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声
の
在
処
、
作
品
の
か
た
ち

武
　
田
　
は
る
か

１　

ベ
ケ
ッ
ト
、
原
書
で
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
読
む

　
﹃
並
に
は
勝
る
女
た
ち
の
夢
1
﹄
か
ら
﹃
マ
ー
フ
ィ
ー
2
﹄
へ
と
続
く
英

語
で
書
か
れ
た
初
期
小
説
の
主
人
公
の
日
々
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
論
を
書
い

た
と
き
に
二
十
四
歳
だ
っ
た
ベ
ケ
ッ
ト
が
、
ど
ん
な
に
悩
ま
し
い
日
々
を

送
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
と
想
像
さ
せ
る
ほ
ど
に
、
憂
鬱
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
ユ
ル
ム
の
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
・
シ
ュ

ー
ペ
リ
ウ
ー
ル
の
英
語
教
師
と
し
て
パ
リ
に
来
て
い
た
か
れ
が
、
着
実
に

文
学
の
道
を
あ
ゆ
ん
で
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
さ
い
し
ょ
の
本
﹃
ホ
ロ

ス
コ
ー
プ
3
﹄
は
一
九
二
九
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
し
、
の
ち
に
詩
集
﹃
こ

だ
ま
の
骨
、
そ
の
他
の
沈
殿
物
4
﹄
に
収
め
ら
れ
る
詩
の
一
篇
は
と
う
に

書
い
て
あ
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ョ
イ
ス
の
﹃
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
﹄

と
な
る
作
品
の
口
述
筆
記
を
手
伝
っ
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
三
〇
年
に
書
い
た
プ
ル
ー
ス
ト
論
が
、
そ
の
翌
年
に
ロ
ン

ド
ン
の
チ
ャ
ッ
ト
＆
ウ
ィ
ン
デ
ュ
ス
社
か
ら
﹁
ド
ル
フ
ィ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
﹂

の
七
巻
目
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
順
調
な
道
に
続
く
出
来
事
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
5
。
同
じ
年
、
ベ
ケ
ッ
ト
は
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ

の
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
の
職
に
就
く
た
め
に
、
パ
リ
か
ら
ふ
た
た
び
ダ
ブ
リ

ン
に
も
ど
る
こ
と
に
な
る
。
か
れ
の
作
家
と
し
て
の
人
生
の
旅
も
波
乱
も
、

取
り
つ
か
れ
た
よ
う
に
も
の
を
書
く
日
々
も
、
す
べ
て
は
ず
っ
と
あ
と
の

こ
と
で
し
か
な
い
。
か
れ
は
い
わ
ば
遅
咲
き
の
作
家
で
あ
り
、
こ
の
帰
郷

か
ら
お
よ
そ
一
年
後
、
作
家
と
し
て
生
き
る
覚
悟
を
き
め
、
ふ
た
た
び
ダ

ブ
リ
ン
を
離
れ
る
が
、
そ
の
逃
避
行
の
よ
う
な
歳
月
さ
え
、
ま
だ
若
さ
ゆ

え
の
重
く
悩
ま
し
い
日
々
の
延
長
に
す
ぎ
ず
、
作
家
ベ
ケ
ッ
ト
の
ほ
ん
と

う
の
出
発
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

イ
ル
カ
ら
し
い
が
愛
ら
し
く
も
み
え
な
い
生
き
も
の
が
波
間
に
横
た
わ

 

―
プ
ル
ー
ス
ト
と
ベ
ケ
ッ
ト
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る
よ
う
に
描
か
れ
た
、﹃
プ
ル
ー

ス
ト
﹄
と
題
さ
れ
た
本
の
表
紙
の

イ
ラ
ス
ト
は
、
そ
の
内
容
か
ら
あ

ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
て
、
今

み
て
み
る
と
ど
こ
か
可
笑
し
く
さ

え
あ
る
が
6
、
本
を
開
け
ば
緊
張

感
の
あ
る
ま
え
が
き
が
そ
こ
に

待
ち
構
え
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
ベ
ケ
ッ
ト
は
、﹃
失
わ
れ
た
時

を
求
め
て
﹄
か
ら
の
引
用
の
す
べ

て
が
自
ら
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
出
典
が
﹃
新
フ
ラ

ン
ス
評
論
﹄
誌
の
忌
ま
わ
し
い
十
六
巻
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
。

﹁
忌

a
b

o
m

i
n

a
b

l
e

ま
わ
し
い
﹂、
た
し
か
に
ベ
ケ
ッ
ト
は
こ
の
形
容
詞
を
用
い
た
。
そ
こ

に
は
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
途
方
も
な
い
と
思
え
そ
う
な
質
と
量
の
、
そ
の

う
え
当
時
に
し
て
み
れ
ば
だ
れ
も
み
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
か
た
ち

0

0

0

を
し

た
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
を
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
原
書
で
読
も
う
と
い
う

試
み
に
真
面
に
圧
倒
さ
れ
た
か
れ
の
率
直
な
思
い
が
に
じ
み
で
て
い
は
し

な
い
か
。
ま
だ
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
作
家
と
も
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
と
も
呼
ば
れ

て
い
な
か
っ
た
、
し
か
し
す
で
に
文
学
の
道
を
た
ど
り
は
じ
め
て
は
い
た

ベ
ケ
ッ
ト
、
か
れ
も
ま
た
、
必
至
の
思
い
で
、﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄

を
原
書
で
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
ん
だ
一
人
な
の
で
あ
る
7
。

２　

声
は
た
だ
よ
う
愛
の
よ
う
に

　
﹃
プ
ル
ー
ス
ト
﹄
を
読
む
と
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
文
学
の
方
法
が
、
す
で
に

形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
は
プ
ル

ー
ス
ト
か
ら
多
大
か
つ
重
大
な
影
響
を
受
け
た
作
家
の
一
人
で
あ
り
、
非

常
に
早
い
時
期
に
プ
ル
ー
ス
ト
論
を
書
き
出
版
さ
え
し
た
作
家
で
あ
る
、

と
こ
こ
で
そ
の
よ
う
に
い
っ
て
お
く
の
は
よ
い
と
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
二

人
の
作
家
の
創
出
し
た
世
界
は
き
っ
と
近
く
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
え
る

か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
が
べ
つ
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
か
れ
ら

の
作
品
の
か
た
ち

0

0

0

は
と
く
に
似
て
は
い
な
い
。

　
﹁
似
て
い
な
い
も
の
の
な
か
に
類
似
を
認
知
す
る
こ
と
8
﹂
は
面
白
い
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
ベ
ケ
ッ
ト
を
対
比
さ
せ
る
こ

と
に
、
何
か
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
手
が
か
り
と

し
た
い
の
は
、
声
を
め
ぐ
る
事
柄
で
あ
る
。
声
を
め
ぐ
る
事
柄
、
す
な
わ

ち
作
品
に
お
け
る
声
の
あ
り
よ
う
を
観
察
し
た
い
と
思
う
わ
け
な
の
だ
が
、

そ
れ
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、
作
家
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
創
作
の
独
自
性
を

知
る
こ
と
、
そ
し
て
作
家
の
思
想
を
知
る
こ
と
に
続
い
て
い
る
と
思
え
る

か
ら
で
あ
る
9
。
そ
れ
な
ら
ば
そ
の
声
と
は
一
体
何
な
の
か
、
と
は
問
わ

ず
に
お
か
れ
た
い
。
二
人
の
作
家
に
と
っ
て
声
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
の

は
か
れ
ら
の
作
品
を
読
め
ば
あ
き
ら
か
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
は
む
ず

か
し
が
ら
ず
に
、
声
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
か
を
み
て
み
る
の
が
よ
い

の
だ
と
思
う
。

　

声
を
め
ぐ
る
場
面
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、﹃
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
ほ
う
﹄
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で
、
語
り
手
が
祖
母
の
声
を
は
じ
め
て
電
話
で
き
く
場
面
が
あ
る
が
、
ベ

ケ
ッ
ト
は
や
は
り
こ
の
場
面
を
と
り
あ
げ
、
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

の
ペ
ー
ジ
は
、
以
後
の
か
れ
の
創
作
に
本
質
的
と
な
る
よ
う
な
想
像
力
の

展
開
を
と
り
わ
け
は
っ
き
り
と
み
せ
て
く
れ
る
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
語
り
手
に
と
っ
て
、
電
話
の
声
を
き
く
と
い
う
こ
と
は
、

﹁
表
情
を
伴
わ
ず
に
そ
れ
だ
け
で
や
っ
て
来
る
10
﹂
と
い
う
、
あ
た
ら
し
い

声
の
体
験
で
あ
っ
た
。﹁
か
の
じ
ょ
の
声
そ
の
も
の
を
き
く
の
は
今
日
が

は
じ
め
て
で
あ
っ
た
11
﹂
と
語
り
手
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
の

声
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
ふ
た
り
の
永
遠
の
わ
か

れ
を
予
告
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
12
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
語

り
手
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
声
が
祖
母
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
揺

る
ぎ
の
な
い
事
実
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
声
が
祖
母
の
存
在

を
証
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

文
学
に
お
け
る
声
の
追
憶
は
、
し
ば
し
ば
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
素
材
な

の
で
あ
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
い
う
よ
う
な
﹁
愛
の

精
神
が
、
眼
に
見
え
な
い
視
覚
的
な
か
た
ち
で
、
至
る
と
こ
ろ
で
た
だ
よ

っ
て
い
る
13
﹂、
そ
ん
な
ロ
マ
ン
主
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
と
て
も
し
っ
く

り
と
し
て
、
声
は
ま
る
で
、
た
だ
よ
っ
て
い
る
愛
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

そ
の
と
き
、
わ
た
し
た
ち
に
は
、
そ
の
よ
う
な
声
が
、
つ
ね
に
だ
れ
か
の

声
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
存
在
し
な
い
ひ
と
の
声
は
存

在
し
な
い
。

　

電
話
の
祖
母
の
声
が
語
り
手
に
と
っ
て
特
別
な
ひ
び
き
を
も
つ
の
は
、

そ
れ
が
か
れ
ら
ふ
た
り
の
﹁
相
互
の
愛
情
14
﹂
の
な
か
で
の
み
ひ
び
く
声

で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
15
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
プ
ル

ー
ス
ト
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
も
の
は
、
声
が
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
存

在
、
つ
ま
り
声
を
発
し
た
ひ
と
か
ら
分
離
で
き
な
い
と
い
う
考
え
の
な
か

に
こ
そ
見
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。
電
話
の
祖
母
の
声
は
、
つ
ね
に
語
り
手

の
内
側
で
ひ
び
き
、
か
れ
の
こ
こ
ろ
を
う
ご
か
す
の
で
あ
っ
て
、
じ
っ
さ

い
、
語
り
手
は
一
刻
も
早
く
祖
母
の
元
に
も
ど
り
た
い
と
い
う
欲
求
に
か

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
16
。
祖
母
が
発
し
た
声
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
相
互

的
な
愛
情
の
な
か
で
語
り
手
に
受
け
と
ら
れ
、
分
有
さ
れ
、
か
れ
の
一
部

と
な
る
。

　

つ
ぎ
に
引
用
す
る
祖
母
の
声
の
描
写
か
ら
は
、
祖
母
の
声
を
そ
の
表
情

な
し
に
た
だ
そ
れ
だ
け
で
き
く
と
い
う
経
験
が
、
語
り
手
に
祖
母
と
い
う

ひ
と
を
、
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
再
認
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。

か
の
じ
ょ
の
声
は
や
さ
し
く
、
け
れ
ど
も
か
な
し
く
も
あ
っ
て
、
そ

れ
は
第
一
に
は
や
さ
し
さ
そ
の
も
の
の
せ
い
で
も
あ
り
、
か
の
じ
ょ

の
声
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
の
声
が
そ
の
よ
う
で
は
あ
り
え
な
い
ほ

ど
に
、
他
人
に
た
い
す
る
ど
ん
な
冷
酷
さ
も
、
ど
ん
な
抵
抗
も
、
ど

ん
な
エ
ゴ
イ
ス
ム
も
ほ
と
ん
ど
と
り
さ
ら
れ
て
澄
み
き
っ
て
い
て
、

繊
細
さ
に
よ
っ
て
壊
れ
や
す
い
そ
の
声
は
、
い
つ
で
も
引
き
裂
か
れ

て
、
涙
の
純
粋
な
波
に
の
ま
れ
て
息
を
引
き
取
る
準
備
が
で
き
て
い

る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
け
れ
ど
、
表
情
に
よ
っ
て
ご
ま
か
さ
れ
ず

に
、
す
ぐ
そ
ば
で
声
だ
け
を
き
く
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
わ
た
し
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は
は
じ
め
て
、
そ
の
声
に
人
生
に
お
け
る
い
く
つ
も
の
か
な
し
み
が

ひ
び
を
入
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
だ
っ
た
17
。

　

祖
母
の
か
な
し
み
に
気
づ
い
た
こ
と
は
、
語
り
手
の
か
の
じ
ょ
へ
の
愛

を
よ
り
深
く
し
た
と
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
ベ
ケ
ッ
ト
に
は
、

そ
れ
は
ひ
た
す
ら
悲
壮
な
も
の
と
し
か
み
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
は
お
そ
ら
く
、
か
れ
が
ベ
ケ
ッ
ト
的
で
あ
る
ほ
ど
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
い

0

0

0

0

声
の
フ
ァ
ン
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
に
気
を
と
ら
れ
す
ぎ

た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
祖
母
の
電
話
の
声
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
身

元
を
特
定
で
き
な
い
物
音
や
声
が
、
幽
霊
た
ち
で
い
っ
ぱ
い
の
闇
の
こ
と

が
、
た
し
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
18
。
し
か
し
、
仮
に
そ
の
な
か
に
祖

母
の
声
が
迷
い
こ
ん
だ
と
し
て
も
、
語
り
手
に
と
っ
て
、
祖
母
は
絶
対
な

の
で
あ
り
、
そ
の
声
が
匿
名
性
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
声
を
亡
霊
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
す
っ

か
り
魅
了
さ
れ
た
ベ
ケ
ッ
ト
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

か
れ
は
、
祖
母
の
声
を
き
い
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
か
れ
が
祖
母
の

声
だ
と
想
定
す
る
声
を
き
い
た
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
そ
の
と
き
、

は
じ
め
て
純
粋
な
状
態
に
あ
る
現
実
の
か
の
じ
ょ
の
声
を
き
い
た
の

で
あ
る
。［
⋮
］
そ
れ
は
か
な
し
そ
う
な
声
で
、
そ
の
は
か
な
さ
は
、

か
の
じ
ょ
の
表
情
に
念
入
り
に
ぴ
っ
た
り
と
合
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
た

仮
面
に
よ
っ
て
か
く
さ
れ
た
り
変
装
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
奇
妙
で
現
実
的
な
声

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
そ
れ
が
生
じ
る
存
在
の
苦
し
み

を
は
か
る
も
の
さ
し
だ
っ
た
。
か
れ
は
、
か
の
じ
ょ
の
声
を
、
祖
母

が
身
を
お
い
て
い
る
孤
独
の
象
徴
の
よ
う
に
し
て
き
い
た
の
で
あ
り
、

ま
た
、
か
れ
ら
の
別
離
の
象
徴
と
し
て
き
い
た
。
そ
れ
は
、
死
者
た

ち
の
あ
い
だ
か
ら
や
っ
て
き
た
声
と
同
じ
く
ら
い
触
れ
る
こ
と
の
で

き
な
い
亡
霊
だ
っ
た
。
声
が
や
ん
だ
。
祖
母
は
、
か
れ
に
は
、
亡
霊

た
ち
に
囲
ま
れ
た
エ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
と
同
じ
く
ら
い
取
り
か
え
し
が

つ
か
な
い
ほ
ど
に
失
わ
れ
て
い
た
。
か
れ
は
一
人
、
電
話
機
を
前
に

し
て
、
虚
し
く
か
の
じ
ょ
の
名
を
叫
ん
で
い
っ
た
19
。

　

ベ
ケ
ッ
ト
は
、
苦
し
み
を
吐
露
す
る
電
話
の
祖
母
の
声
が
、
も
は
や
語

り
手
が
知
っ
て
い
た
声
と
は
一
致
す
る
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
に
し
て
解

釈
す
る
。
け
れ
ど
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
語
り
手
に
よ
れ
ば
、
祖
母
の
精
神

に
か
く
さ
れ
て
い
た
の
は
苦
し
み
で
は
な
く
愛
情
で
あ
り
︵
そ
れ
は
﹁
教

育
者
の
﹁
原
則
﹂
か
ら
か
の
じ
ょ
が
い
つ
も
は
お
さ
え
か
く
し
て
い
る
愛

情
の
吐
露
20
﹂
だ
っ
た
︶、
ま
た
、
か
の
じ
ょ
の
か
な
し
み
を
教
え
て
く
れ

る
の
は
、
祖
母
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
や
さ
し
い
声
な
の
で
あ
っ
て
、

﹁
奇
妙
で
現
実
的
な
声
﹂
で
は
な
い
。

　

ベ
ケ
ッ
ト
が
、
エ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
と
亡
霊
た
ち
の
声
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ

こ
に
も
ち
だ
し
た
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
語
り
手
が
オ
ル
ペ
ウ
ス
に

み
ず
か
ら
を
な
ぞ
ら
え
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
21
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
上
に
、
ず
っ
と
前
の
﹃
ス
ワ
ン
の
恋
﹄
の
な
か
に
あ
る
、
絶
望
し
た

ス
ワ
ン
が
オ
デ
ッ
ト
を
さ
が
し
求
め
て
灯
り
の
消
え
は
じ
め
た
大
通
り
の

暗
が
り
を
ふ
ら
ふ
ら
と
あ
る
く
印
象
的
な
場
面
の
そ
れ
、
ス
ワ
ン
に
つ
ぎ
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つ
ぎ
と
さ
さ
や
き
か
け
る
誘
惑
の
女
た
ち
の
声
が
、
死
者
の
声
と
化
し
て

か
れ
を
囲
い
こ
む
、
そ
ん
な
フ
ァ
ン
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
声
の
ペ
ー
ジ
︱

絶
望
的
だ
が
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
︱
に
引
き
ず
ら
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
22
。

　

電
話
の
祖
母
の
声
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
語
り
手
に
、
か
の
じ
ょ
の
存
在

を
保
証
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
声
と
存
在
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
本

質
的
な
揺
ら
ぎ
は
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
解
釈
は
そ
う

し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
若

き
ベ
ケ
ッ
ト
の
解
釈
が
客
観
性
を
欠
く
と
い
っ
て
批
判
す
る
こ
と
に
は
あ

ま
り
意
味
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
の
ち
の
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
に
あ
ら
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
混
乱
す
る
複
数
の
声
の
イ
メ
ー
ジ
が
は
や
く
も
そ
こ
に

生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
み
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
す
で

に
英
訳
の
あ
っ
た
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
ん
だ

ベ
ケ
ッ
ト
の
経
験
に
は
、
ま
さ
に
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
に
導
か
れ
て
思

索
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
が
語
ろ
う
と
す
る
﹁
取
り
違
え
の
詩

学
﹂
が
き
っ
と
あ
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
家
生
涯
を
俯
瞰
で
き
る
わ
た
し
た

ち
に
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
幻
惑
さ
れ
た
か
れ
の
あ
る
種
の

取

c
o

n
t
r

e
s

e
n

s

り
違
え
が
、
の
ち
の
か
れ
の
作
品
に
お
い
て
特
徴
的
と
な
る
要
素
を
生

じ
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
、
そ
の
幻
惑
が
、
か
れ
が
﹁
想
像
力

の
赴
く
ま
ま
異
な
る
道
を
た
ど
る
﹂
こ
と
を
可
能
に
し
た
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
。
フ
ォ
レ
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

言
語
間
に
穿
た
れ
た
距
離
は
、
た
ん
な
る
障
壁
で
は
な
く
な
る
。
む

し
ろ
、
い
つ
も
と
は
違
っ
た
仕
方
で
楽
に
呼
吸
が
で
き
る
真
っ
白
な

空
間
が
開
か
れ
る
の
だ
。
取
り
違
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
も
、
わ
た

し
は
ひ
た
す
ら
迷
い
続
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
想
像
力
の

赴
く
ま
ま
に
異
な
る
道
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
意
味
の
戯

れ
は
終
わ
ら
な
い
が
、
よ
り
繊
細
に
な
る
。
積
極
的
に
受
け
入
れ
た

間
違
い
に
よ
っ
て
、
と
き
に
は
真
実
が
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
読
む

す
べ
を
知
ら
な
い
こ
と
が
今
日
の
わ
た
し
に
と
っ
て
は
宝
物
で
あ
り
、

幸
運
な
の
で
あ
る
23
。

３　

名
づ
け
え
ぬ
も
の
に
名
前
は
い
ら
な
い

　

ベ
ケ
ッ
ト
の
テ
ク
ス
ト
は
、﹃
ワ
ッ
ト
24
﹄
以
降
、
ま
る
で
何
か
の
使
命

で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
ひ
っ
き
り
な
し
に
話
を
続
け
る
声
を
あ
ら
わ
す

よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
や
が
て
エ
ヴ
リ
ー
ヌ
・
グ
ロ
ス
マ
ン
が
﹁
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
混
乱
25
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
ベ
ケ
ッ
ト
的
世
界
は
、
読

者
を
も
そ
の
混
乱
へ
と
巻
き
こ
ん
で
ゆ
く
。
じ
っ
さ
い
、﹃
名
づ
け
え
ぬ

も
の
26
﹄
の
ペ
ー
ジ
を
埋
め
尽
く
す
無
尽
蔵
な
言
葉
は
、
読
者
を
へ
と
へ

と
に
さ
せ
て
も
お
構
い
な
し
で
あ
る
。
読
者
は
せ
っ
せ
と
そ
こ
に
沈
黙
の
、

し
か
し
生
き
た
声
を
、
吹
き
こ
み
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
へ
と
へ
と

に
な
る
の
は
そ
の
せ
い
な
の
だ
。

　

テ
ク
ス
ト
は
前
代
未
聞
の
風
袋
だ
が
、
そ
こ
で
は
だ
れ
も
が
い
だ
き
う

る
凡
庸
な
不
安
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
生
き
て
い
く
こ
と
へ
の

不
安
だ
。
そ
し
て
ど
う
や
ら
ベ
ケ
ッ
ト
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
わ
た
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し
た
ち
の
も
の
を
所
有
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
所
有
は
言
葉
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
対
象
に
行
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
不
安
が
か
き
た
て
る
所
有
欲
は
プ
ル

ー
ス
ト
の
語
り
手
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
な
ん
と
か
し
て
ア
ル
ベ

ル
チ
ー
ヌ
を
所
有
し
た
い
と
思
う
語
り
手
は
、
所
有
の
幻
想
に
す
が
ろ
う

と
し
た
。
そ
れ
は
愛
か
ら
な
の
か
、
不
安
か
ら
な
の
か
、
本
人
も
よ
く
わ

か
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
言
葉
と
所
有
の
テ
ー
マ
が
あ
ら
わ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、﹃
囚
わ
れ
の
女
﹄
の
な
か
で
、
か
れ
は
か
の
じ
ょ
の
話

し
言
葉
が
、
自
分
か
ら
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
、

そ
れ
を
根
拠
に
﹁
か
の
じ
ょ
は
自
分
の
作
品
だ
27
﹂
と
考
え
た
が
る
の
で

あ
る
。
か
れ
が
そ
の
こ
と
に
虚
し
さ
を
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
と
に
か

く
か
れ
は
、
そ
う
や
っ
て
ひ
そ
か
に
自
分
を
説
得
し
、
な
ぐ
さ
め
な
け
れ

ば
、
時
を
や
り
過
ご
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
ベ
ケ
ッ
ト
の
人
物
た
ち
は
、
ど
う
や
ら
か
な
り
違

っ
た
感
性
を
も
っ
て
お
り
、
か
れ
ら
は
所
有
し
て
い
る
ふ
り

0

0

さ
え
で
き

な
い
︱
い
つ
も
独
り
の
か
れ
ら
に
は
そ
う
す
る
た
め
の
相
手
が
い
な
い
。

そ
し
て
、
初
期
フ
ラ
ン
ス
語
小
説
三
部
作
の
﹃
モ
ロ
イ
28
﹄
か
ら
﹃
名
づ
け

え
ぬ
も
の
﹄
ま
で
を
た
ど
れ
ば
わ
か
る
の
だ
が
、
か
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
漸

進
的
に
、
所
有
を
あ
き
ら
め
て
ゆ
く
。
ベ
ケ
ッ
ト
と
い
う
作
家
に
と
り
つ

く
よ
う
に
な
っ
た
禁
欲
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
こ
う
し
た
点
も
一
役
か
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
メ
ル
シ
エ
と
カ
ミ
エ
を
は
じ
め
と
す
る
か
れ

の
作
中
人
物
た
ち
は
、
傍
目
に
は
瓦
落
苦
多
に
し
か
み
え
な
い
も
の
し
か

も
ち
あ
わ
せ
な
い
。
し
か
も
、
落
ち
つ
く
住
ま
い
の
な
い
浮
浪
者
の
も
ち

も
の
が
お
そ
ら
く
い
つ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
か
れ
ら
に
と
っ

て
は
持
ち
運
び
可
能
な
最
低
限
の
生
の
必
需
品
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
か
れ

ら
は
、
気
づ
い
た
と
き
に
は
そ
れ
さ
え
も
奪
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
自
分
で
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
や
た
ら
と
迂
闊
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
は
じ
め
か
ら
か
れ
ら
に
所
有
欲
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
三
部
作
に
先
立
つ
初
期
の
短
編
﹃
鎮
痛
剤
29
﹄
に
登
場
す

る
ほ
と
ん
ど
失
語
症
の
よ
う
な
人
物
は
、
外
へ
出
か
け
て
他
人
と
の
接
触

が
果
た
さ
れ
た
な
ら
、
相
手
か
ら
も
ら
っ
た
言
葉
を
た
い
せ
つ
に
し
て

も
ち
か
え
り
、
自
分
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
た
い
と
夢
想
し
も
す
る
30
。

た
だ
し
、﹃
モ
ロ
イ
﹄
に
続
く
﹃
マ
ロ
ウ
ン
は
死
ぬ
﹄
の
語
り
手
に
な
る
と
、

ノ
ー
ト
と
鉛
筆
の
芯
と
フ
ラ
ン
ス
製
の
鉛
筆
以
外
に
は
自
分
の
も
の
は
何

一
つ
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
し
ま
う
31
。
そ
し
て
﹃
名
づ
け
え
ぬ

も
の
﹄
と
な
る
と
、
事
態
は
よ
り
絶
望
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
話
し
続
け
る

主
体
に
は
、
す
べ
て
は
他
人
の
も
の
と
し
か
思
え
ず
、
し
た
が
っ
て
声
も

ま
た
他
人
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
を
い
っ
て
も
そ
れ
は
他
人
の

声
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り

自
分
は
自
分
の
声
さ
え
所
有
し
て
い
な
い
と
い
う
の
だ
。
か
れ
は
と
ぼ
け

て
い
る
わ
け
で
は
微
塵
も
な
く
、
じ
っ
さ
い
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
思
い

つ
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
わ
か
り
に
く
い
よ
う
に
も
み
え
る
し
、
読
む

べ
き
相
継
ぐ
言
葉
に
気
圧
さ
れ
た
こ
ち
ら
の
想
像
力
は
や
は
り
理
解
を
後

ら
せ
が
ち
と
も
な
り
う
る
が
、
自
ら
発
し
て
い
る
声
が
自
分
の
も
の
で
は

な
い
と
い
う
思
い
こ
み
、
そ
れ
が
す
さ
ま
じ
い
不
安
を
ひ
き
お
こ
す
と
い

う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
よ
う
な
不
安
を
か
か
え
て
い
る
う
え
に
、
い
か
な
る
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
ベ
ケ
ッ
ト
の
人
物
た
ち
だ
が
、
か
れ
ら
は
な

ぜ
か
そ
れ
ぞ
れ
に
所
有
物
の
目
録
づ
く
り
を
さ
せ
ら
れ
る
。﹃
モ
ロ
イ
﹄

に
は
じ
ま
っ
て
﹃
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹄
に
お
わ
る
三
部
作
に
は
、﹁
目
録
﹂

と
い
う
言
葉
が
異
様
な
ほ
ど
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
こ
の
目
録
づ
く
り
だ

が
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
に
お
い
て
、
そ
れ
は
成
し
遂
げ
る
た
め
の
目
標
で

は
あ
り
え
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
そ
れ
は
生
を
や
り
過
ご
す
た
め
の
観
念

的
な
動
力
な
の
で
あ
り
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
Ｔ
・
フ
ィ
ッ
チ
も
分
析
し
て
い

る
よ
う
に
、﹁
目
録
は
、
現
在
に
は
か
か
わ
り
が
な
く
、
将
来
の
た
め
に

待
た
れ
、
先
送
り
に
さ
れ
て
い
る
32
﹂
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
目
録
づ
く

り
と
い
う
達
成
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
企
図
が
、
語
り
手
の
パ
ロ
ー
ル
の
延

長
を
動
機
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の

こ
と
が
語
り
続
け
る
こ
と
の
言
い
訳
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
ベ
ケ
ッ
ト
の

人
物
た
ち
に
と
っ
て
は
、
語
り
続
け
る
こ
と
は
生
き
続
け
る
こ
と
と
同
義

な
の
で
あ
る
。
目
録
と
は
、
デ
ィ
デ
ィ
と
ゴ
ゴ
が
そ
れ
を
﹁
待
つ
﹂
こ
と

で
な
ん
と
か
死
な
ず
に
時
を
過
ご
す
、
あ
の
﹃
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
﹄

の
﹁
ゴ
ド
ー
﹂
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
ひ
と
は
声
を
、

命
を
、
か
ろ
う
じ
て
維
持
し
、
生
を
続
け
ら
れ
る
の
だ
。

　

と
は
い
え
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
目
録
は
、
そ
も
そ
も
価
値
が
あ
る
も
の

の
た
め
に
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
い
し
た
も
の
は
何
も
も
た
な
い

に
等
し
い
ベ
ケ
ッ
ト
の
人
物
た
ち
が
財
産
目
録
を
つ
く
ら
さ
れ
る
と
い
う

の
は
、
や
は
り
不
条
理
な
こ
と
だ
。
し
か
し
、
価
値
と
は
思
う
以
上
に
相

対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
価
値
に
か
ん
し
て
、﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
ス
ワ
ン
に
と

っ
て
の
そ
れ
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ス
ワ
ン
が
語
り
手
に
つ
ぎ
の
よ
う
に

語
る
ペ
ー
ジ
が
思
い
出
さ
れ
る
。

か
つ
て
わ
た
し
が
抱
い
た
あ
ま
り
に
も
個
人
的
で
あ
る
古
い
感
情
は
、

わ
た
し
に
は
、
と
て
も
貴
重
な
も
の
に
思
え
る
ん
で
す
よ
、
こ
ん
な

の
は
す
べ
て
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
悪
い
癖
で
す
け
ど
ね
。
わ
た
し
は
飾

り
棚
を
開
く
よ
う
に
し
て
、
自
分
の
心
を
自
分
自
身
に
開
き
、
ほ
か

の
人
た
ち
が
知
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
た
く
さ
ん
の
愛
を
、
一
つ
一

つ
眺
め
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
、
わ
た
し
が
ほ
か
の
ど
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
よ
り
も
ず
っ
と
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

な
ん
で
す
、
え
え
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
、
マ
ザ
ラ
ン
に
と
っ
て
の
書

物
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
す
よ
［
⋮
］33
。

　

こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
が
、
蓋
を
あ
け
れ
ば

香
り
と
一
緒
に
バ
ラ
色
が
広
が
っ
て
い
き
そ
う
な
密
封
さ
れ
た
美
し
い
び

ん
の
中
味
の
よ
う
に
、
そ
し
て
開
い
た
と
た
ん
に
べ
つ
の
世
界
が
広
が
っ

て
ゆ
く
書
物
の
内
容
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
あ
わ
さ
っ
て
ぎ
ゅ
っ
と
と
じ

こ
め
ら
れ
て
い
る
、
そ
ん
な
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
イ
メ
ー

ジ
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
語
り
手
に
と
っ
て
、
ス
ワ
ン
の
愛
の
記
憶
へ

の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
さ
ほ
ど
賞
賛
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

か
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
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わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
人
間
が
、
思
考
の
な
か
で
、
ひ
ど
く
古
び

た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
図
版
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
存

在
の
不
幸
で
あ
る
34
。

　

こ
の
よ
う
な
感
性
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
、
ひ
と
が
固
定
観
念
の
数
あ
る

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
組
み
合
わ
せ
な

が
ら
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
意
識
的
で
あ
り
か
つ
非
常
に

批
判
的
で
も
あ
る
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
か
れ
は
、
固
定

観
念
を
思
考
か
ら
取
り
除
か
ず
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
あ
ら
た
な
も
の
、

未
知
の
も
の
に
強
い
興
味
を
ひ
か
れ
、
ま
た
そ
れ
に
向
か
う
こ
と
こ
そ
に
、

芸
術
家
の
つ
と
め
を
見
出
し
て
い
た
。

わ
た
し
た
ち
の
観
念
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
個
々
の
印
象
に
対
応

で
き
る
観
念
な
ど
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
35
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
考
え
が
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
﹃
名
づ
け
え
ぬ

も
の
﹄
の
な
か
に
み
つ
か
る
。 

い
く
つ
か
の
言
葉
を
習
っ
た
が
、
そ
の
意
味
を
教
え
て
も
ら
え
る
よ

う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
く
、
そ
ん
な
ふ
う
だ
か
ら
、
推
測
す
る
こ

と
を
学
び
は
し
た
、
言
葉
は
ぜ
ん
ぶ
使
う
、
自
分
が
見
せ
ら
れ
た
こ

と
の
あ
る
言
葉
な
ら
ぜ
ん
ぶ
だ
、
言
葉
は
リ
ス
ト
に
な
っ
て
い
た［
⋮
］、

そ
れ
は
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
と
対
に
な
っ
た
リ
ス
ト
で
、
忘
れ
て
い
る

だ
け
で
、
自
分
で
ご
た
ま
ぜ
に
し
て
し
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
、

そ
こ
に
は
名
前
の
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
な
い

名
前
が
あ
っ
た
り
し
て
、
た
ぶ
ん
自
分
で
は
扉
と
呼
ん
だ
方
が
よ
さ

そ
う
に
思
う
窓
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
結
局
は
ち
が
う
呼
び
方
の
ほ
う

が
よ
さ
そ
う
だ
っ
た
り
し
て
、
あ
と
は
人
間
と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た

け
れ
ど
、
た
ぶ
ん
、
自
分
が
そ
う
い
う
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
も

の
に
は
そ
れ
は
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
っ

て
も
、
一
瞬
と
か
一
時
間
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
、
ど
う
や
っ
て
あ

ら
わ
せ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
、
人
生
な
ど
と
い
っ
て
、
ど
う
や
っ
て

そ
れ
を
、
こ
こ
で
、
こ
ん
な
闇
の
な
か
で
、
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う

の
だ
ろ
う
、
こ
う
し
て
闇
と
わ
た
し
が
呼
ん
で
か
ら
、
そ
れ
は
た
ぶ

ん
紺
色
だ
ろ
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
空
し
い
言
葉
、
だ
け

ど
わ
た
し
は
そ
れ
を
使
え
る
、
一
度
ひ
と
に
見
せ
ら
れ
た
こ
と
の
あ

る
、
記
憶
に
あ
る
言
葉
で
あ
れ
ば
ぜ
ん
ぶ
思
い
つ
け
る
し
、
話
を
続

け
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
言
葉
が
必
要
な
ん
だ
［
⋮
］36
。

　

ベ
ケ
ッ
ト
の
三
部
作
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
い
わ
ば
話
す
と
い
う
行

為
の
フ
ェ
イ
ン
ト
に
よ
っ
て
続
い
て
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

グ
ロ
ス
マ
ン
は
、﹁
ベ
ケ
ッ
ト
の
レ
シ
は
す
べ
て
、
語
り
の
幻
想
の
告
発

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
存
在
の
幻
想
に
疑
い
を
か
け
さ
せ
る
た
め
の

ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
37
﹂
と
し
て
い
る
。
語
る

主
体
に
話
が
続
け
ら
れ
る
の
は
、
言
葉
が
つ
ね
に
、
ひ
と
が
示
そ
う
と
す
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る
観
念
と
一
致
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
盲
目
的
に
考
え
て
い
る
と
、

そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
グ
ロ

ス
マ
ン
が
﹁
語
り
の
幻
想
の
告
発
﹂
を
み
る
の
は
そ
こ
で
あ
ろ
う
。
続
い

て
書
か
れ
た
﹃
反
古
草
紙
﹄
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
﹃
名
づ
け
え
ぬ
も

の
﹄
で
か
れ
が
陥
っ
た
創
作
の
袋
小
路
か
ら
何
と
か
抜
け
だ
す
た
め
に
書

か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
盲
目
的
な

認
識
を
装
っ
て
話
を
続
け
る
方
法
に
鳧
を
つ
け
よ
う
と
す
る
言
葉
が
見
つ

か
る
。﹃
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹄
が
そ
の
言
葉
の
雪
崩
、
そ
の
崩
れ
ゆ
く
か

た
ち
を
通
し
て
う
っ
た
え
て
い
た
の
は
、
何
か
を
物
語
ろ
う
と
す
る
言
葉

に
は
す
べ
て
疑
い
を
か
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
ブ
リ
ュ
ノ
・
ク
レ
マ
ン
の
言
葉
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、﹁
物
語

と
そ
の
意
味
、
神
話
と
思
想
と
が
一
致
し
え
な
か
っ
た
そ
ん
な
か
つ
て
の

時
代
の
、
パ
ロ
ー
ル
と
思
考
の
あ
い
だ
に
あ
る
消
え
な
い
そ
の
名
残
38
﹂

が
、
こ
の
世
界
に
は
つ
ね
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
総
じ
て
述
べ
て
い
る
よ

う
に
も
み
え
る
﹃
反
古
草
紙
﹄
の
テ
ク
ス
ト
は
、
わ
た
し
た
ち
に
、
三
部

作
を
通
し
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
混
乱
と
い
う
も
の

が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
本
性
に
よ
っ
て
引
き
お
こ

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

何
だ
と
い
う
の
だ
、
こ
の
名
づ
け
え
ぬ
も
の
と
い
う
の
は
、
い
っ
た

い
何
な
の
だ
ろ
う
、
自
分
で
名
づ
け
た
、
名
づ
け
た
の
に
、
名
づ
け

て
お
い
て
、
使
い
も
せ
ず
に
、
そ
れ
を
言
葉
と
呼
ん
で
い
る
。
よ
い

言
葉
、
殺
し
文
句
な
ど
は
自
分
に
は
見
つ
け
ら
れ
っ
こ
な
い
し
、
悪

臭
放
つ
食
べ
も
の
に
胸
や
け
が
し
て
も
、
ま
だ
そ
の
言
葉
の
激
流
は
、

喉
ま
で
は
の
ぼ
っ
て
き
て
は
い
な
い
し
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
言
葉
で
、

わ
た
し
の
名
づ
け
え
ぬ
言
葉
を
名
づ
け
れ
ば
い
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
希
望
は
あ
る
、
そ
う
誓
っ
て
お
く
が
、
い
つ
か
物
語
を

一
つ
、
も
う
一
つ
、
わ
た
し
が
ほ
と
ん
ど
何
も
疑
っ
た
り
し
な
か
っ

た
こ
ろ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
、
人
間
た
ち
の
い
る
、

人
間
の
よ
う
な
も
の
た
ち
の
い
る
物
語
を
語
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ

ろ
う
。
だ
け
ど
、
ま
ず
は
口
を
と
じ
て
泣
い
て
お
こ
う
［
⋮
］。
な

ん
て
い
う
の
は
美
し
す
ぎ
る
か
。
そ
も
そ
も
、
涙
な
ん
て
一
つ
も
な
く
、

む
し
ろ
笑
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
か
っ
た
。
い
や
そ
れ
も
な
い
。
深
刻

に
な
っ
て
、
わ
た
し
は
重
た
く
な
っ
て
、
も
う
何
も
聞
こ
え
な
く
な

っ
て
、
口
を
と
じ
て
し
ま
う
、
そ
う
な
る
と
手
の
う
ち
よ
う
が
な
い

が
、
時
間
に
な
る
と
、
物
語
が
も
ど
っ
て
く
る
。
再
発
見
、
そ
う
か

も
し
れ
な
い
、
そ
れ
は
、
い
う
と
い
う
言
葉
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
、

物
語
を
い
う
た
め
の
言
葉
の
再
発
見
と
な
る
の
だ
ろ
う
、
わ
た
し
に

は
希
望
が
あ
る
、
そ
れ
は
ち
い
さ
な
物
語
で
、
死
者
た
ち
で
い
っ
ぱ

い
だ
が
ひ
と
の
住
め
る
土
地
で
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
人
間
た
ち
が

い
る
、
昼
と
夜
と
が
往
復
す
る
ば
か
り
の
簡
素
な
物
語
だ
、
そ
こ
ま

で
行
っ
て
、
ま
だ
言
葉
が
残
っ
て
い
る
の
な
ら
、
わ
た
し
に
は
希
望

が
あ
る
、
そ
う
誓
え
る
39
。

　

ベ
ケ
ッ
ト
は
、
や
が
て
ほ
ん
と
う
に
、
死
者
た
ち
で
い
っ
ぱ
い
の
土
地
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で
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
人
間
、
す
な
わ
ち
平
凡
な
日
々
を
送
る
人
間
の

素
朴
な
物
語
の
ほ
う
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
。
言
葉
は
名
づ
け
え
ぬ
も
の
に

う
ご
か
さ
れ
て
物
語
を
つ
く
り
続
け
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
の
世
界
が
い
つ
も
ど

こ
か
奇
妙
に
ひ
び
く
の
は
、
物
語
の
言
葉
を
運
ぶ
声
が
、
亡
霊
の
よ
う
で

あ
る
の
に
同
時
に
現
実
的
で
生
々
し
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

４　

壺
の
か
た
ち

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
語
り
手
の
い
う
対
称
表
に
あ
ら
わ
し
て
も
分
類
で
き
な

い
も
の
と
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
い
う
﹁
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹂
に
非
常
に
近
い
。

ス
ワ
ン
が
自
分
の
身
体
を
飾
り
棚
に
た
と
え
た
よ
う
に
、
言
葉
で
分
類
で

き
な
い
そ
れ
を
身
体
的
な
も
の
と
と
ら
え
、
ま
た
そ
れ
を
引
き
う
け
る
も

の
が
、
身
体
で
あ
る
と
し
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
語
り
手
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を

壺

vase

に
た
と
え
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
き
だ
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
、
精
神
性
が
と
じ
こ
め
ら
れ

て
い
る
壺
に
似
て
い
る
わ
た
し
た
ち
の
身
体
の
存
在
こ
そ
が
、
あ
ら

ゆ
る
内
的
財
産
、
過
去
の
喜
び
や
苦
し
み
の
す
べ
て
が
永
遠
に
わ
た

し
た
ち
の
所
有
物
で
あ
る
と
わ
た
し
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
の
で
あ

る
40
。

も
っ
と
も
単
純
な
身
ぶ
り
や
行
為
が
、
た
が
い
に
絶
対
的
に
異
な
っ

て
い
る
色
彩
や
香
り
や
温
度
と
い
っ
た
多
様
な
も
の
で
い
っ
ぱ
い
の

無
数
の
壺
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
し
て

そ
れ
ら
の
壺
は
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
高
さ
に
配
置
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
わ
た
し
た
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
な
雰
囲
気
の
感
覚
を
も

た
ら
し
て
く
れ
る
41
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
は
、
そ
の
﹁
壺
﹂
が
﹁
雰
囲
気
の
感
覚
﹂
を
わ
た
し
た
ち
に

与
え
て
く
れ
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
い
か
に
も
無

意
志
的
想
起
の
幸
福
を
語
ろ
う
と
す
る
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
発
想
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
壺
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
に
お
け
る

い
く
つ
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。
い
く
つ
か
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
は
、

﹃
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹄
や
﹃
芝
居
42
﹄
に
み
ら
れ
る
、
壺
か
ら
顔
を
出
し
た
、

お
し
ゃ
べ
り
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
続
け
る
﹁
壺

l'h
o
m

m
e-p

o
t

人
間
43
﹂
た
ち
、
あ
る
い

は
ま
た
、﹃
勝
負
の
終
わ
り
﹄
の
ゴ
ミ
箱
か
ら
顔
だ
け
だ
し
て
話
を
す
る

ネ
ル
と
ナ
ッ
グ
の
老
い
ぼ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
壺

vase

と
ベ
ケ
ッ
ト
の
壺

jarre / p
o
t、

た
し
か
に
大
き
さ
も
だ
い
ぶ

ん
違
っ
て
い
る
し
、
後
者
に
お
い
て
は
ほ
ん
と
う
に
壺
が
舞
台
に
の
せ
ら

れ
も
す
る
が
、
注
目
す
べ
き
違
い
は
べ
つ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
問
題
と
し

た
い
の
は
、
壺
か
ら
で
て
く
る
言
葉
の
あ
り
よ
う
だ
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
そ

れ
を
た
い
せ
つ
に
と
じ
こ
め
よ
う
と
し
、
ベ
ケ
ッ
ト
は
い
た
ず
ら
に
放
流

さ
せ
よ
う
と
し
た
。
き
っ
ち
り
と
し
ま
る
蓋
の
有
無
、
と
い
っ
て
も
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。﹃
勝
負
の
終
わ
り
44
﹄
の
ネ
ッ
グ
と
ネ
ル
が
入
っ
て
い
る

の
が
ゴ
ミ
箱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
象
徴
と
な
る
よ
う
に
、
ベ
ケ
ッ

ト
の
作
品
に
お
い
て
言
葉
は
ま
る
で
排
出
さ
れ
る
ゴ
ミ
の
よ
う
で
あ
り
、
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そ
れ
は
ゴ
ミ
箱
の
ま
わ
り
に
瓦
落
苦
多
の
よ
う
に
堆
く
積
み
あ
げ
ら
れ
そ

う
な
ほ
ど
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
か
れ
ら
の
多
く
は
、
早
口
で
、
テ
ク
ス

ト
を
確
認
で
も
し
な
い
限
り
は
ほ
と
ん
ど
何
を
い
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な

い
か
︱
そ
れ
は
ベ
ケ
ッ
ト
の
望
む
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
︱
、
わ
か
っ

て
も
、
せ
い
ぜ
い
ビ
ス
ケ
ッ
ト
が
ほ
し
い
と
い
っ
て
い
じ
け
て
み
せ
る
と

か
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
つ
ま
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
い
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
は
﹁
雰
囲
気
の
感
覚
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
か
ら

は
ほ
ど
遠
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
壺
か
ら
で
て
く
る
も
の
は
プ
ル
ー

ス
ト
に
と
っ
て
も
ベ
ケ
ッ
ト
に
と
っ
て
も
文
学
の
素
材
そ
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
点
で
は
同
様
の
価
値
を
も
つ
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、

プ
ル
ー
ス
ト
の
い
う
精
神
性
を
と
じ
こ
め
た
メ
タ
フ
ォ
リ
ッ
ク
な
壺
の
身

体
と
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
、
な
か
に
何
一
つ
と
じ
こ
め
ず
、
の
せ
た
頭
が
口
を

あ
け
て
ひ
た
す
ら
言
葉
を
吐
き
出
し
続
け
る
﹁
壺
人
間
﹂
と
は
、
い
か
に

も
対
称
的
だ
が
、
両
者
の
世
界
は
気
づ
か
ず
に
い
る
だ
け
で
ほ
ん
と
う
は

近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。

　

と
こ
ろ
で
ベ
ケ
ッ
ト
の
壺
人
間
の
口
か
ら
雪
崩
の
よ
う
に
流
れ
て
ゆ
く

言
葉
は
、
の
ち
の
作
品
を
通
し
て
そ
の
主
体
や
性
質
を
変
え
て
ゆ
く
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
、
か
れ
の
創
作
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
に

つ
な
が
る
。﹃
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹄
の
の
ち
、
そ
れ
ま
で
た
だ
そ
こ
に
じ

っ
と
し
て
他
人
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
世
界
か
ら
、
ベ

ケ
ッ
ト
は
べ
つ
の
世
界
、
知
ら
な
い
世
界
へ
と
、
他
人
の
声
を
求
め
、
で

て
ゆ
く
。
か
れ
に
は
、
あ
ら
た
な
冒
険
を
は
じ
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
は
じ
ま
り
に
は
、
女
性
た
ち
が
い
た
︱
か
れ
は
、

か
の
じ
ょ
た
ち
の
声
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
姿
勢
で
、
じ
っ
と
耳
を
澄
ま

せ
て
み
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

５　

ウ
ィ
ニ
ー
と
と
も
に

　

女
性
た
ち
の
言
葉
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
知
ら
な
い
、
け
れ
ど
も
、
じ
っ
さ

い
に
は
記
憶
の
な
か
で
ぼ
ん
や
り
と
知
っ
て
い
る
言
葉
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

﹃
モ
ロ
イ
﹄
に
お
い
て
母
親
さ
が
し
の
物
語
を
書
い
た
ベ
ケ
ッ
ト
は
、
今

度
は
、
自
分
で
母

－

女
性
の
パ
ロ
ー
ル
さ
が
し
を
は
じ
め
た
よ
う
み
え
る
。

ベ
ケ
ッ
ト
に
と
っ
て
の
女
性
の
言
葉
と
は
、
第
一
に
母
親
の
パ
ロ
ー
ル
だ

っ
た
。

　

初
期
の
小
説
﹃
並
に
は
勝
る
女
た
ち
の
夢
﹄
や
﹃
蹴
り
損
の
棘
も
う

け
45
﹄
に
は
、
作
家
こ
そ
が
言
語
の
使
い
手
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う

な
作
家
の
優
位
、
あ
る
い
は
男
性
の
優
位
を
示
す
語
り
手
の
態
度
が
無
邪

気
な
ほ
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ジ
ョ
イ
ス
の
影
響
も
垣
間
見

え
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
二
つ
の
小
説
の
そ
れ
ぞ
れ
に
み
つ
か
る
主

人
公
ベ
ラ
ッ
ク
ワ
の
恋
人
ス
メ
ラ
ル
デ
ィ
ー
ナ
＝
リ
ー
マ
あ
る
い
は
ス
メ

ラ
ル
デ
ィ
ー
ナ
の
手
紙
に
は
、
ひ
ど
く
コ
ケ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
言
葉
づ
か

い
、﹁
女
性
語
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
を
ひ
ど
く
大
袈
裟
に

し
た
よ
う
な
語
り
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、

﹃
ユ
リ
シ
ー
ズ
﹄
の
最
終
章
で
あ
る
﹁
ペ
ネ
ロ
ペ
イ
ア
﹂
の
モ
リ
ー
の
独
白

の
二
番
煎
じ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
の
ち
に
ベ
ケ
ッ
ト
が
そ
う
し
た

言
葉
づ
か
い
を
も
ち
い
る
こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
し
、﹃
並
に
は
勝
る
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女
た
ち
の
夢
﹄
と
﹃
蹴
り
損
の
棘
も
う
け
﹄
は
、
い
ず
れ
も
作
家
の
意
向

で
か
れ
の
生
前
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ベ
ケ
ッ
ト
は
こ
れ
ら

の
小
説
を
﹁
過
去
﹂
の
も
の
と
し
た
か
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

五
六
年
に
書
か
れ
た
﹃
す
べ
て
倒
れ
ん
と
す
る
も
の
46
﹄
に
登
場
す
る

ル
ー
ニ
ー
夫
人
の
パ
ロ
ー
ル
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
が
女
性
の
語
り
を
作
品
の
中

心
に
置
く
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
最
初
期
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
続
く
﹃
し
あ
わ
せ
な
日
々
47
﹄
の
ウ
ィ
ニ
ー
は
決
定
的
だ
。
そ
れ
ま

で
の
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
に
お
い
て
主
役
を
演
じ
る
こ
と
な
ど
一
度
も
な
か
っ

た
女
性
が
、
主
役
を
演
じ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、﹃
し

あ
わ
せ
な
日
々
﹄
の
ウ
ィ
ニ
ー
が
自
分
自
身
の
言
葉
に
非
常
に
敏
感
で
、

意
識
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

ウ
ィ
ニ
ー
は
よ
く
、﹁
こ
れ
は
わ
た
し
が
い
つ
も
い
っ
て
る
こ
と
ね
﹂

と
い
う
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
、
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
の
女
性
た
ち
、
リ
ュ
リ

ュ
︵
途
中
で
名
を
変
え
て
ア
ン
ヌ
︶
や
モ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
い
わ
れ
る
こ

と
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
。
リ
ュ

ド
ヴ
ィ
ク
・
ジ
ャ
ン
ヴ
ィ
エ
が
い
う
よ
う
な
、﹁
ベ
ケ
ッ
ト
の
人
物
、
と

り
わ
け
小
説
の
人
物
の
、
た
ん
に
で
っ
ち
あ
げ
を
し
て
い
る
最
中
で
あ
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
把
握
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、［
⋮
］
そ
の
人
物
が

自
分
で
で
っ
ち
あ
げ
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
把
握
さ
れ
る
48
﹂
と
い
う
特
徴
が
、﹃
し
あ
わ
せ
な
日
々
﹄
と
と
も

に
、
女
性
の
人
物
に
よ
っ
て
も
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
ニ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

い
え
る
こ
と
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
か
ら
何
で
も
い
う
。
い
え

る
こ
と
は
ぜ
ん
ぶ
い
う
わ
。
だ
け
ど
、
ほ
ん
と
う
の
言
葉
は
ど
こ
に

も
な
い
49
。

　

こ
の
単
純
で
短
く
素
朴
な
、
し
か
し
潔
く
ま
た
美
し
い
と
思
え
る
歌
う

よ
う
な
ウ
ィ
ニ
ー
の
パ
ロ
ー
ル
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
に

お
い
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
複
雑
な
や
り
か
た
で
い
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
の

す
べ
て
が
、
収
斂
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
ウ
ィ
ニ
ー
に
は
、
言

葉
に
た
い
し
て
そ
の
所
有
者
、
そ
の
操
作
主
、
そ
の
主
人
で
あ
ろ
う
な
ど

と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
し
、
も
と
よ
り
ひ
と
は
そ
の
よ
う
で
は
け
っ
し
て

あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
知
性
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
る
の
で
あ

る
。
か
の
じ
ょ
は
、
こ
れ
ま
で
の
ベ
ケ
ッ
ト
の
人
物
た
ち
と
は
異
な
り
、

も
の
を
書
く
ひ
と
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
よ
う
に
し
て
女
性
た
ち
の
パ
ロ
ー
ル
を
書
く
と

い
う
試
み
、
そ
れ
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
に
よ
る
劇
や
ラ
ジ
オ
そ
し
て
テ
レ
ビ
の

領
域
で
の
創
作
活
動
の
展
開
と
た
し
か
に
連
動
し
て
い
る
。﹃
し
あ
わ
せ

な
日
々
﹄
以
降
に
つ
く
ら
れ
た
、﹃
ね
え
、
ジ
ョ
ー
50
﹄、﹃
わ
た
し
じ
ゃ
な

い
51
﹄、﹃
ゴ
ー
ス
ト
・
ト
リ
オ
52
﹄、﹃
ロ
ッ
カ
バ
イ
53
﹄
な
ど
の
一
連
の
作

品
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
女
性
の
声
か
ら
な
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
声
は
じ

っ
さ
い
の
女
性
の
肉
声
︱
あ
る
い
は
そ
れ
が
録
音
さ
れ
た
も
の
︱
で

あ
る
。
そ
う
し
た
作
品
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
言
語
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
に
と

っ
て
、
絶
対
的
に
未
知
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
愛
の
対
象
で
あ
る
親

し
い
ひ
と
の
使
う
言
語
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
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の
語
り
手
に
と
っ
て
の
未
知
の
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
と
の
関
係
に
も
あ
て
は

ま
る
だ
ろ
う
。

　

女
性
性
が
重
要
だ
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
未
知
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
重
要
な
の
だ
。
ベ
ケ
ッ
ト
は
、﹃
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹄
の
執
筆
を
通

し
て
、
言
葉
を
所
有
し
た
り
、
そ
れ
を
支
配
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
は
ず
だ
。
未
知
の
も
の
は
言

葉
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
作
家
の
経
験
は
、
読
者
の
経

験
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
部
作
と
は
、
未
知
を
求
め
る
こ
と
が
続
け
さ

せ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
な
す

こ
れ
ま
で
の
か
れ
の
作
品
の
﹁
声
﹂
は
、
限
り
な
く
ベ
ケ
ッ
ト
に
近
い
語

り
手
の
内
側
に
経
験
の
記
憶
を
通
し
て
蓄
積
さ
れ
た
他
人
の
言
葉
の
氾
濫

だ
っ
た
の
で
あ
り
、﹃
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹄
に
至
っ
て
そ
の
言
葉
が
つ
い

に
汲
み
尽
く
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
家
が
あ
ら
た
な
作
品
創
出

へ
と
向
か
う
の
は
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
、
そ
れ
く
ら
い
の
想

像
は
つ
く
。
し
か
し
、
か
れ
は
創
作
を
や
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
や
が
て
ス
ラ
ン
プ
か
ら
立
ち
あ
が
り
、
作
品
づ
く
り
を
再
開
す
る
こ

と
に
な
る
そ
の
力
の
こ
と
が
果
た
し
て
想
像
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は

わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
問
う
こ

と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
た
え
の
一
つ
に
、
か
れ
が
、
作
品
を
通
し

て
声
を
分
有
す
る
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

じ
っ
さ
い
、
以
降
の
創
作
に
お
い
て
、
俳
優
た
ち
、
そ
し
て
と
り
わ
け
か

れ
ら
の
声
が
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
世
界
に
と
っ
て
、
ふ
つ
う
の
以
上
の
意
味
で

不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
ら
ず
、
ベ
ケ
ッ
ト

の
世
界
は
、
作
家
た
だ
一
人
で
は
も
は
や
実
現
で
き
な
い
世
界
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

６　

ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
話
す
、
エ
・
パ
タ
テ
ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
の
文
学

　

ベ
ケ
ッ
ト
の
壺
か
ら
流
れ
だ
す
も
の
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
は
壺

に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
分
類
で
き
な
い
名
づ
け
え

ぬ
も
の
な
の
で
あ
り
、
二
人
の
作
家
に
と
っ
て
の
文
学
の
原
材
料
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
中
味
の
ほ
と
ん
ど
は
た
だ
の
お
し
ゃ
べ
り
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
お
し
ゃ
べ
り
と
い
う
と
、
日
本
語
で
は
﹁
ぺ

ち
ゃ
く
ち
ゃ
﹂
な
ど
の
擬
声
語
が
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
、
た
と
え

ば
﹁
シc

h
a

r
a

b
i

a

ャ
ラ
ビ
ア
﹂
と
か
、﹁
エe

t
 

p
a

t
a

t
i

 
e

t
 

p
a

t
a

t
a

・
パ
タ
テ
ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
﹂
と
い
っ
た

表
現
が
あ
る
54
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
文
学
の
主
役
に
は
な
り
よ
う
も
な

か
っ
た
パ
ロ
ー
ル
が
凝
縮
さ
れ
て
つ
め
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
お
し

ゃ
べ
り
は
、
と
る
に
足
ら
な
い
た
め
に
書
か
れ
る
必
要
が
な
く
、﹁
シ
ャ

ラ
ビ
ア
﹂
と
い
っ
た
擬
声
語
に
か
く
し
て
お
け
ば
十
分
と
い
う
よ
う
な
デ

ィ
ス
ク
ー
ル
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
ベ
ケ
ッ
ト
の
企
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
る
に
足
ら
な
い
た

め
に
書
か
れ
る
必
要
の
な
い
﹁
シ
ャ
ラ
ビ
ア
﹂
の
塊
に
具
体
的
な
言
葉
を

あ
て
が
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
三
部
作
の
う
ち
﹃
マ
ロ
ウ
ン
は
死
ぬ
﹄
の
語

り
手
は
、﹁
頭
の
な
か
で
つ
ぎ
つ
ぎ
と
わ
き
お
こ
る
、
疑
い
と
欲
望
と
想

像
力
と
恐
怖
の
シ
ャ
ラ
ビ
ア
を
、
何
一
つ
理
解
し
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
し

が
っ
た
り
ち
ょ
っ
と
だ
け
悔
し
が
っ
た
り
し
て
い
た
55
﹂
が
、﹃
名
づ
け
え
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ぬ
も
の
﹄
の
あ
の
話
し
続
け
る
声
は
、
な
お
も
、﹁［
⋮
］
ぼ
く
は
、
そ
れ

を
、
や
つ
ら
の
た
め
に
整
理
し
て
や
る
ん
だ
、
や
つ
ら
の
シ
ャ
ラ
ビ
ア

を
56
﹂
と
思
っ
て
い
る
。﹃
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹄
と
は
、
そ
の
挑
戦
の
見
事

な
失
敗
の
経
験
、
シ
ャ
ラ
ビ
ア
の
言
葉
を
、
分
析
し
た
り
分
類
し
た
り
、

理
解
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
そ
の
経
験
そ
の
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
﹁
失
敗
﹂
と
は
ベ
ケ
ッ
ト
の
専
門
用
語
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
文
字
通
り
受
け
取
っ
て
し
ま
う
と
、
ベ
ケ
ッ

ト
の
野
心
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
。﹃
名
づ
け
え
ぬ
も
の
﹄
に
お
け
る
言
葉
、

フ
レ
ー
ズ
の
連
続
が
、
た
と
え
ひ
ど
く
苦
し
げ
に
み
え
、
ま
た
書
き
手
の

こ
と
も
、
読
み
手
の
こ
と
も
苦
し
め
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
あ
る
い

は
そ
れ
が
失
敗
作
で
あ
る
と
い
う
顔
を
し
て
い
て
も
、
日
常
に
お
い
て
ひ

と
が
け
っ
し
て
い
わ
な
い
言
葉
の
連
鎖
か
ら
な
る
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ

れ
自
体
で
夢
の
実
現
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う

も
の
が
、
わ
た
し
た
ち
に
自
由
に
話
を
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
ユ
ー
ト

ピ
ア
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
し
て
作
品
を
満

た
す
自
由
な
パ
ロ
ー
ル
は
、
そ
れ
自
体
で
シ
ャ
ラ
ビ
ア
の
み
え
な
い
す
が

0

0

た0

を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、﹃
失
わ

れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
長
大
な
言
葉
の
連
鎖
に
つ
い
て
い
え
な
い
こ
と
が
、

ど
う
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
の
お
し
ゃ

べ
り
に
ま
つ
わ
る
ペ
ー
ジ
を
一
つ
、
思
い
だ
し
た
い
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ

ー
ズ
は
、
自
分
の
娘
が
、
自
分
の
小
言
に
つ
い
て
の
愚
痴
を
い
う
と

き
に
、
そ
れ
を
、﹁
エ
・
パ
タ
テ
ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
﹂
と
い
っ
て
表
現

す
る
の
を
き
き
つ
け
て
、
自
分
も
そ
の
表
現
を
覚
え
る
。
娘
を
真
似

て
自
分
も
そ
の
語
を
使
え
ば
、
か
の
じ
ょ
に
は
そ
れ
が
何
か
気
の
利

い
た
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
︱
た
だ
し
、
こ
の
フ

ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
は
、﹁
エ
・
パ
タ
テ
ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
﹂
と
い
わ
ず
に

﹁
エe

t
 

p
a

t
a

t
i

p
a

t
a

l
i

 
e

t
 

p
a

t
a

t
i

p
a

t
a

l

・
パ
タ
テ
ィ
パ
タ
リ
・
エ
・
パ
タ
テ
ィ
パ
タ
ラ
﹂
と
い
う
の
で
あ
る

が
57
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
語
り
手
に
と
っ
て
、﹁
エ
・
パ
タ
テ
ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
﹂

と
い
っ
た
表
現
は
、
言
葉
を
う
ま
く
あ
や
つ
る
こ
と
の
で
き
る
、
作
家
の

よ
う
な
ひ
と
の
使
う
表
現
な
の
で
あ
っ
て
、
本
来
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
の
よ

う
な
女
中
の
使
う
言
葉
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
、
ベ
ケ
ッ
ト

の
﹃
し
あ
わ
せ
な
日
々
﹄
の
ウ
ィ
ニ
ー
の
話
を
こ
こ
で
も
う
い
ち
ど
き
い

て
み
た
い
の
だ
が
、
な
ぜ
な
ら
か
の
じ
ょ
の
口
か
ら
も
、﹁
エ
・
パ
タ
テ

ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
﹂
が
飛
び
だ
す
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ニ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
語
る
。

と
う
と
う
︱
ど
う
で
も
い
い
け
ど
、
あ
の
ク
ッ
カ
ー
だ
か
パ
イ

パ
ー
だ
か
は
、
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
け
ど
、
︱
あ
と
あ
の
女
、
手

に
手
を
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
袋
を
も
っ
て
い
て
︱
が
ら
く
た
な
ん

か
を
つ
っ
こ
ん
で
︱
栗
色
の
袋
だ
っ
た
か
し
ら
︱
じ
っ
と
わ
た

し
を
見
つ
め
て
︱
口
は
あ
ん
ぐ
り
あ
け
た
ま
ま
︱
そ
し
た
ら
そ

の
男
︱
パ
イ
パ
ー
だ
か
ク
ッ
カ
ー
だ
っ
た
か
そ
れ
は
ど
う
で
も
い

い
ん
だ
け
ど
︱
か
れ
は
こ
う
言
っ
た
の
、
あ
の
ひ
と
何
し
て
る
ん

だ
？ 

︱
こ
う
言
っ
た
の
、
あ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
ん
だ
？ 

っ
て
。
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お
っ
ぱ
い
の
と
こ
ろ
ま
で
つ
っ
こ
ま
れ
ち
ゃ
っ
て
、
埋
め
こ
ま
れ
ち

ゃ
っ
て
、
あ
の
太
っ
た
女
の
こ
と
だ
よ
︱
あ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と

な
ん
だ
？ 
っ
て
、
か
れ
は
そ
う
い
っ
た
わ
、
あ
れ
を
ど
う
考
え
れ

ば
い
い
ん
だ
ろ
う
っ
て
、
︱
べ

e
t
 

p
a

t
a

t
i
 

-
 

e
t
 

p
a

t
a

t
a

ら
べ
ら
べ
ら
べ
ら
と
、
つ
ま
ら
な

い
こ
と
ば
っ
か
り
、
同
じ
こ
と
ば
っ
か
り
、
か
れ
は
い
っ
た
わ
、
き

み
、
き
い
て
る
？ 
そ
れ
で
、
あ
あ
も
う
、
と
か
の
じ
ょ
が
い
っ
た
ら
、

か
れ
は
い
っ
た
の
、
あ
あ
も
う
、
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
よ
、
あ
あ

も
う
っ
て
さ
、
ど
う
い
う
意
味
な
ん
だ
58
？ 

　

こ
こ
で
ウ
ィ
ニ
ー
が
、﹁
エべ

ら

べ

ら

べ

ら

べ

ら

・
パ
タ
テ
ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
﹂
と
い
う
表

現
を
つ
か
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
女
性
の
お
し
ゃ
べ
り
に
た
い
し
て

で
は
な
く
、
知
的

0

0

で
あ
る
よ
う
な
気
取
り
を
み
せ
て
、
何
か
と
物
事
の
意

味
を
知
り
た
が
り
、
結
局
つ
ま
ら
な
い
こ
と
し
か
い
っ
て
い
な
い
、
だ
れ

で
あ
る
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
男
性
の
言
葉
に
そ
れ
を
あ
て
が
っ
て
い

る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。

　

そ
の
男
性
は
、
ウ
ィ
ニ
ー
の
置
か
れ
た
状
況
、
つ
ま
り
丘
に
身
体
を
埋

め
ら
れ
て
い
る
状
態
が
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
の
意
味
を
知

り
た
が
っ
て
い
る
。
物
事
を
因
果
関
係
で
し
か
と
ら
え
よ
う
と
し
な
い
こ

の
男
性
の
問
い
は
、
ウ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
は
、
美
し
い
絵
を
み
て
、
こ
の

絵
は
ど
う
し
て
美
し
い
の
か
？ 

と
た
ず
ね
る
ほ
ど
の
愚
問
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
こ
こ
で
、
愚
直
に
問
い
た
い
と
思

う
。
な
ぜ
ウ
ィ
ニ
ー
は
、
あ
ん
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に

ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
﹃
芝
居
﹄
の
壺
の
胴
体
で
も
い
い
、

﹃
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
﹄
の
唇
で
も
よ
い
、﹃
ロ
ッ
カ
バ
イ
﹄
の
ロ
ッ
キ
ン
グ

チ
ェ
ア
か
ら
離
れ
な
い
女
性
で
も
い
い
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
に
お
け
る
身

体
が
固
定
さ
れ
た
状
態
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
何
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
排
出
さ
れ
る
よ
う
に
流
れ
て
ゆ
く

言
葉
、
そ
し
て
そ
れ
を
運
ぶ
声
と
は
い
っ
た
い
何
だ
と
い
う
の
か
。

　

壺
に
拘
束
さ
れ
た
状
態
に
、
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
は
、
語
る
主
体
の

具
体
的
な
苦
痛
を
、
作
家
ベ
ケ
ッ
ト
の
苦
悩
に
重
ね
合
わ
せ
る
か
の
よ

う
な
や
り
か
た
で
読
み
と
っ
て
い
る
し
59
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
、﹃
名
づ
け

え
ぬ
も
の
﹄
の
よ
う
な
や
が
て
身
体
も
な
く
し
て
い
く
主
体
の
わ
た
し
を

わ
た
し
と
い
え
な
い
状
況
が
﹁
最
悪
の
不
幸
﹂
だ
と
い
っ
た
り
も
し
て
い

る
60
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
こ
に
あ
る
存
在
の
経
験
か
ら
距
離
を
お
き

た
い
。
そ
し
て
、
何
ら
か
の
主
体
か
ら
ま
る
で
ゴ
ミ
の
よ
う
に
排
出
さ
れ

て
ゆ
く
言
葉
が
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
に
お
け
る
表
現
す
る
べ
き
原
材
料
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て
、
か
れ
の
作
品
の
構
造
そ
の
も
の
の
メ
タ

フ
ァ
ー
と
し
て
そ
れ
を
解
釈
し
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
る

状
況
の
、
意
味
で
は
な
く
、
メ
タ
フ
ォ
リ
ッ
ク
な
か
た
ち

0

0

0

を
認
め
た
い
の

で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
ベ
ケ
ッ
ト
は
、﹁
瓦
礫
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
見

つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
、
今
の
芸
術
家
の
つ
と
め
だ
61
﹂
と

い
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
重
要
な
宣
言
の
よ
う
な
言
葉
と
合
わ
せ
て

考
え
る
と
、
瓦
礫
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
戯
画
化
し
た
の
が
﹁
壺
人
間
﹂

で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
身
体
を
奪
わ
れ
た
状
況
を
あ
ら
わ

す
﹁
壺
人
間
﹂
は
、
声
と
と
も
に
の
み

0

0

あ
る
よ
う
な
ベ
ケ
ッ
ト
的
な
作
品
、

つ
ま
り
声
が
な
け
れ
ば
そ
こ
に
は
な
い
よ
う
な
作
品
の
か
た
ち

0

0

0

に
よ
く
対
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応
し
て
い
る
。
こ
れ
と
比
べ
る
よ
う
に
し
て
、
精
神
の
記
憶
を
密
封
す
る

壺
と
い
う
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
イ
メ

ー
ジ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
と
じ
こ
め
て
い
る
本
が
、
開
か
れ
る
と
一

挙
に
そ
こ
か
ら
時
が
香
り
の
よ
う
に
立
ち
の
ぼ
る
よ
う
な
作
品
の
か
た
ち

0

0

0

に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。 

 

 ７　

流
れ
る
水
の
よ
う
に

　

小
魚
を
と
る
た
め
に
川
に
沈
め
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
び
ん
は
透
き
と
お
っ
て

い
て
、
そ
れ
を
眺
め
る
者
の
目
に
は
、
流
れ
ゆ
く
水
が
び
ん
を
満
た
す
も

の
な
の
か
包
む
も
の
な
の
か
、
境
目
が
見
わ
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
プ
ル

ー
ス
ト
の
語
り
手
が
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
ほ
う
の
い
ち
ば
ん
の
魅
力
と
し
て
語

る
ヴ
ィ
ヴ
ォ
ン
ヌ
川
を
め
ぐ
る
ペ
ー
ジ
に
あ
ら
わ
れ
る
美
し
い
イ
メ
ー
ジ

の
一
つ
だ
が
、
そ
の
岸
辺
に
降
り
た
過
去
が
、
涼
み
に
や
っ
て
来
た
散
歩

者
の
よ
う
に
し
て
寝
こ
ろ
ん
だ
り
も
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
川
の
流
れ

は
、
静
か
に
知
ら
れ
ず
過
ぎ
て
ゆ
く
無
数
の
物
語
の
時
間
の
流
れ
を
思

わ
せ
る
62
。
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
沈
め
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
び
ん
の
﹁
容
器
﹂

と
﹁
中
味
﹂
の
見
わ
け
の
つ
か
な
い
境
界
線
は
、
一
つ
に
は
書
か
れ
た
も

の
に
お
け
る
虚
構
と
現
実
の
境
界
線
の
曖
昧
さ
を
連
想
さ
せ
、
そ
れ
と
は

べ
つ
に
も
う
一
つ
、
一
冊
の
書
物
が
開
か
れ
読
書
が
は
じ
ま
る
と
、
書
物

と
い
う
﹁
容
器
﹂
が
そ
の
輪
郭
を
な
く
し
、
読
む
と
い
う
行
為
が
書
か
れ

た
も
の
に
読
者
の
記
憶
を
合
流
さ
せ
な
が
ら
そ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
時

空
を
広
げ
て
ゆ
く
、
そ
の
さ
ま
を
も
連
想
さ
せ
る
よ
う
に
思
え
る
。
語
り

手
は
、
内
側
か
ら
も
外
側
か
ら
も
ガ
ラ
ス
び
ん
を
水
で
満
た
し
続
け
る
川

の
そ
の
涼
し
げ
な
イ
メ
ー
ジ
を
﹁
甘
美
な
﹂
と
形
容
す
る
が
、
水
と
ガ
ラ

ス
の
あ
い
だ
に
お
こ
る
、
音
楽
的
で
あ
る
と
し
て
も
意
味
を
届
け
て
く

れ
な
い
た
め
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
絶

a
llité

r
a

tio
n

 p
e

r
p

é
tu

e
lle

え
ざ
る
音
の
連
続
に
﹁
苛

立
ち
﹂
を
覚
え
て
も
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
び
ん carafe 

と
い
う
単
語
に
つ
い
て
、﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
も
っ
と
も
あ
た

ら
し
い
訳
者
の
一
人
で
あ
る
吉
川
一
義
氏
は
訳
註
を
つ
け
て
お
り
、
そ
れ

が
水
差
し
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
同
じ
形
を
し
た
魚
を
捕
る
た
め
の

び
ん
で
あ
る
﹁
瓶
胴
﹂
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
図
を
添
え
て
解
説
し

て
い
る
63
。
胴
と
い
う
字
の
含
ま
れ
る
そ
の
語
を
み
た
こ
と
は
、
壺
人
間

に
つ
い
て
考
え
て
い
た
私
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
印
象
深
い
こ
と
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
ガ
ラ
ス
び
ん
か
ら
何
か
が
き
こ
え
続
け
て
い
る
イ
メ
ー
ジ

は
、
読
書
を
通
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
読
み
な
が
ら
き
い
て
い
る
、
絶
え

ざ
る
声
の
連
続
に
似
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
声
に
よ
っ
て
虚
構
と
現

実
の
混
ざ
り
合
っ
た
、
そ
の
境
界
線
の
わ
か
ら
な
い
世
界
を
さ
ま
よ
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
読
書
を
中
断
す
れ
ば
、
そ
の
時
間
は
消
え
去
り
、

ま
た
き
い
て
い
た
声
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
。
声
を
突
き
と
め
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
苛
立
ち
は
、
解
消

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
文
学
の
体
験
に
は
か
な
ら
ず
声
が
伴
う
の

に
、
そ
れ
は
か
た
ち
を
留
め
て
は
く
れ
な
い
。
そ
れ
は
水
の
よ
う
に
流
れ

て
、
時
間
の
よ
う
に
過
ぎ
て
ゆ
く
。
声
な
ど
と
い
っ
て
、
失
わ
れ
た
時
の

よ
う
に
手
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
手
が
か
り
と
し
て
い
る
の

だ
と
し
て
も
、
輪
郭
の
な
い
、
見
え
な
い
も
の
を
み
よ
う
と
す
る
た
め
に
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は
、
そ
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
も
し
て
く
る
。
そ

し
て
ま
た
、
声
を
と
ら
え
た
い
と
い
う
き
も
ち
が
、
文
学
と
呼
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め
か
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し
ゃ
べ
り
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さ
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
る﹁
シ
ャ

ラ
ビ
ア
﹂
や
﹁
エ
・
パ
タ
テ
ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
﹂
は
、
必
ず
し
も
女
性
の

言
葉
だ
け
を
さ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。﹁
シ
ャ
ラ
ビ
ア
﹂
は
、
語
源

的
に
は
、
外
国
語
の
よ
う
な
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
言
葉b

arago
u
in

を

意
味
し
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グ
ラ
ン
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ロ
ベ
ー
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に
よ
れ
ば
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い
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つ
か
の
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葉
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え
ば
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ペ
イ
ン
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＇alab
iya
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ア
ラ
ブ
語
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西

方
の
言
語
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arra

︵
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
サ
ル
語
︶、barat

︵
古
フ
ラ
ン
ス
語
、

﹁
喧
騒
﹂︶
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
馬
の
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
の
音
に
由

来
す
る
二
重
の
擬
音
語
、﹁
エ
・
パ
タ
テ
ィ
・
エ
・
パ
タ
タ
﹂
は
、
リ
ト

レ
に
よ
る
と
、﹁
意
味
の
な
い
退
屈
な
無
駄
話
﹂
を
意
味
す
る
。
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