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『
ハ
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冒
頭
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音

I

シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

劇

の

せ

り

ふ

と

ト

書

き

ー

加

藤

行

夫

劇
は
ふ
た
り
の
男
が
出
会
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
第
二
声
、
「
誰
だ
?
」
と
問
う
一
方
を
逆
に
他
方
が
誰
何
す
る
、
こ
の
手

腰
を
通
じ
、
前
者
の
名
は
バ
ナ
ー
ド
ー
、
歩
哨
に
立
つ
後
者
の
同
朋
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
次
の
、
「
実
に
う
ま
く
時
間
ど

①

お
り
に
来
て
く
れ
た
な
」
(
.
.
Y
O
u
C
O
m
e
m
O
S
t
C
P
r
e
P
茸
u
p
O
n
y
O
u
r
h
O
u
r
.
.
「
:
.
①
)
と
い
う
衛
兵
の
せ
り
ふ
、
お
よ
び
そ
れ
を
受

け
る
バ
ナ
ー
ド
t
の
、
「
い
ま
十
二
時
を
打
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
も
う
休
ん
で
く
れ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
」
(
ミ
T
i
s
n
O
W
S
t
昌
O
k
t
w
e
は
G
e
t

t
h
e
e
t
O
b
e
d
-
コ
g
C
i
s
c
O
㌧
1
も
)
と
い
う
せ
り
ふ
に
よ
り
、
真
夜
中
に
お
け
る
見
張
り
の
交
代
が
観
客
の
前
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

よ
く
知
ら
れ
た
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
冒
頭
だ
が
、
し
ば
し
ば
見
す
ご
さ
れ
て
い
る
興
味
深
い
問
題
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
隔
行
対
話

の
ど
と
く
時
間
を
確
認
し
あ
う
ふ
た
り
の
こ
と
ば
か
ら
す
で
に
解
釈
が
分
か
れ
、
た
と
え
ば
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

⑧

I
の
㌔
p
O
n
y
O
u
r
h
O
u
r
.
一
を
「
時
間
ど
お
り
に
」
で
は
な
く
「
時
間
ま
ぎ
わ
に
」
(
ま
甘
汽
a
s
y
O
u
r
h
O
u
r
i
s
P
b
O
u
t
t
O
S
t
r
i
k
e
J
と

と
る
。
こ
れ
は
通
常
の
理
解
と
は
異
な
り
、
現
在
で
は
こ
の
部
分
、
最
近
の
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
デ
ン
版
の
注
釈
(
㌔
n
t
h
e
賢
O
k
e
O
f
t
h
e

◎
ヽ

P
p
p
O
i
n
t
e
d
t
i
m
e
.
.
)
に
至
る
ま
で
、
約
束
の
時
間
に
一
致
さ
せ
た
表
現
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
時
を
表
わ
す
前
置
詞
㌔
p
O
n
.
.
が
そ

,

,

,

,

①

の
時
を
中
心
に
前
後
わ
ず
か
幅
の
あ
る
範
囲
を
含
み
得
る
の
は
確
か
な
の
だ
が
、
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版
が
こ
こ
を
近
い
未
来
と
一
義
的



に
断
定
し
た
の
は
、
純
粋
に
語
法
上
か
ら
で
は
な
く
、
続
く
バ
ナ
ー
ド
ー
の
せ
り
ふ
と
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
あ
え
て
そ
う
読
み
込

ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
ま
十
二
時
を
打
っ
た
と
こ
ろ
だ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
直
前
の
こ
と
ば
に
対
す
る
修

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

正
な
い
し
訂
正
と
位
置
づ
け
、
「
も
う
す
ぐ
時
間
」
、
「
い
や
す
で
に
そ
の
時
間
」
、
と
対
立
さ
せ
て
読
む
わ
け
で
あ
る
。

時
間
に
関
す
る
双
方
の
認
識
そ
れ
自
体
を
物
語
の
始
ま
り
で
か
く
も
断
絶
さ
せ
て
し
ま
う
、
そ
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
抵
抗
感
は
無

意
味
に
大
き
い
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
に
時
刻
を
誤
解
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
語
と
し
て
の
必
然
性
は
薄
い
の

ヽ
ヽ

だ
が
、
し
か
し
、
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版
の
解
釈
は
、
た
だ
ひ
と
つ
、
以
上
二
行
の
せ
り
ふ
の
方
向
性
を
相
互
に
対
立
す
る
よ
う
関
係
づ

け
た
点
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
「
時
間
ど
お
り
に
」
と
普
通
に
と
る
場
合
で
も
、
時
間
に
つ
い
て
の
了
解
事
項
を
ま

っ
た
く
符
合
さ
せ
た
ふ
た
り
の
人
物
が
、
た
だ
観
客
の
た
め
に
両
者
対
等
の
立
場
か
ら
語
っ
て
い
る
と
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
む

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し
ろ
、
バ
ナ
ー
ド
ー
の
「
十
二
時
」
と
い
う
時
刻
の
特
定
化
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
の
述
べ
た
漠
然
た
る
時
間
へ
の
補
足
と
し
て
読

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ま
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
正
し
く
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
は
バ
ナ
ー
ド
ー
と
の
約
束
の
時
間
に
関
し
て
言
っ
た
の
で
あ
り
、
も

ヽ

ヽ

⑤

と
よ
り
時
刻
を
話
題
に
し
た
の
で
は
な
い
。
ふ
た
つ
の
事
実
は
合
理
主
義
的
に
は
同
一
だ
が
、
表
現
形
式
と
し
て
の
相
補
性
に
こ
そ

格
別
の
意
味
が
も
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版
は
、
対
立
を
ふ
た
り
の
見
解
そ
の
も
の
に
設
け
て
し
ま
い
、
し
た
が
っ
て
、
J
u
s
t
P
S
y
O
u
r
h
O
u
r
i
s
P
b
O
u
ニ
○

ヽ
ヽ

亀
、
忠
㌔
と
あ
く
ま
で
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
も
時
刻
を
問
題
に
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
限
り
こ
れ
ら
の
せ
り
ふ
を
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
に
置

い
た
こ
と
に
な
る
。
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
デ
ン
版
で
さ
え
、
.
J
n
t
h
e
亀
3
計
O
f
y
O
u
r
P
p
p
O
i
n
t
e
d
t
i
m
e
.
.
と
、
「
約
束
の
時
間
」
は
的
確

と
し
て
も
、
十
二
時
を
告
げ
る
音
を
前
提
に
し
、
次
の
バ
ナ
ー
ド
I
の
せ
り
ふ
と
の
情
報
内
容
の
差
を
完
全
に
消
去
し
て
い
る
。
そ

う
で
は
な
く
、
こ
こ
で
の
ふ
た
り
の
こ
と
ば
は
、
相
互
に
衝
突
し
抵
抗
し
な
が
ら
補
完
し
あ
う
と
い
う
、
劇
の
開
幕
と
と
も
に
早
く

も
決
定
さ
れ
た
せ
り
ふ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
(
。
W
h
O
u
S
t
h
e
r
e
㌢
二
.
2
料
y
I
P
n
等
e
H
m
e
㍉
「
T
N
)
の
な
か
で
聞
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
ふ
た

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音



『

ハ

ム

レ

ッ

ト

』

冒

頭

、

鐘

の

音

四

二

ヽ

ヽ

ヽ

り
の
衛
兵
が
よ
っ
て
立
つ
時
間
意
識
は
そ
の
ま
ま
に
、
つ
ま
り
す
で
に
そ
の
時
が
来
た
と
両
者
納
得
し
た
上
で
、
し
か
し
、
表
現
の

焦
点
を
「
約
束
の
時
間
」
と
「
十
二
時
」
と
に
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
せ
り
ふ
同
士
が
は
ら
む
緊
張
感
を
少
し
も
逃
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
二
時
の
前
と
後
と
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
と
バ
ナ
ー
ド
ー
を
分
断
し
た
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版
が
、
い
わ
ば
そ
の
必
然
的

ヽ

ヽ

ヽ

帰
結
と
し
て
想
定
す
る
演
出
方
法
は
、
さ
ら
に
興
味
深
い
。
「
実
に
う
ま
く
時
間
ま
ぎ
わ
に
来
て
く
れ
た
な
」
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー

㊥

が
話
し
て
い
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
「
真
夜
中
を
告
げ
る
時
計
の
音
が
〔
ふ
た
り
に
、
そ
し
て
観
客
に
も
〕
聞
こ
え
る
。
」
す
な

わ
ち
、
短
い
時
間
の
経
過
内
で
見
れ
ば
、
「
ま
も
な
く
時
間
」
と
言
う
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
、
重
ね
て
そ
の
時
刻
の
鳴
る
音
、
そ
し
て
、

「
い
ま
打
っ
た
」
と
再
確
認
す
る
バ
ナ
ー
ド
ー
、
と
な
る
。
こ
の
演
出
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
テ
ク
ス
ト
理
解
に
際
し
て
避
け

ら
れ
な
い
本
質
的
な
議
論
の
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
。
問
題
の
所
在
は
、
せ
り
ふ
の
解
釈
か
ら
始
ま
り
、
観
客
へ
の
情
報
伝
達
を
考

慮
し
、
古
版
本
に
お
け
る
ト
書
き
の
検
討
へ
と
導
か
れ
る
幅
広
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
段
階
的
に
解
決

で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
互
い
密
接
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
の
で
総
合
的
に
考
え
て
ゆ
く
が
、
と
り
あ
え
ず
、
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版

の
と
お
り
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
当
時
も
上
演
さ
れ
た
と
仮
定
し
た
ら
ど
う
か
。

時
を
報
ず
る
「
時
計
」
(
迂
O
C
k
.
」
と
し
て
人
び
と
の
耳
に
響
く
の
は
「
鐘
」
(
音
e
-
H
.
∵
=
L
g
i
n
㌔
c
F
c
㌔
)
の
音
だ
が
、
す
で
に
機
械

時
計
が
十
三
世
紀
末
に
修
道
院
で
使
わ
れ
出
し
、
十
四
世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
普
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
面
で
聞
こ

え
る
こ
と
に
な
る
音
は
、
近
隣
の
修
道
院
の
鐘
か
、
町
全
体
に
鳴
り
わ
た
る
時
計
塔
の
鐘
か
、
あ
る
い
は
エ
ル
シ
ノ
ア
城
固
有
の
鐘

か
、
受
け
と
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
背
後
に
は
、
時
が
来
れ
ば
自
動
的
に
正
確
な
時
刻
を
知
ら
せ
る
時
計
が

⑦

存
在
し
た
。
国
に
よ
っ
て
鐘
の
数
え
方
は
違
い
、
イ
タ
リ
ア
で
は
日
没
よ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
日
の
出
よ
り
始
め
て
毎
時
一
か
ら
二
十

㊥

四
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
真
昼
お
よ
び
真
夜
中
よ
り
始
め
て
毎
時
一
か
ら
十
二
ま
で
を
打
つ
。
物
語
の
背
景
は
デ
ン
マ
ー
ク
だ



が
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
ロ
ン
ド
ン
の
観
客
は
当
然
な
が
ら
自
国
の
計
時
法
を
期
待
し
た
だ
ろ
う
か
ら
、
要
す
る
に
「
真
夜
中
を
告
げ
る

鐘
の
音
」
と
は
、
事
実
次
に
バ
ナ
ー
ド
I
が
言
う
と
お
り
、
十
二
回
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
の
音
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
実
際
の
演
出
と
し
て
鐘
を
観
客
に
聞
こ
え
さ
せ
た
か
ど
う
か
は
、
ま
っ
た
く
別
問
題
だ
ろ
う
。
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
ー
の
せ
り
ふ
に
重
ね
て
鐘
を
鳴
ら
し
始
め
て
も
、
バ
ナ
ー
ド
ー
が
「
完
了
し
た
状
態
」
(
≡
3
h
ミ
琶
専
も
も
、
ご
w
e
】
㌢
)
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
た
め
、
こ
の
と
き
ま
で
に
鐘
は
鳴
り
終
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
と

バ
ナ
ー
ド
ー
の
一
行
づ
つ
の
せ
り
ふ
に
挟
ま
れ
て
鐘
が
十
二
回
も
打
つ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
か
ん
に
生
ず
る
か
な
り
の
長
さ
の
沈

黙
が
、
緊
迫
し
た
こ
と
ば
と
こ
と
ば
で
始
め
ら
れ
た
こ
の
劇
の
持
続
を
無
残
に
拇
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
妥
当
性
を
欠
く
な
ら
、

と
も
か
く
も
バ
ナ
ー
ド
I
は
「
十
二
時
を
打
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
鐘
を
劇
の
冒
頭
に
鳴
ら
し
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
。
す
る
と
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
の
せ
り
ふ
を
「
時
間
ま
ぎ
わ
」
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
(
鐘
の
音
が
彼
の
耳
に
は
人
ら

㊥

な
か
っ
た
と
受
け
と
ら
れ
る
た
め
に
は
、
翌
日
の
ホ
レ
イ
シ
オ
の
よ
う
に
そ
の
旨
明
示
的
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版
に
よ
る
解
釈
と
演
出
は
両
立
し
難
い
も
の
と
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
劇
の
開
幕
と
と
も
に
鐘
を
鳴
ら
す
始
め
方
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
不
可
能
で
は
な
く
、
惜

㊥

景
描
写
ほ
ど
に
詳
細
な
ト
書
き
を
付
し
た
ド
ー
ヴ
ァ
・
ウ
ィ
ル
ス
ン
の
ニ
ュ
ー
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
版
は
じ
め
、
最
新
の
ロ
イ
ア
ル

⑭

・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
よ
る
舞
台
ま
で
も
、
そ
の
実
例
が
よ
く
見
う
け
ら
れ
る
。
劇
の
テ
ク
ス
ト
は
本
来
的
に
演
出

家
に
開
か
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
お
よ
そ
い
か
な
る
演
出
も
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
不
気
味
に
響
き
わ
た
る
鐘

の
音
が
由
々
し
い
物
語
の
雰
囲
気
を
効
果
的
に
醸
し
出
し
て
く
れ
る
な
ら
、
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
す
ぐ
れ
た
上
演
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
、
問
題
の
難
し
さ
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
を
そ
の
よ
う
に
再
現
す
る
こ
と
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
上
演
形
態
に
か

㊥

な
っ
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
作
品
の
「
異
本
」
化
は
時
代
的
空
間
的
距
離
か
ら
ま
ぬ
が
れ
な
い
現
象
な
の
だ
が
、
そ

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音



『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音

う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
成
立
事
情
の
ま
ま
に
解
読
す
る
努
力
は
揺
る
ぎ
よ
う
も
な
い
意
義
が
あ
る
。
グ
ロ
ー
ブ
座
に

お
け
る
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
上
演
、
そ
の
冒
頭
に
鐘
は
鳴
っ
た
だ
ろ
う
か
。
一
見
墳
末
な
こ
の
疑
問
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
読
み

方
一
般
に
関
す
る
規
範
の
発
見
に
、
あ
る
い
は
迫
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

劇
は
ふ
た
り
の
男
が
出
会
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
、
と
さ
き
に
書
い
た
が
、
ま
ず
開
幕
部
分
の
人
物
の
登
場
の
仕
方
と
し
て
こ

の
よ
う
な
動
き
で
あ
っ
た
確
率
が
最
も
高
い
。
「
ふ
た
り
の
歩
哨
、
バ
ナ
ー
ド
I
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
登
場
」
(
占
n
t
e
r
P
r
n
P
r
d
O
a
n
d

⑯

冒
昌
C
i
s
c
O
.
t
W
O
C
e
n
t
i
n
e
】
㌔
)
と
い
う
古
版
本
の
ト
書
き
は
、
お
そ
ら
く
両
者
が
同
時
に
登
場
し
た
こ
と
を
表
わ
し
、
し
か
し
一
方
が

一
方
に
「
誰
だ
?
」
と
問
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
入
口
か
ら
舞
台
に
現
わ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、

こ
の
ト
書
き
は
十
八
世
紀
以
来
暗
黙
の
う
ち
に
改
変
さ
れ
、
「
部
署
に
つ
い
て
い
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
、
そ
こ
に
バ
ナ
ー
ド
ー
登
場
」

(
童
r
a
n
c
i
胃
O
u
P
O
n
h
i
∽
P
O
S
t
い
E
n
t
e
r
こ
O
h
i
m
-
官
昌
胃
d
O
.
J
と
し
た
ケ
イ
ベ
ル
に
準
じ
、
多
く
の
上
演
で
は
歩
哨
に
立
つ
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
ー
が
最
初
に
示
さ
れ
る
。
物
語
内
の
事
実
関
係
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
こ
の
変
更
は
、
劇
の
情
報
が
観
客
に
伝
え

ら
れ
て
ゆ
く
順
序
に
関
し
、
す
で
に
決
定
的
な
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
。
古
版
本
に
よ
れ
ば
、
あ
と
か
ら
来
た
バ
ナ
ー
ド
ー
が
歩
哨
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
I
と
交
代
す
る
物
語
事
情
は
、
「
そ
こ
に
い
る
の
は
誰
だ
?
」
(
.
毒
h
O
√
、
計
も
.
」
と
い
う
せ
り
ふ
を
は
じ
め
と
し
て
、

以
下
ふ
た
り
の
応
対
自
体
か
ら
判
明
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
が
提
供
す
る
聴
覚
的
情
報
に
大
部
分
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る

ヽ
ヽ

事
実
を
、
バ
ナ
ー
ド
I
の
第
一
声
以
前
に
、
役
者
た
ち
の
視
覚
的
配
置
で
明
示
し
得
る
と
考
え
た
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
何
よ
り

ヽ

ヽ

ヽ

も
事
態
の
無
用
な
先
ど
り
を
行
な
っ
て
い
る
点
が
問
題
だ
ろ
う
。

同
じ
く
、
場
所
を
表
わ
す
ト
書
き
も
、
た
と
え
ば
「
エ
ル
シ
ノ
ア
(
城
)
」
(
.
貞
賢
O
r
e
J
が
ケ
イ
ベ
ル
に
よ
り
、
ま
た
、
「
城
壁
の

楼
台
」
(
.
.
A
p
-
P
t
F
m
b
e
F
e
t
h
e
c
P
S
t
-
e
J
が
マ
ロ
ウ
ン
に
よ
っ
て
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
古
版
本
に
は
も
と
も

と
存
在
し
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
本
来
の
変
幻
自
在
な
舞
台
が
こ
の
よ
う
に
強
引
に
一
元
化
さ
れ
て
き
た
受
容
過
程
に
つ
い
て



⑭

は
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
読
c
e
n
e
。
の
単
位
で
矛
盾
な
く
限
定
し
て
お
け
る
場
所
が
あ
る

と
し
て
も
、
当
時
の
観
客
が
ま
ず
そ
こ
を
「
エ
ル
シ
ノ
ア
(
城
)
」
と
了
解
し
次
に
人
物
の
せ
り
ふ
に
耳
を
傾
け
た
の
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
場
所
に
ま
つ
わ
る
物
語
の
全
体
図
は
、
登
場
人
物
の
個
々
の
せ
り
ふ
や
行
動
に
よ
っ
て
次
第
に
織
り

ヽ
ヽ

な
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
い
か
な
る
前
置
き
も
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
を
読
む
読
者
の
便
宜
に
な
っ
て
も
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝

ヽ
ヽ

の
観
客
に
は
喝
外
な
も
の
だ
っ
た
。

考
え
て
み
れ
ば
、
「
第
一
幕
、
第
一
場
」
(
.
.
A
c
t
I
.
S
c
e
n
e
i
J
の
よ
う
な
記
述
か
ら
し
て
、
観
客
意
識
と
は
無
縁
の
統
一
的
視
点
が

可
能
に
し
た
整
理
に
は
か
な
ら
な
い
。
ク
ォ
ー
ト
版
に
は
な
い
こ
の
分
割
が
フ
ォ
リ
オ
版
で
は
最
初
の
数
場
面
に
な
さ
れ
て
い
る
が

(
.
.
A
c
t
C
的
P
r
i
m
u
的
.
S
c
O
e
冒
P
r
i
m
P
㍉
言
t
c
.
)
、
そ
の
際
、
第
一
フ
ォ
リ
オ
の
序
文
に
お
い
て
、
「
す
で
に
観
客
の
裁
判
を
受
け
た
」
こ
の

戯
曲
を
「
何
度
も
読
み
返
し
て
下
さ
い
」
と
述
べ
た
編
者
の
ヘ
ミ
ン
グ
と
コ
ン
デ
ル
は
、
明
ら
か
に
劇
場
外
の
読
者
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
。
し
か
し
、
頁
を
読
み
進
む
に
つ
れ
て
い
つ
し
か
こ
の
区
分
も
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
が
し
ょ
せ
ん
観
客

の
意
識
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ウ
以
来
一
貫
し
た
も
の
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「
登
場
人
物
一
覧
」
(
占
r
p
m
註
s
P
e
r
s
O
n
P
e
J
に
つ
い
て
は
も
は
や
論
を
ま
た
な
い
が
、
そ
も
そ
も
劇
の
作
者
名
や
タ
イ
ト
ル
の
正

⑯

確
な
内
容
自
体
、
当
時
の
観
客
の
主
た
る
関
心
事
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

結
局
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
劇
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
。
あ
く
ま
で
観
客
の
た
め
に
、
物
語
の
初
め
の
情
報
は
何
を
も
っ
て
与
え

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ふ
た
り
の
衛
兵
の
登
場
に
関
す
る
古
版
本
の
ト
書
き
は
、
必
ず
し
も
バ
ナ
ー
ド
ー
と
フ
ラ
ン
シ

ヽ

ヽ

ヽ

ス
コ
ー
と
が
同
時
に
現
わ
れ
る
と
い
う
厳
密
な
指
示
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
し
て
先
に
記
さ
れ
た
バ
ナ
ー
ド
ー
が
先
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

出
る
と
も
限
ら
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
冒
頭
に
お
け
る
人
物
の
登
場
の
仕
方
そ
の
も
の
か
ら
は
、
以
後
の
事
件
に
つ
な
が
る

実
質
的
な
情
報
を
何
も
察
知
し
得
な
い
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
や
は
り
劇
は
「
誰
だ
?
」
と
い
う
一
方
の
問
い
か
け
に
よ
っ
て
始
ま

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音
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冒
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四

六

る
以
外
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
視
点
は
、
せ
り
ふ
の
読
み
に
つ
い
て
も
同
様
に
通
用
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
ば
、
こ
の
第
二
戸
を
発
し
た
バ
ナ
ー
ド
ー
は
、
「
歩
哨
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ー
に
誰
何
し
て
し
ま
う
ほ
ど
警
備
の
慣
例
を
忘
れ
、
か

⑯

く
も
亡
霊
の
出
現
を
恐
れ
て
い
る
」
と
、
そ
の
内
面
を
担
っ
て
語
り
出
す
の
で
は
な
い
。
ふ
た
り
の
、
そ
し
て
以
後
ホ
レ
イ
シ
オ
た

ち
と
の
せ
り
ふ
は
、
そ
れ
が
作
り
上
げ
る
鍍
綜
し
た
関
係
性
全
体
の
な
か
で
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
開
示
し
な
が
ら
、

よ
う
や
く
不
吉
な
事
態
の
全
貌
を
観
客
に
伝
え
始
め
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
十
二
時
の
鐘
は
劇
の
最
初
に
鳴
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
至
れ
ば
、
冒
頭
の
鐘
は
、
十
八
世
紀
以
来
の
ト
書
き
と
同
質
の
、

ヽ
ヽ

事
実
認
識
の
逆
転
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
観
客
の
耳
に
何
に
も
先
ん
じ
て
響
き
わ
た
る
鐘
の
音
が
、

そ
の
音
響
効
果
だ
け
で
、
物
語
に
関
与
す
る
重
要
な
意
味
を
幾
分
か
で
も
表
現
し
得
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
グ
ロ
ー
ブ
座
の
復
元

に
関
す
る
画
期
的
な
研
究
を
著
わ
し
た
l
・
C
・
ア
ダ
ム
ズ
は
、
歴
史
的
実
証
主
義
の
立
場
を
通
す
べ
く
努
め
な
が
ら
も
、
「
十
二

時
を
打
っ
た
」
と
い
う
バ
ナ
ー
ド
ー
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
劇
場
用
語
と
し
て
聞
き
代
え
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
が
十
二
回
の
鐘
の
音

㊥

と
と
も
に
始
ま
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
結
論
的
に
断
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
観
客
に
伝
え
ら
れ
る
べ
き
十
二
時
と
い
う
時

刻
は
、
バ
ナ
ー
ド
ー
の
せ
り
ふ
そ
れ
自
体
で
、
必
要
か
つ
十
分
な
伝
達
事
項
と
な
っ
て
い
た
と
見
る
の
が
順
当
と
思
わ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
鐘
は
物
語
直
前
の
ど
こ
か
あ
る
時
点
で
鳴
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
観
客
に
は
結
果
の
時
刻
の
み
が
関
心
事
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

鐘
の
音
が
舞
台
で
果
た
す
だ
ろ
う
独
自
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
余
剰
の
要
素
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
全
作
品
か
ら
鐘
が
鳴
る
時
間
表
現
を
引
く
と
、
動
詞
の
.
ぎ
ロ
3
と
.
♂
e
a
t
3
を
使
っ
た
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
一

⑯

例
づ
つ
、
そ
の
他
㍉
i
n
g
.
u
な
ど
も
あ
る
が
、
圧
倒
的
に
多
い
の
は
や
は
り
㌔
t
r
i
k
e
。
.
で
あ
る
。
そ
の
㌔
E
k
e
。
は
現
在
分
詞
形

ヽ

ヽ

ヽ

で
は
使
用
さ
れ
て
い
ず
、
現
在
形
に
よ
る
二
、
三
の
例
外
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
が
完
了
形
(
な
い
し
過
去
形
)
で
表
わ
さ
れ
、
時
計

の
音
が
打
ち
終
え
た
と
さ
れ
る
あ
と
、
時
刻
だ
け
が
舞
台
上
で
報
告
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
後
述
す
る
一
例
以
外
す
べ
て
、



ト
書
き
か
ら
も
前
後
の
せ
り
ふ
か
ら
も
、
観
客
の
た
め
に
実
際
に
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
お
お
む
ね
尋
ね
ら

れ
た
時
刻
に
対
す
る
応
え
の
慣
用
句
に
は
か
な
ら
ず
、
換
言
す
れ
ば
、
時
を
め
ぐ
る
状
況
設
定
の
ひ
と
つ
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に

ヽ
ヽ

す
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
時
刻
伝
達
の
大
半
が
登
場
直
後
の
人
物
に
課
さ
れ
た
任
務
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
類
す
る
例
は
、
『
ヘ
ン
リ
ー
四
世
第
二
部
』
の
終
幕
に
お
い
て
、
無
名
の
下
僕
が
登
場
し
、
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
が
二

度
聞
こ
え
た
」
(
.
.
T
h
e
t
r
u
m
p
a
h
P
完
S
O
u
n
d
e
d
t
w
i
c
e
㌧
「
く
.
く
.
N
)
と
完
了
形
で
語
る
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
昔
は
背
後
で
行

な
わ
れ
て
い
る
ヘ
ン
リ
ー
五
世
の
戴
冠
式
の
終
了
を
告
げ
る
も
の
と
述
べ
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
観
客
は
、
現
実
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
が

聞
こ
え
た
か
ど
う
か
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
関
心
を
す
ぐ
に
続
く
王
の
来
臨
の
方
へ
と
向
け
る
の
で
あ
る
。

現
在
形
に
よ
る
時
間
表
現
は
数
が
限
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
「
鳴
っ
て
い
る
の
が
聞
こ
え
ま
せ
ん
か
?
」
「
首
飾
り
が
?
」

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

「
い
え
、
鐘
が
で
す
よ
」
と
い
う
問
答
に
続
い
て
、
「
出
か
け
る
前
に
は
二
時
だ
っ
た
の
が
、
い
ま
時
計
が
一
時
を
打
っ
て
い
る
」

(
-
ゴ
w
P
S
t
W
O
e
r
e
〓
e
詳
h
i
m
V
一
〇
W
t
h
e
c
-
O
C
k
s
t
r
i
k
e
s
O
n
e
.
3
1
【
く
.
i
i
.
さ
と
戯
れ
る
『
間
違
い
の
喜
劇
』
の
例
の
よ
う
に
、
不
合

理
ゆ
え
の
滑
稽
さ
が
強
調
さ
れ
た
り
し
て
、
本
当
の
時
刻
は
観
客
の
興
味
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。
一
例
だ
け
の
.
ぎ
ー
「
も
現
在
形

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

だ
が
、
こ
れ
は
『
ヘ
ン
リ
ー
五
世
』
の
コ
ー
ラ
ス
に
使
わ
れ
る
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
る
。
「
鶏
が
鳴
き
、
時
計
が
打
つ
」
(
.
.
T
h
e

c
O
u
n
t
r
y
C
O
C
k
s
d
O
C
r
O
W
二
h
e
c
F
k
s
d
O
t
O
巳
㌧
-
I
く
.
C
h
0
2
S
.
㌫
)
と
い
う
こ
の
文
脈
は
、
語
り
手
と
し
て
の
コ
ー
ラ
ス
が
観
客
の

想
像
力
に
呼
び
か
け
、
物
語
の
背
景
を
補
う
べ
く
訴
え
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
鐘
は
む
し
ろ
鳴
っ
て
は
な
ら
な
い
(
こ
の
せ
り
ふ

は
同
時
に
、
鐘
が
劇
中
む
や
み
に
鳴
ら
さ
れ
な
か
っ
た
一
般
的
事
実
の
傍
証
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
)
。

以
上
は
な
べ
て
、
前
後
の
こ
と
ば
や
状
況
か
ら
、
ま
た
ト
書
き
の
根
拠
も
な
く
、
音
響
効
果
を
伴
わ
な
か
っ
た
例
と
み
な
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
残
る
ひ
と
つ
の
(
音
と
と
も
に
完
了
形
を
使
う
)
例
外
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
し
て
有
名
な
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー

ザ
ー
』
の
時
計
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
時
計
が
打
つ
」
(
.
.
C
】
O
C
k
s
t
r
i
k
e
s
㌧
一
)
と
い
う
ト
書
き
ゆ
え
音
の
介
入
は
明
白
と
な
る
。
あ

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音
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冒
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八

わ
せ
て
ブ
ル
ー
タ
ス
が
、
「
静
か
に
。
時
計
の
音
を
数
え
よ
う
」
(
.
.
P
e
P
C
e
:
O
u
n
二
h
e
c
-
O
C
k
・
J
と
注
意
を
促
し
、
さ
ら
に
キ
ヤ
シ
ア

ス
は
、
「
時
計
が
三
時
を
打
っ
た
」
(
・
・
T
h
e
c
-
O
C
k
h
P
t
h
賢
i
c
k
e
n
t
h
r
e
e
㌧
r
H
l
〔
-
男
と
念
を
置
す
。
時
を
数
え
始
め
、
数
え
終
わ

る
ふ
た
り
の
せ
り
ふ
が
同
じ
一
行
に
収
ま
っ
て
い
る
の
は
、
三
回
と
い
う
数
の
少
な
さ
の
た
め
だ
が
、
も
し
こ
こ
に
ト
書
き
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
間
接
的
に
指
示
さ
れ
る
演
出
が
時
計
の
侵
入
を
必
然
に
す
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
注

ヽ
ヽ

目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
引
き
立
て
ら
れ
た
部
分
か
ら
は
必
ず
物
語
に
関
わ
る
意
味
が
生
成
さ
れ
る
と
い
う
事
実
だ
ろ
う
。
ブ
ル

ー
タ
ス
た
ち
の
話
を
中
断
し
静
め
る
時
計
は
、
シ
ー
ザ
ー
殺
害
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
計
画
に
は
や
る
暗
殺
者
た
ち
、
と
り
わ
け
ア
ン
ト

ニ
ー
を
も
倒
そ
う
と
す
る
キ
ヤ
シ
ア
ス
を
、
み
ず
か
ら
「
屠
殺
者
で
は
な
く
」
「
粛
静
者
と
呼
ば
れ
」
た
い
ブ
ル
ー
タ
ス
自
身
が
中

ヽ
ヽ

断
し
静
め
る
声
(
.
.
P
e
P
C
e
:
:
.
.
)
と
重
ね
て
聞
け
る
。
そ
れ
に
、
こ
こ
で
日
常
的
時
間
が
流
れ
込
む
こ
と
は
、
暗
殺
の
密
談
へ
の
終
わ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

り
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
か
つ
そ
れ
が
予
告
さ
れ
た
三
月
十
五
日
の
明
け
方
で
あ
る
た
め
、
刻
々
迫
る
暗
殺
の
行
為
へ
の
始
ま
り
の

⑯

指
標
と
も
な
る
。

た
え
ず
い
ら
だ
た
し
げ
に
時
刻
を
尋
ね
る
の
は
、
『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』
の
主
人
公
で
あ
る
。
「
時
は
音
も
な
く
忍
び
寄
り
」
、
そ

し
て
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
軍
と
の
決
戦
当
日
、
亡
霊
の
悪
夢
に
う
な
さ
れ
て
よ
う
や
く
明
け
た
は
ず
の
朝
、
し
か
し
な
ぜ
か
日
は
昇
ら
ず

に
時
計
の
音
だ
け
が
鳴
り
響
く
。
こ
こ
で
も
、
「
時
計
が
打
つ
」
(
j
h
e
c
-
O
C
k
s
t
r
i
k
e
t
h
.
J
と
い
う
ト
書
き
、
お
よ
び
リ
チ
ャ
ー
ド
の
、

「
あ
れ
は
何
時
だ
?
」
(
.
.
T
e
ロ
t
b
e
c
】
O
C
k
t
訂
r
e
.
.
「
く
.
i
i
i
.
N
讃
)
と
い
う
せ
り
ふ
で
演
出
が
確
定
さ
れ
る
。
か
つ
て
は
部
下
た
ち
か
ら

次
々
と
報
告
さ
れ
て
き
た
時
刻
だ
が
、
こ
の
終
幕
に
至
っ
て
時
計
が
不
気
味
に
打
ち
続
け
る
ば
か
り
、
王
の
命
ず
る
声
に
も
応
え
は

な
い
。
必
死
に
こ
と
ば
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
た
時
間
が
、
い
ま
や
リ
チ
ャ
ー
ド
を
追
い
つ
め
る
強
迫
観
念
に
な
り
か
わ
っ
た
。

こ
の
例
に
お
い
て
も
、
時
計
の
音
が
聞
か
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
時
刻
伝
達
と
は
重
複
し
得
な
い
主
題
的
な
意

味
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



『
シ
ン
ベ
リ
ン
』
の
前
半
、
イ
モ
ー
ジ
ュ
ン
の
寝
室
に
忍
び
込
ん
だ
イ
ア
ー
キ
モ
ー
が
聞
く
時
計
も
同
様
だ
ろ
う
。
「
そ
ろ
そ
ろ

真
夜
中
に
な
り
ま
す
」
と
侍
女
に
告
げ
ら
れ
て
こ
の
場
は
始
ま
り
、
四
時
ご
ろ
に
起
こ
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
で
イ
モ
ー
ジ
ェ
ン

が
眠
る
。
直
後
、
ト
ラ
ン
ク
か
ら
出
て
来
た
イ
ア
ー
キ
モ
ー
は
、
四
十
行
に
わ
た
る
ひ
と
り
ぜ
り
ふ
を
語
り
な
が
ら
寝
室
の
様
子
や

イ
モ
ー
ジ
ェ
ン
の
姿
を
記
憶
に
収
め
る
。
こ
の
か
ん
に
過
ぎ
る
時
間
は
日
常
の
リ
ズ
ム
を
逸
脱
し
て
急
速
に
進
み
、
侍
女
の
言
う
十

二
時
が
観
客
に
は
聞
か
さ
れ
な
い
ま
ま
、
突
然
、
「
時
計
が
打
つ
」
(
.
.
C
】
O
C
k
s
t
r
i
k
e
s
㌧
.
)
と
ト
書
き
で
示
さ
れ
た
音
が
入
り
、
イ
ア
ー

キ
モ
ー
は
、
「
一
、
二
、
三
時
。
時
間
だ
」
(
.
.
〇
n
♪
t
W
O
.
t
h
r
e
e
‥
t
i
m
e
.
t
i
m
e
叫
3
-
I
l
∴
i
.
∽
-
)
と
、
観
客
と
と
も
に
時
を
数
え
る
。
後
に

好
計
が
暴
露
さ
れ
悔
恨
の
情
に
さ
い
な
ま
れ
る
彼
は
、
「
あ
の
時
刻
を
知
ら
せ
た
時
計
が
不
吉
な
前
兆
で
あ
っ
た
の
か
」
と
振
り
返

り
、
つ
ま
り
は
こ
の
音
が
イ
ア
ー
キ
モ
ー
の
悪
事
と
改
俊
と
を
照
応
さ
せ
る
警
鐘
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。

時
計
の
音
に
注
意
を
喚
起
す
る
ブ
ル
ー
タ
ス
、
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
、
イ
ア
ー
キ
モ
ー
の
せ
り
ふ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
.
好
r
i
k
e
3
な
ど
の

動
詞
こ
そ
使
っ
て
い
な
い
が
、
実
質
的
に
は
観
客
に
対
し
て
現
在
形
で
時
刻
表
示
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
は
、

観
客
の
耳
に
も
届
く
時
計
の
音
響
効
果
が
共
通
し
て
劇
的
意
味
の
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
い
ま
ま
で
の
論
議
か

ら
暫
定
的
な
結
論
を
導
い
て
お
く
と
、
時
刻
を
表
わ
す
時
計
な
い
し
鐘
の
音
が
鳴
ら
さ
れ
る
と
き
は
、
ト
書
き
と
せ
り
ふ
に
よ
っ
て

明
瞭
に
そ
れ
と
指
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
こ
と
さ
ら
関
心
を
集
め
た
瞬
間
は
劇
の
な
か
で
何
ら
か
の
特
別
な
役
割
を
担
う
。
逆
に
言

え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
時
間
表
現
で
は
、
せ
り
ふ
に
よ
る
伝
達
が
単
に
付
随
的
写
実
的
な
効
果
と
し
て
音
を
伴
う
こ
と
は
な

い
。こ

の
断
定
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
困
難
な
問
題
へ
と
即
座
に
引
き
継
が
れ
る
。
そ
れ
は
、
せ
り
ふ
と
ト
書
き
と
の
関
係
一
般

へ
の
拡
大
、
あ
る
い
は
、
せ
り
ふ
お
よ
び
ト
書
き
と
そ
れ
に
相
応
す
る
演
出
と
の
関
係
一
般
へ
の
拡
大
だ
ろ
う
。
時
刻
伝
達
に
関
し

て
論
じ
て
き
た
以
上
の
方
法
に
な
ら
い
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
に
お
け
る
他
の
類
例
を
あ
ま
ね
く
調
査
し
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音



『

ハ

ム

レ

ッ

ト

』

冒

頭

、

鐘

の

音

五

〇

の
上
演
形
態
を
テ
ク
ス
ト
よ
り
再
現
す
る
こ
と
が
そ
の
最
終
的
な
目
標
と
な
る
。
い
ま
は
扱
い
き
れ
な
い
こ
の
課
題
は
、
し
か
し
問

題
意
識
の
一
般
化
そ
れ
自
体
が
前
記
の
結
論
を
さ
ら
に
精
密
に
再
検
討
さ
せ
て
く
れ
る
。
と
り
あ
え
ず
ト
書
き
に
つ
い
て
言
え
る
の

ヽ
ヽ

は
、
古
版
本
に
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
、
ト
書
き
を
当
時
の
上
演
の
ほ
ぼ
正
し
い
反
映
と
読
ん
で
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
王
の
亡
霊
は
、
「
鶏
が
鳴
く
」
(
.
.
T
h
e
c
O
C
k
c
r
O
W
S
㌧
一
)
と
い
う
ト
書
き
を
合
図
に
、
ホ
レ
イ
シ
オ
た

ち
の
前
か
ら
消
え
失
せ
る
。
「
鶏
が
鳴
い
た
」
(
㍉
.
w
h
e
n
t
h
e
c
O
C
k
c
r
e
w
.
.
1
.
H
.
i
.
-
烏
)
と
バ
ナ
ー
ド
ー
の
せ
り
ふ
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
の
は
、
そ
の
ト
書
き
か
ら
十
行
ほ
ど
後
に
離
れ
て
い
る
が
(
し
た
が
っ
て
、
ト
書
き
と
そ
れ
に
対
応
す
る
せ
り
ふ
と
の
内
容
的

ヽ

,

㊥

位
置
的
関
係
が
今
後
の
課
題
と
な
る
わ
け
だ
が
)
、
と
も
か
く
も
鶏
の
(
擬
)
声
が
観
客
に
聞
か
さ
れ
た
の
は
は
ぽ
確
か
だ
ろ
う
。

難
し
い
の
は
ト
書
き
が
な
い
場
合
で
あ
る
。
古
版
本
の
ト
書
き
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
対
に
ト
書
き
の
不
在
を
演
出
上

の
空
自
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
。
役
者
の
登
退
場
な
ど
上
演
に
と
っ
て
不
可
欠
な
部
分
で
す
ら
、
ト
書
き
表
記
の

欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
演
出
が
そ
の
欠
損
を
埋
め
て
支
障
な
く
行
な
わ
れ
て
い
た
の
は
、
多
く
が
せ
り

ふ
お
よ
び
周
囲
の
状
況
に
よ
っ
て
明
示
な
い
し
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
(
む
し
ろ
正
し
く
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

㊧

ト
書
き
を
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
)
。
さ
ら
に
は
、
ト
書
き
や
せ
り
ふ
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
作
品
や
同
時
代
作
品

の
場
面
設
定
か
ら
総
合
的
に
類
推
し
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
て
い
た
い
く
つ
か
の
上
演
の
型
を
想
定
す
る
観
点
も

⑳

成
立
し
得
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判
断
が
極
め
て
あ
い
ま
い
な
も
の
に
な
り
が
ち
な
の
は
、
演
出
に
対
す
る
せ
り
ふ
の
明
示
性
は
ま
だ
し
も
、

ヽ
ヽ

ど
こ
ま
で
を
暗
示
的
指
示
と
読
む
か
、
何
を
も
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
上
演
形
態
と
見
る
か
が
、
結
局
は
個
々
の
場
面
の
解
釈
に
よ
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
自
己
矛
盾
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
を
苦
し
め
た
亡
霊
た
ち
が
消
え
、
し
ば
ら

く
し
て
、
「
村
の
一
番
鶏
が
二
度
ま
で
も
朝
へ
の
挨
拶
を
す
ま
せ
…
」
(
!
↓
h
e
e
a
r
-
y
垂
a
g
e
c
O
C
k
＼
〓
P
t
h
t
w
i
c
e
d
O
n
e
S
巳
u
t
p
t
i
O
n
t
O



t
b
e
m
O
r
n
.
一
r
d
∴
i
i
.
N
苧
-
○
)
と
部
下
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
。
そ
の
か
ん
リ
チ
ャ
ー
ド
の
独
自
が
三
十
行
も
入
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

は
た
し
て
鶏
の
鳴
き
声
は
亡
霊
退
場
の
と
き
観
客
に
聞
こ
え
た
の
か
ど
う
か
。
こ
の
部
下
の
せ
り
ふ
を
音
響
効
果
に
関
連
づ
け
る
か
、

単
な
る
時
刻
伝
達
と
し
て
理
解
す
る
か
、
ト
書
き
が
な
い
以
上
決
め
手
も
な
い
。
亡
霊
は
鶏
の
声
と
と
も
に
去
る
、
と
い
う
時
代
共

通
の
了
解
が
た
と
え
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
ど
の
程
度
厳
し
い
作
劇
上
の
制
約
と
と
ら
え
て
い
た
か
は
や
は

り
わ
か
ら
な
い
。
ブ
ル
ー
タ
ス
の
前
に
現
わ
れ
た
シ
ー
ザ
ー
の
亡
霊
も
、
獄
中
の
ボ
ス
チ
ュ
マ
ス
を
訪
れ
た
父
母
た
ち
の
亡
霊
も
、

お
そ
ら
く
明
け
方
近
く
に
消
え
て
ゆ
く
の
だ
が
、
ト
書
き
も
せ
り
ふ
も
鶏
に
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
当
時
の
上
演
を
で
き
る
限
り
忠
実
に
再
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
古
版
本
の
ト
書
き
を
消
極
的
に

遵
守
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
結
局
は
、
登
場
人
物
が
交
わ
す
せ
り
ふ
か
ら
劇
の
状
況
を
い
か
に
読
み
と
る
か
と
い
う
一
事
に
か
か
っ

て
く
る
。
か
く
し
て
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
と
向
か
い
あ
わ
ざ
る
を
得
な
い
次
第
だ
が
、
回
り
巡
っ
て
再
び
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、

鐘
の
音
が
問
題
と
な
る
。
バ
ナ
ー
ド
ー
が
、
続
い
て
登
場
し
た
懐
疑
的
な
ホ
レ
イ
シ
オ
の
た
め
に
亡
霊
目
撃
の
事
実
を
語
り
出
す
、

す
る
と
そ
れ
を
中
断
し
て
当
の
亡
霊
が
出
現
す
る
場
面
。
開
幕
に
先
ん
じ
て
一
度
は
ホ
レ
イ
シ
オ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
設
定

の
バ
ナ
ー
ド
ー
の
話
は
、
人
物
た
ち
の
対
話
か
ら
観
客
に
も
す
で
に
そ
の
主
旨
を
察
知
さ
れ
、
つ
ま
り
は
亡
霊
が
現
わ
れ
た
と
い
う

ヽ
ヽ

こ
と
を
も
う
一
度
繰
り
返
す
の
だ
ろ
う
と
先
ど
り
さ
れ
た
上
で
始
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
語
り
は
、
も
は
や
伝
達
の
内
容
に

ヽ
ヽ

目
的
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
劇
的
に
は
そ
の
形
式
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
ま
さ
し
く
昨
晩
、
北
極
星
の
西
寄
り
に
見
え
る
向
こ
う
の
あ
の
星
が
、
天
上
を
進
み
、
い
ま
輝
い
て
い
る
と
こ
ろ
と
同
じ
、
空

の
あ
の
あ
た
り
を
照
ら
し
て
い
た
と
き
、
マ
ー
セ
ラ
ス
と
こ
の
私
と
が
-
お
り
し
も
鐘
は
一
時
を
打
ち
～
」
(
声
P
S
t
n
i
g
h
t
O
f
巴
】
-

＼
W
h
e
n
y
O
n
d
s
P
ヨ
e
S
t
P
r
t
h
a
t
、
∽
W
e
洛
w
a
r
d
許
O
m
t
h
e
p
0
-
2
＼
H
P
d
m
註
e
h
i
s
c
O
u
r
S
e
t
ゴ
ー
u
m
e
t
h
已
p
P
r
t
O
蝿
h
e
a
く
e
n
＼
W
h
e
r
e
n
O
W
i
t

b
u
r
n
s
.
M
P
r
C
e
F
s
p
n
d
m
y
s
e
H
C
T
h
e
b
e
】
〓
h
e
n
b
e
鼠
n
g
O
n
7
3
-
I
.
i
.
∽
㌣
淫
-
そ
し
て
こ
こ
で
亡
霊
が
登
場
す
る
。
こ
の
わ
ず
か

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音



『

ハ

ム

レ

ッ

ト

』

冒

頭

、

鐘

の

音

五

二

ヽ

ヽ

ヽ

五
行
の
せ
り
ふ
は
表
現
の
現
前
性
に
特
徴
と
意
義
を
有
し
、
バ
ナ
ー
ド
ー
が
指
し
示
す
星
の
位
置
は
、
い
わ
ば
空
間
化
さ
れ
た
時
間

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と
し
て
、
昨
夜
を
今
夜
の
同
一
時
刻
に
重
ね
あ
わ
せ
る
刻
印
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
べ
て
が
再
度
同
じ
状
況
に
な
り
、
ふ
た
つ
の

時
間
は
ま
さ
に
一
致
し
っ
つ
あ
る
、
そ
の
と
き
、
「
お
り
し
も
鐘
は
一
時
を
打
ち
ー
」
と
語
る
バ
ナ
ー
ド
t
の
こ
と
ば
を
追
う
よ

⑳

う
に
、
い
ま
も
ま
た
一
時
の
鐘
が
鳴
り
響
く
、
の
で
は
な
い
か
。

亡
霊
の
こ
の
時
点
で
の
出
現
は
、
バ
ナ
ー
ド
ー
の
沈
黙
を
引
き
受
け
、
中
断
さ
れ
た
語
り
を
現
在
に
引
き
継
ぎ
な
が
ら
完
成
さ
せ
、

し
た
が
っ
て
、
そ
の
接
点
と
し
て
の
鐘
の
音
は
重
大
な
意
味
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
ト
書
き
は
た
だ
亡
霊
の
登
場
を
記
す
の
み
だ
が
、

せ
り
ふ
の
暗
示
性
を
こ
こ
ま
で
読
み
込
ん
で
、
存
在
し
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
ト
書
き
を
補
う
こ
と
は
こ
の
場
合
必
須
で
さ
え
あ
る
。

古
版
本
に
そ
の
ト
書
き
の
な
い
ま
ま
、
し
か
し
自
明
の
こ
と
と
し
て
当
時
迷
わ
ず
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
以
上
の

解
釈
に
加
え
、
は
る
か
に
機
械
的
技
術
的
な
要
素
も
演
出
上
の
契
機
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
h
h
T
h
e
b
e
l
〓
h
e
n

b
e
a
t
i
n
g
O
n
e
L
。
と
い
う
最
後
の
一
行
は
弱
強
リ
ズ
ム
の
三
歩
で
切
れ
、
頭
韻
を
踏
ん
で
強
調
さ
れ
る
.
.
b
e
三
.
と
.
.
b
e
P
t
.
.
と
、
そ

し
て
㌔
n
e
。
と
が
、
物
語
の
平
面
か
ら
跳
躍
し
て
、
ト
書
き
に
代
る
指
示
性
を
も
ち
得
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

劇
で
鐘
を
打
つ
ト
.
b
e
a
t
。
.
の
唯
一
の
例
は
こ
こ
に
あ
り
、
.
-
s
t
r
i
k
e
一
.
や
.
ざ
三
.
の
と
き
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
.
.
b
e
P
t
i
n
g
.
.
と
い
う

現
在
分
詞
形
が
、
実
際
に
鐘
を
鳴
ら
す
同
時
進
行
の
演
出
に
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
。

こ
の
行
末
の
パ
ン
ク
チ
エ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
㍉
.
b
e
a
t
i
n
g
O
n
e
1
3
と
ダ
ッ
シ
ュ
を
つ
け
た
の
は

ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ウ
が
最
初
で
、
古
版
本
は
す
べ
て
㍉
.
b
e
註
n
g
O
n
e
.
.
.
と
終
止
し
て
い
る
。
ロ
ウ
の
改
変
は
あ
く
ま
で
物
語
事
情

を
優
先
さ
せ
、
続
け
ら
れ
る
べ
き
バ
ナ
ー
ド
I
の
こ
と
ば
が
亡
霊
の
突
然
の
登
場
に
よ
っ
て
不
本
意
に
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
を
表
わ
し

て
い
る
、
と
見
れ
ば
、
一
方
古
版
本
か
ら
は
、
音
響
効
果
を
予
定
し
た
上
演
の
タ
イ
、
、
、
ン
グ
が
感
じ
と
れ
、
鐘
の
音
を
待
ち
か
ま
え

る
役
者
の
息
づ
か
い
が
聞
き
と
れ
る
。
ま
た
、
「
亡
霊
登
場
」
(
占
n
t
e
r
G
h
O
S
t
.
J
と
書
か
れ
た
ト
書
き
の
位
置
に
も
異
同
が
あ
り
、



ク
ォ
ー
ト
版
で
は
.
了
b
e
a
t
i
n
g
O
n
e
㌧
-
の
直
後
、
フ
ォ
リ
オ
版
で
は
そ
の
あ
と
マ
ー
セ
ラ
ス
の
、
「
静
か
に
/
話
を
や
め
ろ
」

(
.
碧
a
C
e
.
b
完
P
k
t
h
e
e
O
翠
L
屋
(
こ
れ
だ
け
で
一
行
を
な
し
、
以
下
は
次
行
に
移
さ
れ
て
い
る
)
の
次
、
十
八
世
紀
の
諸
版
で
は
さ

ら
に
そ
の
あ
と
、
「
ま
た
現
れ
た
/
」
(
.
.
L
O
O
k
w
h
e
r
e
i
t
c
O
m
e
S
品
賢
T
L
g
)
の
次
と
、
ま
す
ま
す
先
へ
移
行
し
て
ゆ
く
。
「
現
わ
れ

た
」
と
い
う
せ
り
ふ
に
応
じ
て
亡
霊
を
登
場
さ
せ
る
手
順
は
、
当
時
の
舞
台
事
情
に
お
け
る
一
般
的
登
場
形
式
に
は
見
あ
っ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
逐
語
的
な
こ
と
ば
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
バ
ナ
ー
ド
ー
の
現
前
性
の
語
り
、
一
時
を
打
つ
鐘
の
音
、
そ
し
て
亡

霊
の
登
場
と
い
う
緊
密
な
二
体
構
造
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
き
に
下
し
た
暫
定
的
な
結
論
で
は
、
演
出
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
せ
り
ふ
と
ト
書
き
と
を
並
置
し
た
の
み
だ
が
、
こ
こ
で
、
ト

書
き
も
と
き
に
せ
り
ふ
か
ら
読
み
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
修
正
す
る
こ
と
に
な
る
。
存
在
し
な
い
ト
書
き
を
せ
り
ふ
よ
り
積

極
的
に
引
き
出
し
、
存
在
す
る
ト
書
き
を
せ
り
ふ
の
な
か
に
正
し
く
位
置
づ
け
る
ー
さ
し
あ
た
り
鐘
の
音
に
限
っ
て
展
開
し
て
き

た
以
上
の
議
論
が
、
し
か
し
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
全
体
の
せ
り
ふ
と
ト
書
き
と
の
諸
開
係
の
解
明
に
ど
こ
ま
で
有
効
な
の
か
。
ひ
い

て
は
、
残
存
す
る
古
版
本
だ
け
か
ら
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
の
実
体
を
い
か
に
し
て
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
大
き
な
問

題
は
や
は
り
今
後
の
課
題
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。

注
①
以
下
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
か
ら
の
引
用
は
、
表
記
お
よ
び
幕
・
場
・
行
に
関
し
て
は
リ
ヴ
ァ
ー
サ
イ
ド
版
(
慧
こ
野
望
鼓
品
評
号
音
S

e
d
・
G
・
出
訂
k
e
B
0
=
E
昌
n
S
.
.
t
巴
・
"
景
O
u
g
h
冒
D
M
i
き
3
こ
笥
凛
を
も
と
と
し
、
古
版
本
は
じ
め
他
の
諸
版
の
参
照
は
本
文
中
で
そ
の
つ

ど
言
及
す
る
。
訳
文
は
拙
訳
に
よ
る
が
、
原
文
の
も
つ
問
題
点
を
忠
実
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
語
順
や
改
行
等
を
そ
の
ま
ま
に
あ
え
て
直
訳
し

た
部
分
、
あ
る
い
は
本
稿
の
文
脈
に
応
じ
て
同
一
原
文
の
訳
を
変
え
た
部
分
が
あ
る
。

⑧
C
-
P
r
k
a
n
d
W
r
i
g
h
t
(
e
d
・
)
I
T
h
e
C
-
p
r
e
n
d
O
n
P
r
e
s
s
S
e
r
i
e
s
(
g
q
N
)
-
1
i
t
e
d
b
y
H
O
r
a
C
e
ロ
O
W
P
r
d
『
u
r
n
e
s
s
(
e
d
.
)
-
b
が
乳
へ
二
A

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音



『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音

2
e
w
く
a
r
i
O
r
u
m
E
d
i
t
i
O
n
O
へ
S
h
a
k
e
s
p
e
P
r
e
い
D
O
く
e
r
P
u
b
】
i
c
a
t
i
O
n
S
∵
器
∽
)
-
p
.
N
.

⑨
胃
a
邑
d
l
e
n
k
i
n
s
(
e
d
・
)
.
蜃
=
計
二
T
h
e
A
r
d
e
n
S
h
p
k
e
s
p
e
P
r
e
い
M
e
t
h
u
e
n
∵
墨
N
)
.
p
.
-
試

④
P
h
.
b
.
㌦
u
p
O
n
3
‥
の
.
C
f
・
E
.
A
.
A
b
b
O
t
t
I
ゝ
h
註
ぎ
甘
§
計
れ
ざ
ヨ
漂
ユ
M
a
c
m
≡
P
n
二
篭
芦
∽
-
芦

⑤
P
h
b
.
.
.
ぎ
O
u
㌔
‥
丹
㌔
d
e
か
ロ
i
t
e
t
i
m
e
i
n
g
e
n
e
r
巴
=
由
紀
息
甘
計
、
軋
、
y
q
巾
呂
O
C
C
P
S
i
O
n
.
3
第
一
ク
ォ
ー
ト
で
は
こ
こ
が
㌔
p
O
n

y
O
u
r
W
a
t
C
h
3
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
ク
ォ
ー
ト
版
の
参
照
は
、
ゝ
ヽ
R
紅
ヨ
鞋
q
h
へ
3
㌢
鼠
h
計
計
も
昌
ミ
Q
g
ミ
ミ
∵
∽
S
u
e
d
∈
己
訂
r

t
h
e
s
u
p
e
r
く
i
s
i
O
n
O
へ
T
.
〇
t
s
u
k
a
(
N
p
n
r
n
・
d
0
-
-
3
∽
)
に
よ
る
。

⑥
声
H
.
勺
u
=
e
S
S
(
e
d
.
)
.
尽
.
へ
駁
.

⑦
ち
な
み
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
で
は
J
a
c
k
.
.
と
い
う
時
計
の
鐘
つ
き
人
形
が
た
び
た
び
引
き
あ
い
に
さ
れ
る
(
無
.
へ
計
も
ヽ
J
く
.
ヂ
合
い

短
へ
計
も
七
♪
宗
.
i
i
L
忘
∵
コ
≡
盃
も
ゝ
違
達
1
-
H
,
く
i
.
笥
)
。

⑧
1
.
R
.
H
巴
e
-
L
君
ミ
賢
昌
へ
ヽ
句
S
尽
♪
芯
e
l
a
b
Q
(
C
O
-
】
i
n
s
∵
S
}
)
-
p
p
.
-
N
⊥
P

⑨
b
F
率
W
h
P
t
h
O
u
r
n
O
W
～

き
「
.
I
t
h
i
n
k
i
t
-
g
k
s
O
蝿
t
w
e
-
ト

塗
§
二
苦
二
二
s
s
t
r
0
0
k
.

染
)
ヽ
.
I
n
d
e
e
d
～
H
h
e
P
r
d
i
t
n
O
t
.
(
H
∴
く
.
㌣
∽
)

⑩
l
O
h
n
D
O
d
e
M
W
i
-
s
O
n
(
e
d
・
)
I
h
訂
軋
已
(
T
h
e
2
2
葛
S
h
P
k
e
s
p
e
a
r
e
い
C
p
m
b
r
i
d
g
e
U
n
i
く
.
P
r
e
s
s
二
¢
∽
宴
p
.
U
.

⑪
一
九
八
四
年
八
月
、
ス
ト
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
。
ロ
ン
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ
演
出
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
リ
ー
ス
主
演
。

⑳
外
山
滋
比
古
『
異
本
論
』
(
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
)
。

⑱
第
一
ク
ォ
ー
ト
は
.
.
E
n
t
e
r
t
w
O
C
e
n
t
i
n
e
㌃
㌧
.
の
み
で
、
ト
.
s
p
e
e
c
h
p
r
e
許
.
.
に
も
固
有
名
詞
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
、
フ
ォ
リ
オ
版

の
参
照
は
、
㌣
曾
し
き
ミ
旨
も
白
へ
紅
S
詳
日
当
計
曳
ぎ
こ
芭
針
鼠
わ
ざ
ぎ
首
眉
p
r
e
P
P
r
e
d
b
y
C
h
P
L
t
O
n
}
崇
n
m
P
n
(
W
.
W
.
N
O
r
t
O
n
.

-
票
∞
)
に
よ
る
。

⑭
外
山
滋
比
古
「
S
h
P
k
e
s
p
e
a
r
e
の
S
t
a
g
e
D
i
r
e
C
t
i
O
n
」
、
一
九
五
六
年
(
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
近
代
』
所
収
、
研
究
社
、
一
九
七
七
年
、

六
二
-
〓
一
貫
)
。
G
舎
巴
d
E
p
d
e
s
詳
n
t
訂
y
-
h
訂
評
亀
昌
害
毒
札
告
的
㌣
計
ミ
ミ
(
U
n
i
ざ
O
f
N
e
b
r
P
S
k
a
P
完
S
S
.
㍍
票
)
.
p
p
.
S
-
①
い
.



A
-
p
n
C
.
D
e
s
s
e
n
.
知
謀
鼓
ぎ
吏
昌
し
ぎ
ち
二
〇
壷
≒
邑
賢
漂
白
ミ
∵
改
訂
ざ
謹
ヽ
ミ
月
号
寒
等
二
C
P
m
b
r
i
d
g
e
U
n
i
く
・
P
r
e
s
s
こ
恕
卓
p
p
・
思
畠
か
・

⑬
玉
泉
八
州
男
『
女
王
陛
下
の
興
行
師
た
ち
』
(
芸
立
出
版
、
一
九
八
四
年
)
、
一
八
七
-
八
頁
。
た
だ
、
観
客
の
質
に
も
よ
る
が
、
彼
ら
が
タ

イ
ト
ル
に
ま
っ
た
く
無
関
心
だ
っ
た
は
ず
は
な
く
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ボ
ー
モ
ン
ト
の
『
輝
け
る
す
り
こ
ぎ
の
騎
士
』

(
一
六
〇
七
年
)
で
、
プ
ラ
カ
ー
ド
に
書
か
れ
た
「
ロ
ン
ド
ン
の
商
人
」
と
い
う
劇
中
劇
の
タ
イ
ト
ル
が
劇
中
の
観
客
に
問
題
化
さ
れ
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
。

⑲
T
胃
h
i
s
c
h
w
i
t
N
.
C
i
t
e
d
b
y
H
.
H
.
F
u
r
n
e
s
s
(
e
d
.
)
-
令
へ
ヂ
P
L
.

⑲
1
0
h
n
C
r
巴
昌
呂
d
A
d
p
m
s
-
さ
ぎ
墨
資
b
首
を
蜜
㌻
き
ふ
ぎ
骨
=
達
こ
誉
尽
き
蓬
-
思
N
・
菅
泰
男
『
S
h
a
k
e
的
p
e
P
r
佃
の
劇
場
と

舞
台
し
(
あ
ぼ
ろ
ん
社
、
一
九
六
三
年
)
、
八
七
-
九
一
頁
。

⑱
l
O
h
n
B
P
r
t
訂
t
t
(
e
d
シ
ゝ
き
ざ
…
温
へ
ぎ
隻
語
へ
旨
ミ
計
さ
這
二
葺
計
こ
監
㌻
旨
さ
ぎ
良
二
ざ
ま
ぷ
如
こ
ざ
磨
琶
㌻
:

b
ヽ
も
ヨ
註
こ
き
を
云
ご
ざ
計
号
室
=
註
ご
こ
恵
甘
さ
迂
3
六
g
ミ
諌
衰
:
:
計
h
ミ
(
M
P
C
m
≡
P
n
こ
①
N
N
)
・

⑩
C
n
S
i
g
u
r
d
ロ
u
r
c
k
h
P
r
d
t
.
h
訂
計
与
奪
…
こ
評
…
ぎ
(
P
r
i
コ
C
e
t
O
n
U
n
i
く
・
P
r
e
s
∽
-
-
霊
∽
)
-
p
p
.
†
-
}
・

⑳
こ
の
間
題
自
体
が
実
は
安
易
な
解
決
を
許
さ
ず
、
当
時
の
ト
書
き
表
記
に
舞
台
言
語
(
よ
w
i
t
h
i
n
.
.
な
ど
)
と
物
語
言
語
(
.
J
n
s
h
i
p
b
O
P
r
d
一
.

な
ど
)
と
が
混
在
し
て
い
た
事
実
か
ら
、
ト
書
き
の
内
容
す
な
わ
ち
実
際
の
演
出
の
形
と
単
純
に
は
言
い
き
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
座
付
作
者

で
あ
っ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
限
り
、
ト
書
き
そ
の
も
の
が
劇
作
家
の
虚
構
意
識
で
の
み
書
か
れ
た
例
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合

で
も
、
た
と
え
ば
.
.
T
h
e
c
O
C
k
c
r
O
W
S
.
.
が
第
一
ク
ォ
ー
ト
(
役
者
の
記
憶
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
)
や
第
一
フ
ォ
リ
オ
(
上
演
用

台
本
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
)
に
は
記
さ
れ
て
い
ず
、
第
二
ク
ォ
ー
ト
(
作
者
の
自
筆
原
稿
が
も
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
)
だ
け
に
し

か
な
い
と
い
う
事
実
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
個
人
の
意
図
と
別
に
上
演
で
は
鶏
が
鳴
か
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
を
十
分
秘
め
て
い
る
。

㊨
岡
本
靖
正
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
ト
書
き
川
」
(
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
第
二
十
八
集
、
一
九
七
六
年
)
、
八
四
頁
。

㊨
A
F
n
C
・
D
e
s
s
e
n
.
卓
へ
謎
∵
担
ぎ
良
ミ
計
S
h
ざ
昌
岩
も
慧
ご
吏
!
3
㌢
§
さ
⊥
ぜ
鴎
T
h
e
U
n
i
く
.
〇
↓
N
O
r
t
h
C
P
r
O
-
i
n
P
P
r
e
s
s
L
3
3
.

㊨
拙
稿
「
S
h
a
訂
s
p
e
a
r
e
劇
に
お
け
る
へ
不
在
)
の
意
味
」
(
『
英
文
学
研
究
』
第
六
十
一
巻
、
第
二
号
、
一
九
八
四
年
)
参
照
。

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
冒
頭
、
鐘
の
音


