
悪
の
華
の
主
題
マ
」
方
法
⇔
．
　
　
　
・
、

若
　
　
　
桑
　
　
　
・
毅

　
　
　
　
ニ
　
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ヨ
ン
（
方
法
と
し
て
の
主
観
主
義
）
　
　
　
従
来
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
有
名
な
十
四
行
詩
や
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
論
に
含
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
る
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
理
論
の
中
に
、
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
に
示
唆
を
与
え
る
は

　
　
　
か
っ
て
「
悪
の
華
」
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
概
観
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
の
美
的
な
イ
デ
ア
リ
ス
ム
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
解
説
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
種
の
イ
デ
ア
は
、
実
体
と
し
て
、
観
念
論
が
指
向
す
る
先
験
的
実
在
論
を
想
　
5
6

　
　
　
ボ
！
ド
レ
ー
ル
は
詩
人
の
存
在
理
由
と
し
て
ζ
〉
ド
と
と
り
わ
け
そ
れ
を
モ
　
　
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
理
論
は
一
種
の
先

　
　
チ
ー
フ
と
す
る
モ
ラ
ル
な
も
の
を
撰
ん
だ
。
疎
外
は
そ
の
原
因
結
果
の
い
ず
れ
　
　
　
験
的
な
美
学
に
帰
せ
ら
れ
る
。
美
の
こ
の
よ
う
な
先
験
的
実
在
は
人
間
の
諸
能
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
或
は
両
方
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
の
直
接
な
到
達
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
種
の
イ
デ
ァ
リ
ス
ム
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
ノ
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
或
る
芸
術
家
の
理
念
で
倣
あ
り
え
て
も
、
厳
密
な
方
法
論
と
し
て
、
実
現
さ
れ

　
　
　
こ
の
こ
と
は
我
々
が
前
に
外
側
を
廻
る
に
と
ど
め
た
幾
つ
か
の
詩
を
含
む
詩
　
　
　
る
芸
術
上
の
実
質
そ
の
も
の
の
う
ち
に
現
象
し
う
る
よ
う
な
直
接
的
有
効
性
は

　
　
集
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
発
生
と
そ
の
構
造
を
全
体
的
に
理
解
す
る
た
め
の
導
入
の
　
　
持
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
実
際
は
、
物
を
名
づ
け
又
は
名
指
す
こ
と

　
　
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
目
標
に
達
す
る
ま
で
に
は
主
と
し
て
次
の
三
問
題
が
あ
　
　
に
よ
っ
て
物
の
秩
序
に
か
か
わ
る
言
語
は
、
こ
の
意
味
で
、
認
識
さ
れ
た
秩
序

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
　
　
　
　
　
　
の
定
着
で
あ
り
、
文
学
に
お
け
る
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
も
ま
た
、
言
語
を
秩
序
づ

一
　@
ー
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
㌧
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
　
け
る
認
識
の
あ
り
方
と
し
て
厳
密
化
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
「

　
　
　
亜
　
イ
マ
ー
ジ
ュ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ム
や
現
象
学
の
語
に
対
す
る
態
度
は
と
も
か
く
、
少
く
と
も
ボ
ー
ド
レ
ー

　
　
　
皿
　
そ
の
定
着
と
し
て
の
言
語
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
時
に
「
普
遍
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
」
と
よ
ん
だ
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
コ
ノ
　
ノ
ァ
ド
ノ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
も
の
で
、
「
諸
能
力
の
甲
枢
で
あ
つ
て
幻
想
で
は
な
い
」
。
こ
の
普
遍



的
機
能
は
そ
れ
ゆ
え
恣
意
的
な
も
の
で
あ
り
え
ず
、
「
分
析
で
あ
り
綜
合
で
あ
　
　
　
い
て
虚
偽
で
あ
り
真
実
で
は
な
い
」
。

っ
て
、
す
べ
て
の
事
物
を
分
解
し
ま
た
集
め
る
」
の
で
、
「
諸
能
力
の
中
で
最
　
　
　
重
要
な
の
は
芸
術
家
が
そ
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
把
握
し
定
着
す
る

も
科
学
的
で
あ
る
」
か
ら
、
ロ
ゴ
ス
の
よ
う
に
「
あ
ら
ゆ
る
方
法
と
そ
れ
を
獲
　
　
も
の
が
、
先
ず
芸
術
家
自
身
と
の
関
係
に
お
い
て
真
ま
た
は
偽
で
あ
る
と
云
う
「

得
す
る
意
欲
を
伴
う
」
　
（
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
）
。
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
こ
　
　
点
で
あ
る
。
ギ
ル
マ
ン
そ
の
他
の
指
摘
す
る
と
お
り
芸
術
作
品
の
価
値
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

の
面
で
扱
わ
れ
る
限
り
、
「
マ
ラ
メ
ル
は
悪
の
華
の
最
も
厳
密
な
帰
結
と
し
て
　
　
　
る
相
対
主
義
を
詩
人
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
か
ら
直
接
か
り
た
と
し
て
も
詩
人
が
一

の
形
式
と
技
巧
の
探
究
を
受
け
つ
い
だ
」
と
語
っ
た
ヴ
ァ
レ
リ
に
な
ら
っ
て
、
　
　
　
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
に
お
け
る
テ
ー
ヌ
風
の
相
対
主
義
か
ら
始
め
て
や
が
て
一

我
々
は
言
語
の
現
象
に
向
う
道
す
じ
を
失
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
八
九
五
年
の
サ
ロ
ン
で
は
一
種
の
哲
学
的
な
正
当
化
の
口
実
を
見
出
す
認
識
論

　
で
は
こ
の
よ
う
な
認
識
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
、
言
語
で
名
指
す
以
前
に
認
　
　
　
的
な
深
ま
り
の
中
に
は
、
写
実
主
義
風
の
相
刻
主
義
を
奇
妙
に
も
裏
づ
け
て
い

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
詩
人
に
よ
れ
ば
外
．
　
　
る
徹
底
し
た
主
観
主
義
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

界
が
真
に
実
在
レ
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
実
　
　
　
や
が
て
知
る
よ
う
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
意
識
の
こ
の
よ
う
な
主
観
主
義
的
な

在
し
た
と
し
て
も
対
象
を
ど
の
よ
う
な
深
さ
に
ま
で
認
識
で
き
る
か
ど
う
か
疑
　
　
　
自
己
規
定
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
の
テ
ス
ト
氏
を
あ
る
時
外
的
対
象
の
真
の
実
在
か
ら

問
で
あ
る
。
結
局
、
実
在
を
確
信
で
き
な
い
外
界
は
、
観
念
論
に
お
け
る
よ
う
　
　
　
へ
だ
て
た
、
意
識
の
内
閉
か
ら
遠
い
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ス
ト
氏
は
云
う
、

に
、
主
体
の
意
識
の
内
容
と
し
て
し
か
存
在
せ
ず
、
「
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
世
　
　
　
「
感
覚
に
よ
っ
て
現
実
的
な
も
の
或
は
存
在
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
　
評

界
を
つ
く
っ
た
の
だ
か
ら
そ
れ
が
治
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
人
が
あ
る
。
見
て
い
る
も
の
、
聞
い
て
い
る
も
の
が
私
を
め
く
ら
に
し
つ
ん
ぼ

　
こ
の
よ
う
な
外
界
の
認
識
内
容
と
し
て
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
は
真
の
意
味
で
　
　
に
す
る
。
知
っ
て
い
る
と
云
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
無
知
で
あ
る
」
。
ボ

創
造
的
で
あ
る
よ
り
先
ず
認
識
内
容
と
し
て
の
主
観
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
構
成
す
　
　
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
を
こ
う
し
て
意
識
の
問
題
と
し
て
扱
う
限

る
意
識
で
あ
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
よ
う
に
云
え
ば
、
「
我
々
は
我
々
の
魂
に
囲
　
　
．
り
、
そ
れ
を
推
し
進
め
て
帰
結
す
る
も
の
は
、
カ
ン
ト
が
デ
カ
ル
ト
の
命
題
か

績
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
が
起
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
　
－
ら
抽
出
し
た
よ
う
な
疎
外
さ
れ
た
意
識
の
そ
れ
自
体
に
お
け
る
合
目
的
性
と
云

い
わ
ゆ
る
「
印
象
批
評
」
は
芸
術
的
対
象
に
向
う
単
な
る
感
性
的
受
動
性
を
意
　
　
　
う
局
面
と
そ
れ
程
異
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
（
純
粋
理
性
批
判
に
お

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
こ
の
よ
う
な
認
識
の
あ
り
方
の
必
　
　
け
る
デ
カ
ル
ト
批
判
）
。
た
と
え
ば
サ
ル
ト
ル
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
は
、
詩
人

然
的
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
　
　
　
の
生
に
或
る
純
粋
意
識
を
中
核
と
し
て
託
し
そ
こ
か
ら
「
生
の
絶
対
的
倦
怠
」

が
外
界
に
向
き
合
う
主
体
の
認
識
の
あ
り
方
に
強
く
依
拠
し
て
い
て
、
し
か
も
　
　
　
を
抽
出
す
意
図
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
M
・
レ
ー
モ
ン
に
よ
れ
ば
「
こ
の
特
殊

認
識
が
目
ら
外
界
の
主
観
論
的
把
握
に
限
定
さ
れ
る
場
合
、
結
局
「
芸
術
家
は
　
　
　
な
夢
は
意
識
の
過
剰
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
」
　
（
竃
゜
国
ロ
ρ
団
日
o
づ
山
”
勺
餌
巳

　
　
　
　
ナ
ヂ
つ
　
ト

彼
自
身
の
個
性
に
全
く
忠
実
で
あ
る
」
こ
と
し
か
出
来
ず
、
そ
れ
ゆ
え
他
人
の
　
　
く
鎮
α
醤
）
。
ヤ

眼
や
感
情
を
か
り
て
創
造
さ
れ
た
も
の
は
「
そ
の
芸
術
家
自
身
と
の
関
係
に
お
　
　
　
意
識
の
、
い
わ
ゆ
る
対
象
の
不
可
滲
性
に
も
と
ず
く
疎
外
は
、
サ
ル
ト
ル
の



交
学
論
に
お
い
て
は
る
か
遠
く
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
へ
止
揚
さ
れ
る
要
素
の
一
，
つ
　
　
　
山
き
の
O
讐
冨
ξ
）
，
。
そ
れ
ゆ
え
交
学
に
お
け
る
現
実
は
外
界
が
我
々
の
主
観
的

で
あ
る
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
従
来
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
が
殆
ど
語
　
　
　
認
識
を
通
じ
て
口
述
す
る
唯
一
の
内
的
書
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
外
界
が
我
々
の

る
に
落
ち
て
来
た
、
外
界
に
よ
る
意
識
の
疎
外
は
、
こ
こ
で
は
巧
み
に
転
用
さ
　
　
　
知
覚
を
通
過
し
て
精
神
の
内
に
お
く
印
象
の
秩
序
あ
る
構
成
で
あ
る
。
こ
の
内

れ
て
、
交
学
作
。
叩
に
お
け
る
作
者
と
読
者
の
主
体
的
接
触
関
係
を
考
慮
に
入
れ
　
的
書
物
を
謙
す
る
文
体
は
結
局
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
外
界
の
ヴ
・
ジ

る
こ
と
に
よ
っ
て
異
っ
た
二
つ
の
主
体
が
共
有
す
る
自
由
の
場
で
あ
る
之
云
わ
　
　
　
ヨ
ン
の
秩
序
に
か
か
わ
り
合
う
か
ら
、
「
作
家
に
と
っ
て
の
文
体
は
・
画
家
に

れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
外
的
対
象
は
我
々
の
　
　
と
っ
て
の
色
彩
と
同
様
に
、
技
巧
の
問
題
で
は
な
く
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
問
題
で
あ

意
識
に
か
か
わ
り
合
わ
な
い
時
我
々
の
外
に
う
ず
く
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
時
我
　
　
り
、
そ
れ
は
啓
示
で
あ
る
」
　
（
［
①
弓
①
ヨ
冨
瀦
巳
c
）
。
こ
の
主
観
的
ヴ
ィ
ジ

々
主
体
は
事
物
の
存
在
に
対
し
て
本
質
的
役
創
を
果
す
こ
と
は
で
き
ず
、
対
象
　
　
　
ヨ
ン
と
文
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
逆
に
云
え
ば
「
徹
底
的
主
観
キ
．
義
者
」
で
あ

に
か
か
わ
っ
て
い
る
認
識
も
ま
た
、
主
体
の
対
象
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
非
本
　
　
　
る
ブ
ル
ー
ス
ト
（
b
d
一
〇
巳
息
）
に
お
い
て
そ
の
外
界
の
把
握
の
あ
り
方
が
ど
の

質
性
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
外
側
か
ら
あ
ば
い
て
い
く
の
み
で
あ
る
。
一
方
、
我
　
　
　
よ
う
に
積
極
的
に
文
体
を
決
定
す
る
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ

々
が
な
す
交
単
的
行
為
に
つ
い
て
の
み
、
主
体
は
文
学
作
晶
に
お
け
る
対
象
を
　
　
　
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
と
っ
て
・
意
志
句
無
意
志
的
作
用
に
よ
っ
て
事
物
の
精
神

あ
る
べ
き
よ
う
に
あ
ら
し
め
る
た
鋤
露
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
　
　
的
等
価
物
を
見
出
す
行
為
の
終
り
は
言
語
的
置
換
を
お
い
て
ほ
か
に
あ
り
え
な

だ
か
ら
、
我
々
は
交
学
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
対
象
の
存
在
に
対
し
て
本
質
的
　
、
　
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
［
①
日
、
①
旨
雷
窃
可
9
ま
）
。
　
　
　
　
　
奪
　
　
　
　
5
8

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
作
品
の
対
象
と
向
い
合
う
主
体
は
対
象
に
主
体
の
自
由
を
　
　
　
　
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
認
識
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
外
界
を
認
識
把
握
す
る

か
し
与
え
、
作
品
の
限
定
さ
れ
た
諸
対
象
を
無
限
の
延
長
を
含
む
全
体
性
と
し
　
　
　
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
認
識
の
主
観
性
を
積
極
的
に
方
法
化

て
把
握
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
る
と
云
う
理
由
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
そ
れ
と
そ
れ
程
へ
だ
た
る
こ
と
は

　
プ
ル
ー
ス
ト
に
と
っ
て
、
読
書
と
云
う
文
学
的
行
為
は
同
じ
よ
う
に
、
意
識
　
　
　
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
詩
人
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
は
認
識
論
と

が
浸
馨
禁
じ
ら
れ
て
い
る
外
的
対
象
に
代
っ
て
主
体
的
把
握
を
容
易
に
す
る
　
し
て
ま
え
に
知
っ
た
よ
う
な
純
粋
蕪
の
合
目
的
的
閉
鎖
に
導
か
れ
う
る
反

た
め
の
外
的
対
象
の
「
精
神
的
な
等
価
物
」
に
向
き
合
う
認
識
と
把
握
の
形
式
　
　
面
、
芸
術
論
と
し
て
は
、
現
象
を
こ
え
る
無
時
間
的
把
握
を
決
し
て
排
除
す
る

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
（
轡
㊦
日
①
ヨ
唱
ω
瀦
『
自
自
一
・
［
①
日
①
旨
℃
の
【
①
叶
『
。
6
〈
瓜
）
。
　
　
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
認
識
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
便
宜
上
コ
レ
ス
ポ
ン

読
書
は
我
々
主
体
の
裡
で
対
象
を
再
創
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
文
学
に
お
け
る
　
　
n
ダ
ン
ス
理
論
に
沿
っ
て
語
ら
れ
も
す
る
理
由
を
た
ず
ね
る
場
合
に
重
要
で
あ

現
実
が
こ
う
し
て
認
識
の
主
観
性
と
そ
の
積
極
的
方
法
化
に
も
と
つ
い
て
し
か
　
　
　
る
。
「
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
は
哲
学
的
方
法
と
は
異
な
っ
た
方
法
で
・
コ
レ
ス
ポ

成
立
し
な
い
以
上
、
ボ
ー
ド
￥
ル
に
と
，
っ
て
世
界
が
イ
マ
ジ
ナ
シ
．
ン
に
よ
　
ン
ダ
ン
ス
や
ア
ナ
呈
乏
よ
っ
て
掌
秘
か
で
内
密
な
蕩
の
関
係
を
知
覚

っ
て
存
在
し
た
よ
う
に
「
私
が
世
界
の
裡
に
埋
も
れ
て
か
た
の
で
な
く
、
世
界
　
す
る
」
（
ポ
乏
関
す
る
新
し
い
覚
書
）
・
と
は
云
え
詩
人
は
共
感
覚
に
固
執

が
私
の
，
つ
ち
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
確
信
す
・
Q
理
由
が
あ
る
（
9
け
α
　
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
．
む
ル
ろ
、
菩
は
色
を
暗
示
し
え
ず
・
色
は
覆



・
を
思
わ
せ
え
ず
、
音
や
色
は
思
想
を
融
訳
す
る
に
適
し
な
い
し
と
云
わ
れ
、
認
識
　
　
楽
園
）
。

　
は
単
な
る
外
的
知
覚
で
は
完
了
し
な
か
っ
た
。
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
こ
そ
そ
れ
ら
　
　
　
そ
し
て
交
単
的
創
造
に
お
い
て
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
果
す
べ
き
機
能
が
外
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
た
　
　
ら

　
の
知
覚
に
つ
づ
い
て
「
人
に
色
や
形
や
香
や
音
の
モ
ラ
ル
な
意
味
を
教
え
る
」
　
　
対
象
の
モ
ラ
ル
な
意
味
を
抽
出
す
こ
と
に
あ
る
と
詩
人
が
語
る
以
上
、
交
学
の

　
こ
と
に
よ
っ
て
一
種
の
統
覚
的
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
（
一
八
五
九
年
の
サ
　
　
　
価
値
あ
る
実
質
を
構
成
す
る
も
の
は
精
神
内
容
へ
の
転
移
と
し
て
の
、
敷
写
さ

　
ロ
ン
に
先
立
っ
て
詩
人
は
四
六
年
の
サ
ロ
ン
で
・
・
①
p
の
旨
o
旨
一
を
最
も
広
い
　
　
　
れ
た
外
界
の
モ
ラ
ル
な
意
味
づ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
鍵
擢
5
ち
は

　
意
味
に
使
う
と
断
っ
て
い
る
）
。
知
覚
さ
れ
る
外
界
に
対
し
て
行
う
こ
の
種
の
　
　
　
外
的
対
象
を
価
値
づ
け
る
に
最
も
重
要
な
文
学
的
実
質
と
な
る
。

　
意
味
的
総
合
こ
そ
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
れ
ば
芸
術
作
晶
特
に
文
学
の
創
造
に
　
　
　
　
文
体
の
中
で
真
の
文
学
的
実
質
を
な
す
こ
の
主
観
的
価
値
は
、
創
造
さ
れ
た

　
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
そ
れ
ゆ
え
詩
作
に
お
い
て
「
可
視
　
　
文
学
的
秩
序
体
が
、
「
別
の
新
し
い
世
界
」
と
し
て
元
の
移
ろ
い
ゆ
く
外
界
か

　
の
外
的
自
然
の
甲
に
、
あ
る
精
神
的
秩
序
の
よ
ろ
こ
び
と
印
象
と
を
特
長
づ
け
・
　
ら
引
き
剥
が
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
時
に
不
変
な
価
値
に
固
定
さ
れ
よ
う
と

　
る
に
役
立
つ
よ
う
な
種
々
の
例
と
隠
喩
を
探
す
」
　
（
デ
ボ
ル
ド
“
ヴ
ァ
ル
モ
ー
　
　
　
し
て
追
憶
に
似
た
も
の
に
近
づ
く
（
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
は
コ
ン
プ
ソ
の
幼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
ヘ

　
ル
論
）
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
詩
的
操
作
に
よ
つ
て
外
界
の
存
在
は
モ
ラ
ル
な
　
　
時
の
追
憶
は
純
粋
化
の
果
て
に
時
空
を
超
え
て
デ
ロ
ス
の
島
の
よ
う
に
漂
い
一

　
　
ヘ
　
　
へ

　
意
味
に
浸
さ
れ
た
精
神
的
秩
序
に
裏
う
ち
さ
れ
、
保
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
種
の
イ
デ
ァ
の
よ
う
な
実
体
と
な
っ
て
い
る
）
。
悪
の
華
の
↓
§
。
σ
冨
碧
図
℃
舜
。
－

　
　
認
識
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
そ
の
主
観
主
義
を
方
法
と
し
て
果
し
て
い
る
対
　
　
　
円
δ
冨
謬
の
の
数
篇
ほ
ど
、
外
界
と
交
単
的
秩
序
体
と
の
ア
マ
ル
ガ
ム
的
重
A
〔
が
　
5
9

　
象
の
モ
ラ
ル
な
意
味
づ
け
の
機
能
が
、
外
界
を
敷
写
す
る
こ
ど
に
よ
っ
て
新
た
　
　
分
解
し
て
次
第
に
追
憶
に
似
た
一
種
の
固
定
主
題
に
純
粋
化
さ
れ
る
主
観
化
へ

　
に
獲
得
す
る
文
学
的
実
質
の
、
元
の
外
界
と
重
合
す
る
ア
マ
ル
ガ
ム
的
結
合
に
　
　
の
過
程
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
。

　
つ
い
て
、
詩
人
は
次
の
よ
う
に
特
筆
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
パ
リ
は
変
る
！
だ
が
私
の
憂
愁
の
中
で
は
何
一
つ
動
き
も
し
な
か
っ
た
！

　
　
　
「
［
。
9
£
鐸
曽
α
q
5
器
　
物
質
的
な
も
の
に
適
用
さ
れ
た
抽
象
的
な
形
容
　
　
　
新
し
い
宮
殿
、
足
場
も
石
材
も
、
ま
た
古
い
街
々
も
、
私
に
は
す
べ
て
が
ア

　
詞
。
」
　
（
覚
書
）
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ゴ
リ
1
と
な
る
。
…
…
…
か
く
て
私
の
精
神
が
流
さ
れ
た
森
に
、
或
る
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら

　
　
こ
の
稀
し
く
な
い
連
合
は
、
今
ま
で
の
言
葉
を
使
え
ば
、
外
界
と
モ
ラ
ル
な
　
　
　
　
い
追
憶
は
角
笛
の
ご
と
高
ら
か
に
鳴
り
わ
た
る
！
」
　
（
　
宙
O
嶺
⇔
①
）

　
　
ヘ
　
　
へ

　
意
味
の
新
し
い
交
学
的
秩
序
と
の
接
触
を
示
し
て
お
り
、
外
界
が
詩
人
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
ノ
ザ
シ
ヨ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
て
ど
の
よ
う
に
交
学
的
実
質
に
置
換
さ
れ
る
か
を
教
え
る
も
の
と
し
て
意
味
深
　
　
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
詩
の
実
現
の
重
要
な
一
過
程
で
あ
る
認
識
的
イ
マ

　
い
と
考
え
ら
れ
る
。
意
識
の
流
入
を
拒
否
す
る
外
界
は
こ
の
よ
う
に
敷
写
さ
れ
　
　
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
主
観
的
置
搬
機
能
と
云
う
側
面
に
も
と
つ
い

　
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
「
精
神
の
内
部
に
浸
透
し
、
精
神
の
内
容
乏
な
り
、
　
　
　
て
、
文
学
的
実
質
が
敷
写
さ
れ
た
外
界
を
な
ぞ
る
主
観
的
価
値
で
あ
る
限
り
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
我
々
が
我
々
の
個
性
と
名
づ
け
る
精
妙
な
ア
マ
ル
ガ
ム
を
構
成
す
る
」
　
（
人
工
　
　
　
次
の
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
。
前
に
あ
る
種
の
観
念
論
に
お
い
て
意
識
と
認



識
内
容
と
の
間
に
カ
ン
ト
が
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
語
っ
た
よ
う
な
主
観
的
合
目

的
性
が
生
じ
る
こ
と
を
知
っ
た
（
「
す
べ
て
の
い
わ
ゆ
る
外
的
知
覚
は
内
官
の
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
・
X
　
　
　
　
×

単
な
る
玩
弄
で
な
い
か
ど
う
か
、
或
は
果
し
て
そ
の
原
因
と
し
て
の
外
的
現
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
」
）
。
同
じ
よ
う
に
敷
写
さ
れ
　
　
　
　
我
々
は
ボ
1
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
中
に
意
識
が
対
象
と
向
い
A
臥

た
元
の
世
界
を
置
換
し
た
詩
的
実
質
を
含
む
新
し
い
文
学
的
秩
序
体
そ
の
も
の
　
　
　
う
あ
り
方
を
見
て
来
た
。
文
学
創
造
に
お
け
る
認
識
的
側
面
は
、
交
学
が
何
ら

の
中
で
は
、
意
識
と
文
学
的
対
象
と
の
間
に
主
観
的
な
あ
る
合
目
的
性
が
招
来
　
　
　
か
の
意
味
で
外
界
の
敷
写
し
や
デ
フ
ォ
ル
マ
ン
ヨ
ン
で
あ
る
之
と
を
や
め
な
い

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
の
時
作
品
は
厳
密
に
「
反
映
さ
れ
た
芸
術
家
の
個
　
　
限
り
、
最
も
基
本
的
な
問
題
で
あ
り
う
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

性
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
作
品
の
中
に
敷
写
さ
れ
て
い
る
　
　
　
「
悪
の
華
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
論
が
含
む
い
わ
ゆ
る
コ
，

外
界
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
を
敷
写
す
個
性
的
認
識
の
間
に
、
相
　
　
　
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
理
論
に
比
し
て
は
る
か
に
厳
密
な
方
法
論
的
有
効
性
を
持

互
に
往
復
す
る
因
果
関
係
に
似
た
一
つ
の
内
密
な
交
感
関
係
が
結
ば
れ
る
。
　
　
　
　
つ
。
そ
れ
は
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
交
学
a
黙
環
ど
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
語
そ
の
も
の
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン

　
「
汝
の
運
命
の
よ
う
に
掻
き
乱
さ
れ
た
こ
の
不
思
議
な
に
び
色
の
空
か
ら
、
　
　
　
ス
理
論
は
こ
こ
に
詳
述
し
な
い
種
々
の
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
イ
デ
ア
リ
ス
ム
的

　
ど
ん
な
思
念
が
汝
の
う
つ
ろ
な
魂
の
中
に
降
る
の
か
、
こ
た
え
よ
、
蕩
児
。
　
　
　
局
面
の
純
正
さ
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
か
ら
う
　
6
0

　
：
：
：
：
・
荒
磯
の
よ
う
に
裂
か
れ
た
空
よ
、
わ
が
ほ
こ
り
は
そ
こ
に
映
り
、
喪
　
　
　
け
つ
い
だ
ヲ
ー
ヌ
風
の
相
対
主
義
が
重
視
さ
れ
る
（
参
照
。
℃
拝
く
鋤
口
弓
寄
o
q

　
の
雲
は
わ
が
夢
の
ひ
つ
ぎ
、
そ
し
て
そ
の
微
光
は
わ
が
心
が
こ
の
み
住
ま
う
　
　
　
げ
①
旨
”
U
8
叶
ロ
づ
①
ω
一
葺
㌣
鯨
門
⑦
ω
①
昌
聞
鑓
昌
o
①
）
。
今
日
我
々
は
サ
ン
゜
ジ

　
地
獄
の
反
映
。
」
　
（
国
。
H
H
6
G
桟
ω
団
ヨ
℃
餌
9
δ
ピ
①
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
シ
・
ペ
ル
ス
の
よ
う
な
真
正
な
詩
人
を
除
い
て
は
詩
人
の
事
物
に
対
す
る
直

　
　
　
　
　
　
　
　
ド
；
ズ
L
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
観
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
予
言
者
の
よ
う
に
熱
烈
に
語
る
の
で
で
も

　
ボ
ー
ド
レ
！
ル
の
苦
悩
主
義
と
云
わ
れ
る
こ
の
詩
の
方
法
は
、
文
学
的
価
値
　
　
な
け
れ
ば
、
確
信
あ
る
こ
と
は
何
一
つ
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

に
置
換
さ
れ
た
対
象
と
対
象
を
認
識
す
る
意
識
と
の
聞
の
不
毛
な
△
．
目
的
性
か
　
そ
れ
に
ま
た
詩
の
歴
史
は
意
識
が
対
象
と
分
離
し
て
い
な
い
と
云
う
幼
児
心

ら
外
へ
踏
み
出
す
こ
と
な
し
に
そ
こ
か
ら
直
接
に
詩
を
生
む
、
最
も
安
易
な
交
　
　
理
単
的
課
識
の
神
話
時
代
は
消
え
て
い
た
こ
と
を
教
え
る
。
こ
の
神
話
は
む
し

感
の
形
式
で
あ
る
こ
と
が
判
る
ρ
詩
人
の
意
識
の
こ
の
文
学
上
の
閉
鎖
的
な
合
　
　
　
ろ
或
る
近
代
的
詩
論
の
形
態
の
も
と
に
後
の
時
代
に
復
活
し
・
ラ
ン
ボ
ー
の
神

目
的
性
は
そ
の
時
そ
の
安
易
さ
の
ゆ
え
に
非
常
に
単
純
に
「
私
は
傷
に
し
て
　
　
話
を
活
気
づ
け
、
時
に
常
套
的
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
口
実
を
作
る
（
参
照
。

刀
」
と
図
式
化
さ
れ
る
程
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
の
口
調
を
か
り
れ
ば
存
在
は
こ
　
　
　
団
ユ
o
げ
国
9
醇
”
↓
げ
①
国
餌
N
舘
山
o
隔
b
8
酔
曙
）
。
し
か
し
た
と
え
ば
サ
ン

の
苦
憾
主
義
の
形
式
の
桝
に
投
企
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
足
し
て
い
る
。
　
“
　
　
　
　
ボ
リ
ス
ム
の
骨
組
を
な
す
も
の
が
一
種
の
先
験
的
実
在
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
話
を
と
り
戻
す
た
め
の
こ
の
種
の
近
代
的
詩
論
形
態
の
硬
化
そ
の
も
の
が
、
・



神
話
の
無
効
性
に
対
す
る
自
覚
を
暗
示
し
て
い
る
。
特
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
よ
㌧
　
伴
っ
た
モ
ラ
ル
な
も
の
へ
の
傾
性
は
、
時
に
主
観
的
合
目
性
に
閉
鎖
さ
れ
て
終

う
に
意
識
が
そ
の
過
剰
さ
に
よ
っ
て
時
と
し
て
あ
の
よ
う
な
内
閉
の
ヵ
タ
ス
ト
　
　
　
る
よ
う
な
意
識
の
あ
り
方
に
そ
の
源
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ

フ
に
導
か
れ
う
る
場
合
、
詩
人
は
無
意
識
で
幸
福
な
詩
入
で
は
決
し
て
あ
り
え
　
　
し
て
こ
の
意
識
が
外
界
に
よ
る
疎
外
の
様
相
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
提
示
す
る

な
い
の
だ
か
ら
、
若
し
詩
人
が
「
雲
と
た
わ
む
れ
風
と
語
ら
う
」
と
云
っ
た
と
　
　
　
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
モ
ラ
ル
な
も
の
の
撰
択
が
と
も
な

し
て
も
そ
れ
は
神
話
的
原
型
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
よ
り
前
に
無
神
論
者
の
　
　
　
っ
た
一
種
の
社
会
的
疎
外
は
、
意
識
の
疎
外
と
相
互
匿
深
く
交
り
合
っ
て
い
る

コ
ゥ
ル
リ
ッ
ヂ
は
、
「
外
界
の
存
在
は
普
通
の
人
と
く
ら
べ
る
と
よ
り
不
明
瞭
　
　
こ
と
が
推
論
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
モ
ラ
ル
な
も
の
へ
の
傾
性
が
実
は
詩
人
の

で
、
そ
れ
が
内
心
の
鏡
に
反
映
さ
れ
た
時
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
で
何
の
興
　
　
存
在
を
全
面
的
な
疎
外
に
み
ち
び
き
う
る
可
能
性
を
意
味
す
る
こ
と
が
知
ら
，

味
も
ひ
か
な
い
」
　
（
O
o
冨
甑
＆
①
…
国
鋤
導
冨
梓
）
よ
う
な
人
聞
に
つ
い
て
語
り
、
　
　
れ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
代
的
意
識
の
こ
の
全
面
的
疎
外
の
中
で

疎
外
さ
れ
た
内
攻
的
な
意
識
の
自
然
を
前
に
す
る
無
力
さ
と
、
そ
の
無
力
さ
に
　
一
　
は
、
そ
の
文
学
上
の
合
目
的
性
の
申
で
自
足
し
て
い
る
意
識
が
一
た
び
弛
緩
す

由
来
す
る
詩
的
不
能
の
絶
望
を
歌
っ
た
。
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
外
界
は
そ
の
価
値
と
意
味
を
失
い
、
意
識
は
無
意
昧
な
外
界
の
前
で
救
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
た
く
倦
怠
す
る
。

　
「
西
空
に
ま
つ
わ
る
緑
の
光
を
い
つ
ま
で
見
凝
め
て
も
そ
れ
は
無
駄
な
努
力
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
，
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
モ
ン

　
だ
つ
た
。
私
は
そ
の
美
し
さ
を
瞑
に
は
す
る
が
感
じ
な
い
の
だ
。
…
…
…
木
　
　
　
　
「
悪
魔
は
か
く
し
て
、
疲
労
に
喘
ぎ
や
つ
れ
た
私
を
、
神
の
眼
ざ
し
か
ら
遠
　
6
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ニ
し
ノ

　
々
は
、
ふ
み
つ
け
ら
れ
た
人
間
の
う
ず
く
傷
の
痛
み
で
う
め
き
、
寒
さ
に
傑
　
　
　
く
、
奥
深
く
荒
涼
た
る
倦
怠
の
贋
野
の
只
中
に
ひ
き
入
れ
る
。
」

　
え
る
。
」
（
d
①
恥
①
6
餓
§
）
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
u
①
。
・
葺
¢
象
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
な
ぜ
な
ら
外
界
に
向
き
合
い
な
が
ら
そ
れ
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
意
識
は
　
　
　
こ
の
倦
怠
ぱ
、
日
常
的
な
疲
労
の
集
積
と
し
て
で
な
く
、
意
識
が
外
界
に
対

、
　
「
現
実
の
く
ら
い
夢
」
　
（
べ
8
暮
晩
の
岳
昏
9
①
鋤
ヨ
）
に
他
な
ら
な
い
も
の
に
　
　
し
て
予
め
と
る
認
識
の
あ
り
方
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
云
う
意
味
で
意
識
の
メ

　
な
り
、
一
種
の
閉
鎖
さ
れ
た
合
目
的
な
交
感
作
用
に
よ
っ
て
外
界
は
詩
的
不
能
　
　
　
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
な
倦
怠
で
あ
り
、
或
は
ま
た
ヴ
ァ
レ
リ
が
．
．
b
、
〉
ヨ
①
鼻
一
9
。

　
を
映
す
鏡
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
人
は
対
象
を
「
求
め
ず
　
　
魯
づ
。
。
①
．
．
の
中
で
生
の
純
粋
な
意
識
が
陥
る
病
に
つ
い
て
呼
び
サ
ル
ト
ル
が
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ノ
ア
ユ
ノ
ら

　
し
て
い
つ
も
見
出
す
」
幼
児
の
神
話
的
認
識
を
な
つ
か
し
む
（
O
げ
『
一
の
け
p
σ
σ
①
一
）
。
　
　
　
、
．
切
餌
＆
色
鉱
鴇
．
、
の
中
で
使
っ
た
よ
う
な
「
生
の
絶
対
的
倦
怠
」
に
ち
が
い
な

　
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
積
極
的
な
真
の
創
造
性
を
失
っ
た
場
合
に
陥
る
課
識
の
こ
　
　
い
（
サ
ル
ト
ル
は
他
の
書
物
の
所
々
で
グ
ァ
レ
リ
を
惜
用
し
て
い
る
か
ら
、
こ

　
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
認
識
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
陥
っ
た
　
　
　
の
語
も
ヴ
ァ
レ
リ
に
帰
す
る
の
は
正
し
い
）
。
主
観
主
義
の
積
極
的
方
法
化
に

　
苦
衡
主
義
の
図
式
か
ら
そ
れ
程
へ
だ
た
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
絶
対
的
倦
怠
と
詩
的
不
毛
を
こ
え
る
に
は
、
疎
外
の
状
況

　
　
我
々
が
か
っ
て
「
悪
の
華
」
に
つ
い
て
概
観
し
た
、
一
種
の
社
会
的
疎
外
を
　
　
　
の
中
で
合
目
的
性
に
閉
鎖
さ
れ
た
主
体
を
再
び
他
者
で
あ
る
臼
9
に
関
係
づ



げ
、
そ
の
相
対
的
価
値
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
る
ρ
・
　
　
　
　
イ
マ
ジ
ナ
シ
・
ン
が
意
識
的
に
は
殆
ど
蟹
の
中
に
入
っ
そ
来
な
い
こ
と
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
古
く
は
ス
ピ
ノ
ザ
が
知
覚
も
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
も

　
　
「
私
の
心
が
陥
っ
た
深
淵
の
底
よ
り
、
私
は
憐
み
を
乞
う
、
お
ん
み
、
私
の
　
　
　
要
す
る
に
「
身
体
の
機
構
を
示
す
」
　
（
倫
理
学
。
第
二
・
四
部
）
と
考
え
た

慶
す
る
墜
の
人
よ
。
．
．
．
．
…
．
そ
は
蠕
よ
り
な
菜
毛
な
簿
、
獣
も
小
　
時
、
イ
了
ジ
・
は
決
し
て
知
覚
と
異
な
っ
た
創
造
さ
れ
た
或
る
実
在
と
云
っ

　
川
も
緑
の
木
々
も
な
い
。
」
　
　
　
　
　
　
（
U
①
胃
o
ぎ
昌
臼
ω
o
冨
ヨ
帥
≦
）
　
　
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
そ
の
特
性
に
お
い
て
扱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
る
場
合
も
概
ね
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
よ
う
に
悟
性
に
対
す
る
副
次
的
な
役

　
こ
の
時
、
熱
烈
に
他
者
に
向
う
フ
ェ
チ
シ
ス
ム
と
サ
デ
ィ
ス
ム
は
根
本
的
に
　
　
，
割
し
か
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
様
に
ア
ラ
ン
に
お
い
て
も
・

は
そ
れ
程
異
な
っ
た
心
的
態
度
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
中
に
は
悟
性
及
び
意
志
即
ち
「
思
考
の
全
体
が
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
い
る
」
　
（
≧
p
。
ぼ
“
d
①
ω
s
溝
①
ω
）
と
云
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ω
＜
ω
3
旨
o
。
B

　
ま
と
め
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
血
①
ω
び
①
碧
×
－
碧
諺
は
あ
る
種
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
興
味
あ
る
作
用
に
つ
い
て
語

　
一
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
そ
の
認
識
的
機
能
が
　
　
　
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
・
知
覚
や
観
念
と
区
別
さ
れ
て
真
に
知
覚
の
対
象

　
　
特
に
顯
薄
漕
、
、
そ
れ
は
詩
人
の
意
識
が
向
き
合
っ
て
敷
写
す
外
界
　
と
し
て
塞
す
る
新
し
い
イ
了
ジ
・
は
む
し
ろ
ア
一
フ
ン
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト

　
　
を
、
モ
ラ
ル
な
意
味
（
o
o
O
口
o
摩
　
5
P
O
門
餌
一
）
の
新
し
い
秩
序
体
に
置
換
し
、
　
　
か
ら
の
排
除
の
よ
う
に
提
供
さ
れ
る
。
「
観
念
を
も
判
断
を
も
含
ま
ぬ
よ
う
な
’
謡

　
　
敷
写
さ
れ
た
対
象
に
文
学
的
価
値
を
託
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
は
も
う
全
く
思
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
巌
な
る
身
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
働
き
と
定
義
す
べ
き
だ
ろ
う
。
純
粋
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
こ
う
し
た
も
の

　
こ
、
こ
の
詩
の
方
法
は
一
種
の
認
識
論
上
の
主
観
主
義
の
積
極
的
な
転
化
で
　
　
　
だ
」
。

　
　
あ
り
、
作
口
叩
の
中
に
、
全
面
的
に
疎
外
さ
れ
閉
鎖
さ
れ
た
意
職
の
、
主
観
　
「
　
　
注
目
し
て
い
い
こ
と
は
実
際
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
と
っ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
と

　
　
的
ム
ロ
目
的
性
を
招
来
す
る
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
は
「
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
心
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
代
る
」
た
め
に
理
性
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
離
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
新
し
い
非
理
性
的
な
心
的
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
表
象
す
る
「
よ
り
高
度
な
現
実
」
で
あ
る
（
〉
φ
脅
瓜
犀
0
8
⇒
”
旨
餌
づ
牒
o
－

　
　
　
　
三
　
イ
マ
ー
ジ
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
。
。
仲
o
曾
Q
。
蔑
徹
巴
一
゜
・
ヨ
①
）
。
そ
れ
に
反
し
・
記
憶
と
一
お
う
知
覚
の
対
象
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
あ
る
イ
マ
．
γ
ジ
ュ
を
区
別
す
る
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
学

　
詩
人
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
問
題
に
入
る
前
に
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
こ
れ
ま
で
ど
の
　
　
　
び
観
察
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
　
（
門
、
一
B
ρ
。
ぴ
q
ぎ
巴
嬬
o
）
・
こ
の
線
に
沿
つ
で

よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
来
た
か
を
最
小
限
度
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
　
　
　
バ
シ
ュ
ラ
！
ル
も
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
中
で
知
覚
の
再
生
と
し
て
の
記
憶
と
創

る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
認
識
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
真
に
創
造
的
な
　
　
・
造
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
を
分
離
し
て
い
る
（
毎
］
8
簿
5
8
山
①
】
、
①
。
。
℃
鑓
6
Φ
）
。



更
に
ブ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
現
れ
、
精
神
は
次
第
に
そ
れ
ら
イ
　
　
容
詞
の
結
合
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
実
際
こ
の
結
合
は
外
的
対
象

マ
ー
ジ
ュ
の
至
高
の
現
実
に
納
得
す
る
」
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
創
造
的
イ
マ
　
．
の
質
鑑
に
か
か
わ
り
合
う
と
同
時
に
深
く
人
間
的
な
動
機
に
発
し
て
い
る
文
、

ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
対
象
と
し
て
の
実
在
性
は
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
イ
マ
ー
ジ
　
　
学
的
言
語
の
二
重
性
を
実
現
す
る
た
め
の
必
要
で
は
な
い
が
充
分
な
図
式
の

ユ
の
知
覚
と
異
る
こ
の
対
象
性
の
一
面
が
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
イ
マ
ー
　
　
　
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
ピ
エ
ル
・
ギ
ロ
ー
の
サ
ン
ボ
リ

ジ
ュ
の
主
体
性
そ
の
も
の
と
重
合
し
て
・
従
来
の
心
理
分
析
と
は
異
る
筈
の
存
　
　
　
ス
ト
の
言
語
に
関
す
る
統
計
的
数
値
は
実
際
「
悪
の
華
」
の
言
語
が
こ
の
充
分

在
論
的
な
8
0
0
出
づ
巴
鴇
①
を
可
能
に
し
て
い
る
。
ブ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
と
同
　
　
　
条
件
を
み
た
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
た
　
（
炉
o
q
陰
o
p
。
雷
9
曾
＄
斡
9
δ
窪
ρ
c
o
ω

様
に
詩
は
謝
謝
魔
晩
劉
で
あ
る
一
方
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
云
う
面
で
主
体
と
客
体
　
　
　
合
く
8
呂
｝
巨
筍
）
。
必
要
条
件
で
な
い
と
云
う
の
は
一
例
と
し
て
次
の
理

の
二
重
性
は
ぼ
か
さ
れ
る
」
の
だ
か
ら
、
こ
の
二
重
性
に
も
と
つ
い
て
イ
マ
1
　
　
由
に
よ
る
。
我
々
が
吟
味
し
て
来
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
認
識
の
結
果
と
し
て
、

ジ
ュ
は
直
訳
的
に
「
魂
の
現
象
」
と
云
い
換
え
ら
れ
、
そ
れ
は
詩
人
ジ
ャ
ン
・
　
　
ギ
ロ
ー
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
対
象
を
そ
の
特
性
に
お
い
て
読
者
に
詳
述
し
　
－
し

ジ
ュ
ー
ヴ
の
言
葉
で
云
え
ば
「
フ
ォ
ル
ム
で
あ
ろ
う
と
す
る
魂
」
な
の
で
あ
’
　
よ
う
と
す
る
特
長
づ
け
（
6
偶
『
笛
O
け
α
N
一
ω
帥
け
一
〇
犠
）
は
特
に
「
悪
の
華
」
で
は
分
散

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
度
の
高
い
形
容
詞
語
イ
の
頻
繁
な
使
用
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
プ
ル
！

　
と
こ
ろ
で
知
覧
の
対
象
と
し
て
の
客
体
性
を
持
つ
こ
の
種
の
創
造
的
イ
マ
ジ
　
　
ス
ト
で
は
そ
の
人
間
的
特
長
づ
け
の
機
能
は
む
し
ろ
長
く
お
び
た
だ
し
い
従
属

ナ
シ
ョ
ン
の
自
由
性
が
、
ブ
ル
ト
ン
や
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
従
来
の
心
　
　
　
節
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
時
に
形
能
に
お
い
て
は
一
個
の
　
6
3

的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
排
除
や
・
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
実
在
性
を
吸
収
し
尽
し
て
終
る
心
　
　
独
立
節
と
な
る
。
例
え
ば
「
私
」
の
祖
母
は
、
夕
空
に
一
き
わ
繊
細
に
背
の
び

理
分
析
的
o
帥
レ
ω
曳
坤
α
の
拒
否
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
、
再
び
こ
の
問
題
に
立
　
　
し
て
立
つ
鏡
塔
の
存
在
を
次
の
よ
う
に
魏
訳
す
る
、
「
も
七
あ
れ
に
ピ
ア
ノ
を

ち
帰
る
時
の
た
め
に
記
憾
し
よ
う
。
次
に
対
象
で
あ
る
べ
き
新
し
い
イ
マ
ー
ジ
　
　
弾
か
せ
た
ら
、
き
っ
と
オ
ク
タ
ー
ヴ
高
い
音
色
で
歌
い
ま
す
よ
」
。
そ
し
て
こ
の
　
　
．

ユ
は
主
体
の
認
識
そ
の
も
の
の
中
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
　
　
よ
う
な
対
象
の
置
換
は
必
ず
し
も
移
し
い
形
容
著
を
伴
う
必
要
は
な
い
。

よ
う
に
し
ょ
う
。
近
代
の
哲
学
は
認
識
論
と
し
て
は
も
早
や
決
し
て
単
純
な
実
　
　
　
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
つ
い
て
、
ギ
ロ
ー
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
対
象
の
特
長
づ
け

在
論
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
サ
ゥ
ト
ル
に
と
っ
て
は
認
識
に
内
在
す
る
「
イ
　
　
　
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
の
中
で
標
準
的
文
体
に
お
け
る
便
用
頻
度
数

マ
ー
ジ
ュ
こ
そ
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
申
で
最
も
恥
曳
静
で
あ
る
。
」
　
，
　
　
　
（
ω
Φ
犀
Φ
の
表
）
に
比
し
て
特
に
頻
度
の
高
い
も
の
に
覧
①
冨
゜
冒
9
さ
（
ざ
員
’

　
前
章
で
我
々
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
持
　
　
寓
0
8
づ
斜
σ
⑦
9
。
¢
が
あ
る
。
　
o
蚕
p
は
覧
Φ
ぎ
留
論
9
ま
・
覚
①
ぎ
飢
①
6
魯
覆

に
外
界
の
認
識
機
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
局
面
を
強
調
し
た
。
そ
れ
ゆ
　
　
嘗
巴
8
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
殆
ん
ど
機
能
語
化
し
て
い
る
か
ら
省
く
と
、
残

え
言
語
が
対
象
を
名
指
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
対
象
へ
の
新
し
い
精
神
的
　
　
り
の
形
容
詞
は
い
ず
れ
も
比
較
的
モ
ラ
ル
な
意
味
作
用
を
持
ち
し
ば
し
ば
抽
象

秩
序
の
附
与
、
或
は
外
的
対
象
の
人
間
的
等
価
物
へ
の
置
換
で
あ
る
と
き
、
こ
の
　
　
的
で
あ
る
。
我
々
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
形
容
詞
に
よ
る
特
長
づ
け
を
詩
人
自
ら
　
　
－

二
重
の
機
能
の
最
も
手
取
り
早
く
予
想
さ
れ
る
図
式
が
、
名
詞
と
あ
る
種
の
形
　
　
断
っ
た
広
い
意
味
で
の
、
モ
ラ
ル
な
特
長
づ
け
と
呼
ぶ
こ
と
が
て
き
る
（
ラ
ン



．
ボ
ー
に
お
い
て
特
長
づ
け
が
名
詞
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
　
　
　
の
も
の
の
裡
に
内
在
し
て
い
る
と
云
う
点
に
あ
る
・
そ
し
て
バ
シ
ュ
ラ
！
、
ル
に

と
興
味
深
い
）
。
ト
こ
う
し
て
、
認
識
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
含
む
対
象
の
モ
ラ
　
　
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
飾
瀞
侮
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
対
象
創
造
と
認
識

ル
な
特
長
づ
け
の
機
能
が
、
外
界
を
敷
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
新
し
い
　
　
と
の
二
重
機
能
に
よ
っ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
「
主
体
と
客
体
の
二
重
性
は

文
学
的
実
質
が
、
外
界
と
重
合
す
る
二
重
性
の
図
式
に
つ
い
て
は
、
詩
人
自
ら
　
　
ぼ
か
さ
れ
る
」
の
で
、
客
体
は
主
体
が
自
由
で
あ
る
と
云
う
意
味
で
同
時
に
主

次
の
よ
う
に
注
意
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
体
の
自
由
そ
の
も
の
の
申
に
存
し
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
詩
入
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
、
、
“
に
よ
っ
て
「
無
限
に
積
極
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
よ
う
に

　
　
「
［
①
。
一
。
一
叶
門
勉
ぴ
q
5
錯
。
物
質
的
な
も
の
に
適
用
さ
れ
た
抽
象
的
形
容
詞
。
」
　
　
　
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
で
は
、
詩
的
創
造
は
言
語
の
現
象
を
含
め
て
「
邸
齢
の
現

画
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
象
」
で
あ
り
、
こ
う
し
て
文
学
創
造
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
．
ク
な
自
由
が
語
ら
れ
る

　
こ
の
よ
う
に
若
し
我
々
が
専
ら
交
、
学
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
重
要
な
認
識
的
　
　
　
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ

側
面
に
も
と
つ
い
て
、
普
通
の
認
識
に
お
け
る
外
界
の
い
わ
ゆ
る
心
的
敷
写
し
　
　
　
こ
の
よ
う
に
創
造
的
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
対
象
は
い
わ
ゆ
る
想
像
的

に
似
せ
て
、
先
ず
言
語
を
意
識
に
よ
る
外
界
の
或
る
敷
写
し
と
見
な
す
場
含
、
　
　
対
象
と
し
て
認
識
の
中
に
内
在
し
て
い
る
と
見
な
す
の
が
よ
り
厳
密
で
あ
る
な

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
か
ら
言
語
的
定
着
に
い
た
る
段
取
り
は
次
　
　
　
ら
、
我
々
は
前
に
仮
定
し
た
詩
に
お
け
る
対
象
の
言
語
化
へ
の
図
式
を
次
の
よ

の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
に
改
め
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　錘
M
　
　
　
畏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
播
催
旨
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
も

　
　
。
、
①
二
享
書
灘
期
）
玄
補
g
。
ひ
q
5
自
①
（
融
誌
）
↓
。
一
①
一
け
『
p
。
α
q
5
¢
Φ
（
鱒
蹴
）
　
　
　
臼
色
（
醗
慮
雷
灘
懸
）
・

そ
し
て
こ
の
讐
蒼
れ
た
言
語
は
外
的
対
象
及
び
認
識
す
な
わ
ち
バ
シ
醗
憲
懸
浬
…
〉
↓
一
。
．
塞
・
。
一
。
、
。

ユ
ラ
ー
ル
の
云
う
王
体
と
客
体
と
の
二
重
性
を
そ
の
ま
ま
表
す
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
（
滑
緑
啓
躍
羅
）

　
と
こ
ろ
が
イ
∀
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
に
認
識
的
で
あ
る
に
し
ろ
、
文
学

創
造
に
お
け
る
認
識
は
、
普
通
の
、
外
的
知
覚
に
依
存
す
る
外
的
対
象
の
直
接
　
　
　
　
対
象
と
認
識
主
体
と
の
同
時
的
二
重
性
の
ゆ
え
に
主
体
の
自
由
そ
の
も
の
爾

的
認
識
の
よ
う
に
、
外
的
対
象
を
そ
の
場
で
颪
接
に
敷
写
す
わ
け
で
は
な
く
、
　
　
　
申
に
対
象
も
ま
た
存
す
る
よ
う
な
こ
の
種
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
・

ま
た
多
く
の
場
合
記
憶
の
よ
う
に
そ
の
単
な
る
再
生
と
云
う
わ
け
で
も
な
い
。
　
　
認
識
と
対
象
と
の
聞
に
は
、
前
に
使
っ
だ
よ
り
更
に
厳
密
な
意
味
で
の
主
観
的

重
大
な
差
異
は
、
今
日
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
認
識
の
対
象
　
　
合
目
的
性
が
生
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
（
参
照
・
曽
h
三
ω
“
ぴ
、
一
旨
ρ
ぴ
q
ぎ
㌣

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
朋
か
に
実
仕
し
て
い
る
も
の
だ
と
レ
て
も
、
こ
の
対
象
は
認
識
主
体
そ
　
　
怠
8
）
例
え
ば
特
に
意
志
的
な
イ
マ
ジ
ナ
シ
・
ン
に
つ
い
て
云
え
ば
・
対
象
は



認
識
主
体
の
前
に
ω
．
一
旨
℃
8
⑦
嬬
す
る
と
同
時
に
、
予
め
主
体
に
よ
つ
て
承
認
　
　
　
る
。
云
い
換
え
る
と
、
「
青
」
は
推
移
す
る
イ
マ
ト
ジ
ュ
の
発
端
に
あ
っ
て
推

さ
れ
意
志
的
に
持
ち
来
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
判
る
。
ボ
！
ド
レ
　
　
移
の
終
り
を
す
で
に
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
こ
と
が
判
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
ひ

ー
ル
の
言
語
が
ど
の
程
度
に
意
志
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
「
悪
　
　
そ
か
に
含
み
持
つ
発
端
と
帰
結
と
の
意
図
的
な
て
ん
倒
は
、
次
の
句
の
「
傷
つ

の
華
」
の
性
格
を
限
定
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
特
に
言
語
の
面
か
ら
の
　
　
　
い
た
」
と
「
熟
れ
た
」
の
関
係
に
お
い
て
も
知
ら
れ
る
つ

ち
に
吟
味
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
若
し
一
見
レ
て
そ
れ

ら
し
く
な
い
詩
句
に
つ
い
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
定
着
す
る
言
語
が
ど
の
よ
う
に
　
　
　
・
…
－
簿
ω
8
0
潟
¢
が
贈
ー
6
隠
陣
6
0
日
ヨ
①
¢
葛
幕
o
プ
①
口
。
。
け
ヨ
貯
㌦

意
志
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
詩
的
創
造
に
お
い
て
主
体
が
　
　
　
8
旨
ヨ
Φ
の
o
昌
8
H
窃
’
”
9
肖
一
⑦
。
。
聾
く
帥
艮
餌
ヨ
含
㍗

イ
マ
ー
ジ
ュ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
意
識
的
な
統
制
力
を
及
ぼ
す
か
を
う
か
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
－
　
　
　
　
（
い
．
》
B
9
旨
巳
B
o
づ
ω
9
茜
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

え
る
な
ら
、
そ
れ
は
詩
人
の
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
自
己
規
制
に
つ
い
て
あ
る
ヒ

ン
ト
を
与
え
る
こ
と
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詩
人
の
言
語
の
、
イ
マ
！
ジ
ュ
に
対
す
る
強
制
力
が
、
こ
の
よ
う
な
強
烈
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
’
を
示
し
て
い
る
な
ら
、
一
般
に
想
像
的
対
象
に
対
す
る
認
識
主
体
の
か
か
わ
り

　
O
げ
o
く
o
員
醒
①
口
9
℃
磐
崖
8
留
汁
α
昌
①
訂
⑦
ω
8
巳
o
①
g
・
’
＜
o
島
ヨ
o
　
，
　
方
も
非
常
に
意
志
的
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
創
造
的
イ

　
『
9
留
N
μ
．
無
慧
9
9
①
＝
ヨ
ヨ
①
鵠
①
9
博
o
づ
α
旧
　
（
［
ρ
　
O
び
①
く
⑦
一
‘
門
①
）
　
　
　
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
一
般
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
う
る
想
像
的
対
象
と
認
識
と
の
間
の
　
6
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
し
コ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
観
的
合
目
的
性
は
半
ば
意
志
的
に
望
ま
れ
た
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

「
髪
」
を
限
定
す
る
「
青
し
が
実
際
は
「
黒
」
を
意
味
す
る
一
種
の
カ
タ
ク
レ
　
　
い
。
イ
マ
！
ジ
ュ
の
認
識
対
象
と
し
て
の
実
在
性
の
み
を
強
調
す
る
プ
ル
ト
ン

ー
ズ
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
る
の
は
困
難
で
な
い
が
（
参
照
。
ト
男
o
巻
鴇
“
　
　
の
「
宣
言
」
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
現
れ
、
精
神
は
次
第
に
そ

頃
碧
留
冨
ぜ
①
’
旨
器
銘
ρ
¢
Φ
α
①
一
、
螢
日
o
轟
）
、
こ
の
節
全
体
と
し
て
は
「
青
」
　
　
れ
ら
イ
マ
」
ジ
ュ
の
至
高
の
現
実
を
納
得
す
る
」
の
と
同
様
に
、
言
語
の
意
味

．
と
限
定
さ
れ
た
「
髪
」
は
熱
帯
の
香
の
漂
う
空
と
海
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
発
端
で
　
　
　
は
定
義
的
に
言
語
に
託
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
自
律
的
な
言
語
現
象
の
あ
と

あ
る
こ
と
を
知
る
時
、
「
青
」
が
そ
の
地
帯
へ
「
髪
」
を
み
ち
び
く
た
め
に
果
　
　
　
で
「
あ
ら
た
め
て
学
び
な
お
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
ト
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
や
言
語
に

し
て
い
る
熟
考
さ
れ
た
隠
微
な
役
割
は
見
の
が
せ
な
い
。
こ
の
二
行
に
つ
い
て
　
　
　
関
す
る
こ
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
誤
謬
は
、
イ
マ
！
ジ
ュ
が
主
体
の
裡
に

だ
け
考
え
る
な
ら
、
「
青
」
は
次
に
来
る
「
漆
黒
」
に
強
く
中
断
さ
れ
な
が
ら
　
　
内
在
す
る
客
体
で
あ
る
こ
と
を
故
意
に
忘
れ
て
そ
れ
を
普
通
の
認
識
の
対
象
で

も
、
や
が
て
み
ち
び
か
れ
る
「
紺
碧
」
を
予
め
予
想
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
　
　
　
あ
る
外
界
の
現
実
の
中
に
組
入
れ
た
点
に
あ
る
。
と
の
こ
と
は
「
宣
言
」
の
オ

「
青
」
が
そ
の
位
置
で
妥
当
す
る
の
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
推
移
の
連
続
を
中
断
　
　
　
プ
チ
ミ
ス
ム
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
若
し
こ
こ
れ
に
近
い
言
語
現
象

し
乍
ら
も
、
や
が
て
あ
る
一
つ
の
帰
結
に
向
っ
て
変
形
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
　
　
が
あ
り
う
る
な
ら
、
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
イ
マ
！
ジ
ュ
は
そ
の
発
生
に
お
い
て
、

な
い
理
由
を
全
体
の
中
で
熟
知
し
て
い
る
言
語
主
体
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
　
　
　
普
通
予
測
さ
れ
る
対
象
と
認
識
と
の
主
観
的
合
目
的
性
か
ら
は
る
か
に
遠
い
こ



と
に
な
る
だ
う
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
像
的
対
象
と
見
な
す
時
、
い
わ
ば
認
識
は
想
像
的
対
象
に
先
行
し
て
お
り
、
す

　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
種
の
主
体
外
的
イ
マ
　
　
　
で
に
普
通
の
認
識
の
図
式
に
お
け
る
対
象
と
認
識
と
の
関
係
は
逆
転
し
て
い
る

ー
ジ
ュ
と
も
云
う
べ
き
も
の
は
殆
ど
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
稀
に
存
在
　
　
　
の
で
、
図
式
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

す
る
と
し
て
も
「
悪
の
華
」
を
代
表
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、

ぜ
な
ら
、
前
章
終
り
の
日
で
要
約
し
た
よ
う
な
イ
マ
，
ナ
シ
ョ
ン
の
機
能
に
よ
　
　
　
串
守
ぞ
覚
醜
昇
　
　
　
　
　
　
　
義
ぐ
1
窟
μ
　
　
　
　
　
　
　
゜

っ
て
言
語
作
品
の
文
学
的
実
質
が
対
象
の
「
最
も
の
が
れ
や
す
く
複
雑
な
、
最
　
　
　
　
、
け
H
超
5
広
①
（
浸
悪
書
融
灘
）
　
鳥
6
一
。
一
（
醗
窮
雷
淫
贈
）
，
↓
一
①
6
一
⑦
一

も
モ
ラ
ル
な
感
覚
の
訳
出
」
　
（
ユ
ー
ゴ
論
）
で
あ
る
よ
う
な
時
、
認
識
が
意
志
　
　
　
：
窪
禮
5
葛
（
珈
蹴
）

嘱
的
に
対
象
の
モ
ラ
ル
な
価
値
に
向
う
傾
性
は
特
に
強
烈
で
あ
る
。
そ
し
て
創
造

的
イ
マ
ー
ジ
．
一
の
発
生
の
瞬
聞
に
認
識
主
体
は
想
像
的
対
象
と
の
間
の
主
観
　
　
　
　
こ
の
図
式
に
見
る
よ
う
な
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
主
観
的
合
目
性
の
完
壁
さ
が

的
合
目
的
性
と
云
う
特
性
に
も
と
ず
い
て
、
想
像
的
対
象
に
対
し
て
予
め
そ
の
　
　
ど
の
よ
う
な
詩
的
世
界
を
構
成
す
る
か
は
前
章
の
国
○
塁
⑦
霞
ω
矯
旨
冨
夢
5
口
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

中
に
モ
ラ
ル
な
価
値
を
要
請
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
に
お
い
て
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
て
あ
る
種
の
悪
の
花
々
を
構
成
す
る

　
そ
こ
で
、
想
像
的
対
象
が
こ
の
よ
う
に
意
図
的
な
要
請
を
性
急
に
具
現
す
る
　
　
　
言
語
を
主
体
の
モ
ラ
ル
な
価
値
の
要
請
の
帰
着
と
し
て
見
る
と
、
明
か
に
言
語

場
合
、
要
請
さ
れ
て
い
る
モ
ラ
ル
な
価
値
を
そ
の
ま
ま
露
に
し
て
対
象
は
認
識
　
　
　
は
主
体
内
に
発
す
る
心
的
因
果
関
係
の
糸
を
背
後
に
し
た
が
え
て
お
り
、
そ
し
　
6
6

内
容
と
殆
ど
異
ら
な
い
抽
象
性
を
帯
び
る
の
で
、
よ
り
具
体
的
な
第
二
の
イ
マ
　
　
　
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
及
び
言
語
に
対
す
る
主
体
の
意
志
的
統
制
が
強
烈
で
あ
る
な

ー
ジ
ュ
の
積
み
重
ね
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
積
み
重
ね
は
当
然
真
の
コ
　
　
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
心
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ブ
ル
ト
ン
の
云
う
新
し
い
心
的
メ
カ

ン
パ
レ
ゾ
ン
と
は
云
え
な
い
。
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ズ
ム
の
よ
ヶ
に
従
来
の
意
識
的
メ
カ
『
ス
ム
に
反
す
る
こ
と
は
少
い
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
予
測
さ
れ
る
。
　
　
　
，
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四
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富
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馨
σ
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q
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①
Φ
p
自
づ
0
8
げ
9
宮
ヨ
置
①
O
ρ
　
　
　
　
今
ま
で
見
て
来
た
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
図
式
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
あ
っ
て

壽
駄
§
地
ー
腎
§
⑦
量
く
？
°
°
§
㌔
ω
・
°
ー
翼
塁
　
は
・
詩
人
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
存
鐘
由
を
求
め
濤
神
を
浸
透
さ
せ
綴
的

　
回
①
の
ヨ
棊
の
含
ω
8
巴
o
菖
ヨ
一
侮
①
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
皿
＄
昌
）
　
　
　
に
言
語
の
抽
象
性
に
置
換
で
き
な
い
よ
う
な
客
体
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
意
識
の
あ
り
方
に
由
来
し
て
お
り
、
何
か
尤
も
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
例
え

　
発
生
過
程
と
云
う
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
第
二
の
イ
マ
1
ジ
ュ
「
こ
う
も
り
」
　
　
ば
詩
人
の
こ
の
よ
う
な
精
神
操
作
の
自
覚
又
は
自
己
限
定
は
、
彫
刻
へ
の
評
価

に
対
し
て
、
認
識
主
体
の
要
請
そ
の
も
の
で
あ
る
第
一
の
抽
象
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
　
　
に
も
影
響
し
て
い
る
。
詩
が
物
質
を
精
神
に
同
化
し
易
く
す
る
た
め
の
置
換
で

「
希
望
」
は
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
が
真
の
認
識
対
象
を
発
生
に
み
ち
び
く
道
程
を
　
　
　
あ
る
よ
う
に
、
絵
画
は
客
体
を
次
元
の
異
る
世
界
に
お
き
直
す
こ
と
で
あ
る

し
る
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
第
二
の
イ
、
マ
ー
ジ
ュ
を
真
の
想
　
　
　
が
、
こ
れ
に
反
し
て
オ
ブ
ジ
ェ
で
あ
る
彫
刻
は
精
神
の
浸
透
を
拒
否
し
そ
れ
を



押
し
か
え
す
質
量
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
の
だ
か
ら
、
「
彫
刻
は
外
的
自
然

と
同
様
に
荒
々
し
く
絡
対
的
な
存
在
で
、
同
時
に
漠
然
と
し
て
お
り
把
握
が
困

難
な
も
の
で
あ
る
。
」
（
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
）

　
こ
う
し
て
外
界
の
質
量
を
殆
ど
完
全
に
遠
ざ
け
る
よ
う
な
時
、
認
識
は
一
応

自
分
自
身
に
向
う
形
を
と
る
と
云
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
先
の
図
式
の
よ
う

に
、
演
繹
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
詩
は
、
悪
の
花
々
の
最
も
美
し
い
詩
で
は
な
い

が
、
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
極
限
状
態
を
表
す
し
る
し
と
し
て
は
非
常
に

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
属
す
る
抽
象
的
作
品
の
主
な
も
の
に
［
四

U
①
ω
窪
8
江
o
戸
卜
．
一
建
①
B
α
岳
昌
冨
な
ど
が
あ
る
。
と
は
云
う
も
の
の
、
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
っ
て
詩
作
の
あ
る
べ
き
正
常
な
状
態
と
は
、
や
は
り
「
外
的

自
然
の
中
に
、
あ
る
精
神
的
秩
序
の
よ
ろ
こ
び
と
印
象
と
を
特
長
づ
け
る
に
役

立
つ
よ
う
な
種
々
の
隠
喩
を
探
す
」
こ
と
で
、
イ
マ
ジ
ナ
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
に

た
ち
か
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
今
あ
げ
た
よ
う
な
詩
の
演
繹
的
な
発
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
7

の
中
に
も
、
具
象
性
を
持
つ
イ
マ
：
ジ
ュ
へ
の
意
図
の
強
さ
は
見
逃
せ
な
い
の

で
、
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
抽
象
的
な
作
品
は
や
は
り
或
る
特
殊
な
空
間
を
構
成

す
る
こ
と
を
や
め
な
い
が
、
そ
れ
に
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。


