
ス
リ
ッ
パ
で
殴
っ
た

と
言
い
な
が
ら
）
脂
瞼
に
な
り
、
阿
川
弘
之
が
（
作
者
の
『
も
の

食
う
人
び
と
』
で
の
朝
鮮
人
元
「
慰
安
婦
」
と
の
や
り
と
り
を
軽

�し
て
）
脂
瞼
に
な
る
。
他
に
も
、
こ
の
人
も
、
あ
の
人
も
脂
瞼

だ
っ
た
ろ
う
と
語
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ

く
い
き
ほ
ひ
」
に
対
し
て
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
た
り
さ
せ
た
り
す

る
た
め
に
は
、
文
字
ど
お
り
、
目
が
開
い
た
ま
ま
塞
が
っ
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
も
な
け
れ
ば
「
な
り
ゆ
く
」

こ
と
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ

う
、
と
い
う
理
路
で
あ
る
。

そ
の
非
論
証
的
、
感
覚
的
な
符
牒
が
「
脂
瞼
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
作
者
か
ら
、
読
者
を

�す
こ
と
な
く
（
つ
ま
り
非
論
証
性
を
あ

ら
か
じ
め
示
し
た
う
え
で
）
提
示
さ
れ
る
。
読
者
の
一
部
は
、
そ

れ
を
感
覚
的
に
受
け
取
れ
る
よ
う
、
自
ら
の
感
覚
言
語
・
造
形
言

語
を
お
の
ず
と
変
容
さ
せ
る
。

い
ま
の
私
に
も
、
あ
の
政
治
家
、
こ
の
評
論
家
の
「
脂
瞼
」
が

実
際
に
見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

『
１
★
９
★
３
★
７
』
が
優
れ
た
文
芸
批
評
で
あ
り
、
論
文
に

匹
敵
す
る
論
証
性
を
帯
び
て
い
る
の
と
同
時
に
、
あ
る
種
の
芸
術

た
り
え
て
も
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
ゆ
え
で
も
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
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