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攣
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憲
媛

美
の
具
象
牲

深
　
田
　
康
　
算

園

　
ダ
オ
蓄
ル
タ
ヨ
・
ぺ
寂
タ
書
は
其
　
『
交
藝
復
溜
ハ
』
　
の
巾
・
　
『
ヂ
ョ
　
ル
ヂ
ヨ
　
『
ネ
涙
』
　
の
出
早
の
初
に

於
《
次
の
様
な
事
を
云
っ
て
居
る
ら

『
多
く
の
蓮
俗
な
批
評
に
於
て
は
、
詩
、
音
樂
及
び
絡
書
一
種
々
な
る
墨
髭
作
品
の
総
て
が
、
唯
同

　
　
　
　
　

じ
一
つ
の
想
豫
的
患
想
の
異
な
ウ
た
る
表
現
に
過
ぎ
繊
と
せ
ら
れ
、
同
じ
蝋
つ
の
内
容
が
絡
書
に

着
て
は
色
彩
の
媒
介
に
よ
ム
、
膏
樂
に
於
て
は
昔
に
払
う
、
蒔
に
於
て
は
節
奏
を
有
す
る
言
語
に
依

り
て
、
恰
玄
同
】
の
思
、
想
が
種
々
覚
る
國
語
に
蘇
課
せ
ら
れ
る
如
く
に
，
種
々
な
る
形
式
に
謬
出
せ

ら
れ
る
の
だ
と
見
尊
き
れ
て
居
る
け
れ
ど
略
、
そ
れ
は
談
で
あ
る
。
其
様
に
見
る
蒔
は
．
二
二
に
於

け
る
威
畳
的
要
素
が
、
從
っ
て
其
れ
と
共
に
豊
野
に
於
け
る
翼
に
藝
術
的
孜
る
竜
の
＼
殆
ん
ど
総

て
が
、
弼
等
意
味
な
き
竜
の
と
な
っ
て
し
ま
5
。
之
れ
と
は
正
反
封
な
見
方
一
t
各
種
警
告
の
威



　
　
面
的
材
料
が
夫
々
他
の
如
何
な
る
形
式
に
竜
糠
課
さ
れ
得
綴
特
殊
の
美
の
檬
相
を
有
す
る
こ
と
．

　
　
種
類
に
煮
て
全
く
異
な
れ
る
溺
檬
の
師
象
を
輿
へ
る
竜
の
な
る
こ
と
…
の
十
分
な
る
理
解
が
，

　
　
二
品
の
心
術
批
評
の
始
め
で
あ
る
。
・
侮
故
な
ら
ば
、
藝
術
は
輩
な
る
威
畳
の
み
に
訴
へ
る
の
で
は

　
　
な
く
、
軍
な
る
理
知
の
み
に
訴
へ
る
の
で
は
荷
更
な
く
し
て
、
威
畳
を
通
し
て
『
想
、
像
、
論
議
埋
－
性
』
：
に

　
　
訴
へ
る
の
で
あ
、
る
故
に
、
美
の
諸
種
類
若
し
く
は
無
稽
の
諸
種
類
は
、
良
ら
威
畳
的
二
品
其
竜
の
㌧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
へ

　
　
中
に
於
け
る
種
類
の
差
異
に
相
減
し
て
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
威
畳
的
所
興
に
於
け

　
　
る
種
類
の
差
異
は
爵
ら
美
の
種
類
藝
術
の
種
類
に
於
け
る
差
異
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
そ
の
故
転
各
種
の
藝
術
は
夫
々
舞
自
ら
に
特
有
白
点
の
形
式
に
は
翻
議
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
．

　
　
威
畳
的
魅
力
を
有
し
て
居
る
。
，
想
像
に
訴
へ
る
所
の
様
式
を
、
夫
々
異
安
し
て
居
る
。
自
己
に
特

　
　
有
な
る
材
料
へ
威
畳
的
媒
介
物
）
に
勢
し
て
．
特
に
共
れ
に
相
増
し
な
け
れ
ば
な
ら
臓
と
云
ふ
責

　
　
任
を
各
の
藝
術
は
有
し
て
居
る
。
審
美
酌
批
評
の
職
務
の
一
は
、
乱
漫
の
限
界
を
明
確
に
す
る
こ

　
　
と
で
あ
る
。
輿
へ
ら
れ
尤
一
つ
の
藝
術
作
晶
が
其
特
有
の
材
料
に
甥
し
て
責
任
を
如
何
な
る
度

　
　
ま
で
果
し
て
居
る
か
を
測
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
絡
異
に
於
て
は
、
一
方
で
は
軍
な
る
（
詩
的
）
思
想

　
や
情
操
と
竜
異
な
う
、
叉
他
方
で
は
、
色
彩
や
轡
形
を
巧
み
に
露
理
し
得
る
、
軍
な
る
器
械
的
な
（
誰
に

．
㎜
ゼ
も
敏
へ
る
こ
と
の
出
馨
る
）
群
長
結
果
と
義
な
る
所
の
眞
の
襲
歯
魅
力
を
－
詩
に
於

　
　
　
　
　
　
契
の
具
搬
性
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
滋
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，

湿
て
は
畢
な
る
叙
事
や
劔
，
情
の
内
容
で
は
な
く
し
安
律
語
の
創
造
的
取
扱
ひ
方
か
ら
埋
る
尻
の
、
帥

．
｛　

ち
・
譲
ば
る
＼
時
に
始
め
て
現
は
れ
る
歌
の
要
素
か
ら
過
る
所
の
、
眞
の
詩
的
性
質
を
一
そ
し
、
て

　
野
飼
に
於
て
ば
、
翼
壁
な
る
晋
樂
的
魅
力
、
即
ち
共
衝
に
は
そ
れ
の
猫
特
な
る
形
”
式
か
ら
引
離
さ
れ

　
得
る
如
き
言
語
や
、
威
情
叉
は
思
想
の
内
容
や
の
存
在
を
許
さ
綴
筋
の
、
純
粋
に
音
響
的
な
る
も
の
、

　
を
－
見
定
，
め
る
も
と
で
あ
る
。
』
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
，
．
，
両
．
し
て
ベ
ー
タ
翫
に
從
，
へ
ば
ン
ツ
シ
ン
，
．
グ
の
『
ラ
オ
3
輩
ソ
』
，
は
，
詩
歌
と
宵
鳴
彫
刻
と
の
限

　
・
界
｝
線
を
劃
．
し
π
織
u
に
．
於
て
、
此
の
如
き
眞
正
の
批
評
に
向
っ
て
、
重
要
な
貢
献
を
爲
し
だ
の
で
あ
る
ゆ

　
然
し
な
が
ら
各
種
の
藝
・
術
は
、
此
の
如
く
夫
々
濁
．
特
な
印
象
の
領
域
を
占
有
し
、
他
に
翻
繹
す
る
こ

　
と
の
出
來
な
い
特
殊
の
魅
力
を
持
っ
て
縫
う
、
從
っ
て
審
美
的
批
評
の
第
一
歩
は
諸
藝
術
の
根
本

　
的
差
“
別
を
洞
察
す
る
乙
と
に
在
る
が
、
『
併
し
鋳
れ
の
藝
術
も
皆
、
濁
逸
批
評
家
の
所
謂
「
他
の
棒

　
の
疫
ら
ん
と
す
る
傾
向
」
に
基
い
て
、
或
他
の
藝
術
の
内
耳
に
轄
移
す
る
と
云
ふ
事
實
も
亦
認
め

　
ら
れ
る
。
邸
ち
諸
種
の
早
筆
は
、
夫
々
自
己
自
身
の
限
ら
れ
カ
る
駿
態
か
ら
部
分
的
に
脱
崩
す
る
。

　
そ
し
て
之
．
れ
に
依
っ
て
、
藝
術
は
、
勿
論
相
互
に
他
の
地
位
を
全
然
奪
取
し
て
其
れ
に
代
は
る
こ
と

　
は
．
出
身
な
い
け
れ
ど
も
、
相
互
に
．
薪
ら
も
き
カ
を
貸
し
合
ふ
こ
と
が
出
疑
る
。
　
さ
う
云
ふ
事
情
ゐ

　
ち
し
－
て
、
最
も
好
威
を
・
與
へ
る
晋
樂
の
或
種
類
は
恰
竜
圖
形
に
洵
っ
て
、
脚
ら
糟
書
聖
朋
確
さ
淀
向



　
つ
て
近
づ
か
ん
と
し
つ
＼
あ
る
竜
の
、
如
き
戚
を
輿
へ
る
の
で
あ
る
。
建
築
の
如
き
竜
亦
固
ま

　
う
其
自
身
に
濁
特
な
二
期
〔
而
か
竜
共
二
期
は
、
眞
の
建
築
家
蓬
自
分
が
能
く
知
っ
て
居
る
様
に
．
門

　
外
漢
の
容
啄
を
許
さ
覧
る
、
極
め
て
里
門
的
な
る
竜
の
で
あ
る
）
を
有
す
る
に
拘
は
ら
ず
、
時
と
し
て

　
は
（
例
へ
ば
バ
ー
3
ウ
の
ア
レ
霞
ナ
禮
拝
堂
の
如
く
緬
霞
の
條
件
に
、
時
と
し
て
は
（
例
べ
ば
ヂ
ヨ
ツ
ト

　
「
の
手
に
成
つ
π
フ
ロ
レ
ン
ス
の
鐘
楼
の
如
く
）
彫
刻
の
條
件
に
協
は
ん
と
罠
ざ
し
て
居
う
、
叉
疇

　
と
し
て
は
（
例
へ
ば
ロ
ァ
じ
ル
河
畔
の
古
城
に
見
ら
る
㌧
階
段
の
如
く
）
詩
趣
に
富
ん
だ
竜
の
竜
あ

　
乃
。
’
彫
刻
適
亦
上
玉
な
形
の
固
苦
し
い
二
巴
か
ら
脱
し
て
、
色
彩
若
し
く
は
其
祖
に
画
幅
つ
だ
竜

　
の
＼
印
象
に
趨
つ
．
て
憧
が
れ
て
居
る
。
詩
竜
亦
多
く
の
仕
方
で
、
弛
の
藝
術
の
指
導
を
受
入
れ
℃

　
居
る
。
　
：
：
・
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
藝
術
は
慧
智
の
歌
態
に
向
っ
て
憧
が
れ
つ
㌧
あ
る
。
何
故
な
ら

　
ば
、
音
樂
を
除
い
て
総
で
の
他
の
藝
術
に
於
て
は
、
内
容
を
形
式
か
ら
引
き
離
す
乙
と
が
出
來
る
、
少

　
く
と
竜
此
三
者
の
遮
劉
を
理
論
上
津
へ
る
こ
と
が
常
に
出
家
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
藝
術
の

　
不
断
の
努
力
は
實
に
恰
も
此
の
分
離
と
匹
甥
と
を
無
く
す
る
こ
と
に
在
る
か
ら
で
あ
る
。
’
例
ぺ
唖

　
ば
詩
の
軍
な
る
内
容
、
其
主
題
、
帥
ぢ
輿
へ
ら
れ
た
る
出
血
事
と
か
境
遇
と
か
、
又
縮
書
の
輩
な
る
内

　
容
、
轡
型
描
か
れ
疫
る
事
件
の
事
實
上
の
開
係
と
か
、
描
か
れ
髪
る
風
景
の
野
際
上
の
地
理
と
か
庇

㎜
の
如
き
内
容
朗
そ
れ
を
取
扱
象
形
式
若
し
く
は
精
紳
を
離
れ
て
嫉
何
物
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
繊

　
　
　
　
　
癸
の
具
象
糠
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七
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三
八

鰯
　
乙
と
、
此
形
式
此
取
扱
び
方
が
其
自
身
目
的
と
な
め
、
内
容
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
滲
透
す
べ
き
こ
と

一

　
一
之
れ
ば
総
て
の
藝
術
の
不
断
に
精
進
努
力
し
て
居
る
所
の
も
の
で
あ
う
、
そ
し
て
各
種
の
藝

　
徳
が
夫
々
二
つ
だ
程
度
に
於
て
成
し
逡
げ
て
居
る
癬
の
竜
の
で
あ
る
』
。
。
：
：
・

　
　
『
き
う
で
あ
る
か
ら
し
て
、
藝
衝
は
輩
な
る
理
知
か
ら
濁
糊
し
よ
う
と
常
に
努
め
て
居
る
。
純
輝

　
知
畳
の
封
象
と
な
ら
ん
こ
と
を
努
あ
て
居
る
。
其
主
題
若
し
く
は
題
材
（
内
容
）
に
封
ず
る
責
任
か

　
ら
逃
が
れ
や
う
と
し
て
居
る
。
詩
や
絡
書
の
理
想
的
改
る
作
品
と
は
、
さ
う
で
あ
る
か
ち
、
其
れ
の

　
構
成
要
素
が
緊
密
な
る
融
合
を
示
し
て
居
る
如
き
も
の
、
其
所
で
は
最
早
、
輔
方
，
に
於
て
，
，
ぽ
題
材
若

　
し
く
は
主
題
が
軍
な
る
理
知
、
の
み
に
ξ
訴
薫
ず
又
他
方
に
於
て
は
形
式
が
軍
に
目
性
は
耳
の
み
、
に

　
訴
へ
ず
、
形
式
と
内
容
と
が
一
致
し
融
合
し
て
渾
然
た
る
一
膿
と
し
て
『
想
像
的
理
性
』
し
「
此
複

　
合
的
能
ヵ
に
取
っ
て
、
、
は
、
如
何
な
る
思
「
想
も
野
卑
菰
る
威
情
竜
必
ず
其
れ
の
威
畳
的
類
似
即
ち
象

　
徴
と
双
、
生
、
的
，
で
あ
る
・
一
に
訴
へ
る
如
き
作
品
を
云
ぶ
』
。

　
　
而
し
て
『
此
「
の
穿
き
至
徳
の
理
想
、
此
の
如
き
内
容
と
形
式
と
の
垂
き
一
致
を
上
半
が
最
竜
完

　
全
に
實
現
す
る
。
音
樂
に
は
、
其
の
極
致
に
達
し
力
瞬
間
に
於
て
は
、
目
的
と
手
段
、
形
式
と
内
容
、
主

　
題
と
表
現
と
の
判
別
が
無
い
。
是
等
の
も
の
は
互
に
滲
擾
し
互
に
飽
和
し
合
ふ
。
其
故
に
総
べ

　
て
の
忍
術
は
皆
其
極
致
の
瞬
間
に
於
て
は
、
習
樂
に
鞭
っ
て
、
膏
樂
の
歌
態
に
向
っ
て
、
常
に
進
み
つ



㌧
あ
ウ
又
進
ま
ん
と
努
め
つ
＼
あ
る
竜
の
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
三
態
る
。
完
全
な
る
藝
術

の
眞
の
典
型
若
し
く
は
標
準
は
、
さ
う
で
あ
る
か
ら
し
て
、
詩
に
在
ウ
と
草
庵
よ
か
は
寧
ろ
音
樂
に

在
参
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
其
故
に
假
令
各
の
藝
術
は
、
互
に
融
通
す
る
こ
と
の
出
時
な
い
要
素

と
、
他
に
魏
託
す
る
こ
と
の
爵
來
な
い
印
象
の
系
列
と
、
想
像
的
理
性
に
訴
へ
る
爲
め
の
特
殊
の
様

式
と
を
夫
々
有
し
て
居
る
と
は
云
へ
、
総
て
の
藝
術
は
憶
断
売
ず
膏
樂
の
．
工
期
若
し
く
は
原
理
に

向
っ
て
、
膏
樂
の
み
が
完
全
に
實
現
す
る
所
の
状
態
に
向
っ
て
、
蓮
ま
う
と
努
力
し
て
居
る
と
悉
っ

て
竜
差
支
は
な
！
い
』
。幽

國

亀

　
　
諭
i
趣
ハ
、
象
，
増
長
＠
臨
馴
一
臼
駒
，
誤
，
な
ぎ
立
場
は
．
血
私
の
考
へ
る
所
で
は
、
上
し
に
触
比
い
弘
κ
ぺ
「
タ
｝
の
「
菰
㎜
に

　
於
て
画
竜
明
ら
か
に
見
定
め
ら
れ
、
叉
最
も
雄
辮
に
蓮
べ
ら
れ
て
居
る
と
思
ふ
α
其
所
に
は
併
し

　
先
づ
三
つ
の
識
に
含
ま
ユ
て
居
る
、
四
っ
て
三
つ
の
顯
を
颪
肥
す
る
こ
と
が
韻
摩
る
。
　
そ
し
て
其

　
讐
－
は
べ
奮
タ
｝
が
用
ゐ
π
三
つ
の
語
に
依
っ
て
吾
や
の
注
意
に
上
っ
て
來
る
。

　
　
　

　
　
一
美
に
於
け
る
域
畳
曲
婁
素
若
し
く
ば
鴬
能
的
材
料
の
高
調
尊
Q
窪
聲
。
羨
鷺
Φ
彰
窪
瞥
　
郎
ち
紮
網

　
　
ぐ

闘
は
、
美
的
写
象
に
於
け
る
域
畳
的
要
素
醤
鞭
鋼
へ
ば
思
想
を
代
表
す
る
と
考
へ
ら
る
㌧
言
語
の
如
丸

　
　
　
　
　
美
の
鈍
、
象
韓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
＾
勤

、
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。
闘
O

㎜
符
號
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
億
な
い
と
添
ふ
こ
と
、
他
の
爲
あ
に
役
立
つ
の
で
は
な
く
し
て
、
其
跨
ら

三

　
意
味
を
有
す
る
と
云
ム
鮎
で
あ
る
。
官
能
的
材
料
ば
美
に
於
て
は
容
器
苦
し
く
は
道
具
・
で
は
な

　
い
。
諸
藩
に
於
て
走
錨
的
色
彩
や
線
條
を
忌
む
如
く
に
総
て
の
美
的
野
象
に
於
て
、
其
禽
ら
意
味

　
を
有
し
、
な
い
威
畳
的
要
素
が
忌
ま
れ
惹
。
而
し
て
如
何
な
る
程
度
ま
で
美
が
客
畳
酌
所
奥
「
に
依

　
っ
て
旨
左
右
、
せ
ら
れ
如
何
程
ま
で
、
美
の
印
象
の
礎
化
が
威
畳
的
所
々
の
菱
化
に
粗
鷹
す
る
か
と
云

　
ふ
乙
と
は
、
例
へ
ば
、
原
叢
と
其
軍
楽
と
め
相
蓮
、
大
理
石
像
と
青
銅
像
と
の
差
異
が
能
く
之
れ
を
指

　
示
し
て
居
る
。
美
に
於
て
．
藝
術
に
起
て
、
翼
に
藝
衝
的
な
る
竜
の
眞
に
美
的
な
竜
の
㌧
殆
ん
ど
総

　
て
が
感
畳
に
在
る
と
云
ふ
の
は
、
帥
ち
美
が
具
象
性
を
有
す
る
，
と
云
・
ふ
乙
と
の
一
つ
の
意
味
で
あ

　
る
。
威
畳
性
と
は
具
象
牲
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
　

　
　
二
想
線
的
理
春
望
。
・
σ
Q
貯
暮
署
Φ
δ
器
o
F
　
美
的
封
書
が
軍
な
る
滋
雨
に
で
は
な
く
、
輩
な
る
理
知

　
　
（

　
に
で
は
爾
更
な
く
し
て
、
想
像
的
理
性
に
與
璽
ら
れ
る
と
云
ふ
時
、
想
像
的
と
は
云
ふ
迄
竜
な
く
理

　
論
的
推
理
的
に
幽
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
。
想
像
的
理
性
に
訴
へ
る
所
の
美
的
封
象
が
像
で
あ

　
る
こ
と
即
ち
抽
象
的
で
な
く
、
具
象
的
で
あ
る
こ
と
は
云
ム
雨
竜
な
い
っ
其
意
味
で
美
に
具
象
性

　
が
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榔

　
　
　

　
　
三
無
前
知
畳
彪
お
娼
2
8
営
δ
戸
　
第
三
に
ぺ
置
タ
「
は
藝
術
　
即
ち
美
的
封
象
が
軍
な
る
理
知
か

　
　
（



　
ら
猫
心
し
よ
う
と
し
、
主
題
若
し
く
は
題
材
に
封
ず
る
責
任
を
康
棄
し
よ
う
と
す
る
、
そ
し
て
純
粋

　
知
畳
に
訴
へ
る
竜
の
と
な
ら
う
と
し
て
居
る
と
云
っ
て
居
る
っ
純
量
知
畳
の
封
象
と
は
知
「
畳
に

　
・
於
け
る
’
直
接
駈
與
で
あ
る
。
知
畳
に
興
へ
ら
れ
だ
る
所
の
も
の
を
典
儘
受
取
る
ε
は
、
即
ち
或
物

　
「
を
純
粋
知
畳
の
詠
出
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
と
は
・
云
は
Ψ
先
入
見
の
無
い
巴
云
、
ふ
ご

　
．
と
で
あ
ウ
、
下
瓦
転
所
興
を
吾
々
の
理
知
、
経
鹸
若
し
く
は
思
想
に
基
い
て
解
嘉
し
な
い
と
い
ふ
こ

　
と
で
あ
る
。
懸
れ
を
其
膚
ら
の
意
味
に
於
て
見
之
れ
を
依
他
的
意
殊
に
於
て
「
見
な
い
と
蓉
ふ
ご

　
」
と
や
あ
る
。
人
若
し
く
は
物
に
封
ず
る
時
、
吾
々
は
照
応
常
に
侮
等
か
の
專
門
的
職
業
的
見
地
に

　
立
っ
て
居
る
。
偶
物
見
遊
山
の
二
分
■
に
於
て
、
語
々
は
僅
か
に
此
常
習
癖
見
か
ら
脱
却
し
得
乃
に

　
過
ぎ
な
い
。
　
而
し
て
純
粋
諾
了
の
欝
象
を
此
の
如
く
に
曇
ら
す
所
の
も
の
吾
々
を
し
て
知
畳
「
的

　
、
所
與
を
其
あ
ム
の
ま
㌧
に
見
る
こ
と
を
得
せ
し
め
滋
所
の
も
の
は
概
念
で
あ
る
。
概
念
は
此
意

　
殊
に
於
て
吾
々
の
イ
ド
ラ
で
あ
φ
、
算
学
的
一
面
的
で
あ
る
鐵
に
於
て
抽
象
的
で
あ
る
。
而
し
て

　
吾
々
は
多
↑
は
恰
も
ジ
ユ
レ
ル
ヂ
ソ
q
。
書
例
氏
が
散
文
と
は
思
ひ
も
寄
ら
ず
蔓
て
長
年
日
常

　
語
を
語
っ
て
居
π
様
に
．
概
念
と
は
氣
附
か
ず
し
て
概
念
の
支
配
の
下
に
生
活
し
つ
㌧
あ
る
の
で

　
あ
る
。
純
粋
知
畳
の
封
象
で
あ
る
と
云
ぷ
こ
と
は
．
共
故
に
一
面
的
抽
象
的
で
な
い
と
云
ぷ
意
味

聯
に
於
て
又
具
象
的
で
あ
る
。
其
厨
か
ら
し
て
叉
美
は
即
ち
、
具
象
性
を
有
す
る
と
云
へ
る
。

　
　
　
　
　
美
の
具
象
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匹
酬

’



　
　
　
　
　
哲
學
研
究
　
第
三
＋
號
　
　
　
　
　
　
「
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

観
　
　
普
通
に
美
の
具
象
性
が
云
々
せ
ら
れ
る
隠
人
々
の
意
味
す
る
駈
の
も
の
㌧
中
に
は
、
勿
論
之
れ

1

　
以
外
に
諮
る
竜
の
が
あ
る
。
寧
ろ
多
《
の
場
合
に
，
於
て
は
、
美
的
藝
衛
的
甥
象
は
偶
物
叉
は
個
人

　
5
で
あ
っ
て
類
型
で
は
な
い
、
甲
某
若
し
く
は
乙
某
、
金
物
若
し
く
は
偉
物
で
あ
っ
て
、
人
問
噌
般
若
し

　
ゃ
は
物
其
も
の
で
な
い
と
云
ム
意
味
に
於
て
、
物
の
本
騰
人
問
の
本
性
で
は
な
．
く
其
種
々
相
其
偶

　
然
性
が
具
象
的
で
あ
る
と
云
ふ
意
味
に
於
て
、
美
め
具
象
性
が
云
は
れ
る
。
か
う
云
ふ
考
へ
方
か

　
ら
し
て
は
．
絡
書
彫
刻
な
ど
に
於
け
る
ア
レ
ゴ
リ
3
な
ど
で
さ
へ
、
や
は
ウ
或
佃
物
若
し
く
は
或
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奮
樗

　
人
が
、
一
般
性
若
し
く
は
抽
象
的
内
容
を
荷
ふ
竜
の
と
し
て
現
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
事
寳
な
ど
が

　
指
摘
せ
ら
れ
る
。
　
ヌ
入
や
物
の
本
質
と
は
一
見
・
關
係
な
き
竜
の
、
の
如
く
に
思
惟
さ
る
＼
細
部

　
の
描
爲
や
、
主
要
性
の
み
に
・
止
ま
ら
ず
し
て
残
ム
な
き
全
部
に
亘
る
か
の
如
く
に
見
ゆ
る
『
完
登
』

　
な
る
仕
上
げ
が
例
謹
と
し
て
引
か
れ
る
。
併
し
さ
う
云
ふ
見
方
に
封
し
て
廼
本
質
と
云
ひ
本
性

　
と
云
ム
こ
と
が
巳
に
一
義
的
で
は
な
い
と
注
意
す
る
な
ら
ば
夫
れ
で
十
分
で
あ
ら
う
。
ア
ジ
ス

　
ト
テ
レ
ス
の
正
野
に
云
ふ
如
く
、
劇
詩
は
悲
し
竜
ア
〃
キ
ビ
ア
デ
ス
の
事
實
云
つ
π
り
行
っ
た
う

　
し
た
総
て
を
描
寓
す
る
こ
と
を
其
任
務
と
し
な
い
。
　
彼
の
薯
名
な
獅
子
の
例
を
取
っ
て
、
藝
術
の

　
職
能
を
物
の
本
質
の
雪
靴
に
在
う
と
詮
い
詑
テ
『
ヌ
の
論
に
於
て
、
誤
り
は
そ
れ
が
本
質
を
云
つ

　
て
居
る
熾
に
在
る
の
で
は
な
く
、
唯
如
何
な
る
本
質
か
を
彼
が
能
く
考
へ
て
見
な
か
っ
π
織
に
・
存



105う

す
る
。
或
意
味
に
発
て
『
詩
は
更
よ
う
も
哲
西
的
で
あ
る
』
様
に
、
藝
術
に
も
科
學
に
並
び
得
る

普
遍
性
が
認
め
ら
れ
る
。
美
の
具
象
性
を
偶
然
性
の
廿
里
に
基
け
や
う
と
す
る
考
方
の
誤
な
る

べ
き
こ
と
は
．
首
夏
に
は
寧
ろ
本
質
主
義
、
漂
塗
凄
籍
ω
彰
き
と
偶
，
挫
，
享
義
…
｝
8
二
霞
薮
町
彫
と
㌧
も
呼
ば

る
べ
き
理
想
涙
と
爲
實
涙
と
の
、
国
典
に
於
け
る
伸
悪
る
き
併
し
隣
う
合
せ
な
る
共
有
の
事
實
の

み
で
も
が
、
已
に
吾
々
に
敏
之
て
居
る
所
で
あ
る
。
事
件
や
鐵
然
や
緬
物
や
個
人
の
特
殊
性
の
完

全
な
る
描
寓
の
上
に
美
の
具
象
性
を
基
け
る
試
み
は
、
完
全
な
る
模
倣
が
不
可
能
で
あ
う
無
盆
で

あ
る
限
ウ
、
不
可
能
で
あ
う
叉
無
盆
で
な
け
れ
ば
な
も
諏
。
個
性
と
特
殊
性
や
細
部
描
爲
と
完
全

な
る
仕
上
げ
や
に
封
ず
る
具
象
性
の
要
求
は
、
畢
覧
生
命
に
封
ず
る
要
求
と
し
て
、
滅
墨
池
要
素
の

高
調
と
想
像
的
理
性
及
純
灘
知
畳
の
封
象
π
る
べ
き
之
と
、
の
理
由
に
依
っ
て
の
み
始
め
て
其

正
當
さ
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
。
美
的
具
象
性
の
要
求
す
る
個
性
と
特
殊
性
と
は
、
降
雪
的
意
味

に
於
け
る
個
物
、
若
し
く
は
個
入
の
有
す
る
特
殊
性
若
し
く
は
具
象
性
で
は
な
い
。
美
的
具
象
姓

に
幸
し
て
云
へ
ば
、
後
者
は
寧
ろ
概
念
的
抽
象
性
を
の
み
持
っ
て
居
る
と
云
は
な
く
て
は
な
ら
澱
。

三

然
し
な
が
ら
美
の
具
象
性
に
饗
す
る
見
解
は
、
上
に
蓮
べ
尤
粗
野
な
る
も
の
に
於
て
の
み
な
ら

　
　
　
美
の
具
愈
牲
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ヨ



　
　
　
　
　
哲
學
研
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三
＋
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
甑

鄭
ず
、
ペ
レ
タ
3
の
．
議
論
の
中
に
於
て
さ
へ
術
雑
多
の
有
う
得
べ
き
誤
謬
と
混
威
と
が
含
ま
れ
易
い

1

　
之
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
綴
。
例
へ
ば
威
畳
的
要
素
の
高
調
か
ら
し
て
の
美
事
上
の
威
畳

　
説
や
、
威
動
的
要
素
即
形
式
の
考
か
ら
し
て
の
形
式
読
の
如
き
は
、
其
著
し
き
竜
の
で
あ
ら
う
。

　
　
嚢
術
作
晶
に
撃
墜
題
、
題
材
若
し
く
は
内
容
と
其
形
式
と
の
二
面
を
箆
署
す
る
こ
と
は
分
・
析
的

　
に
可
能
で
あ
乃
。
併
し
藝
術
作
品
の
藝
術
作
品
だ
る
所
は
云
、
《
迄
も
な
く
其
形
式
に
、
在
る
と
、
云

　
へ
る
。
さ
う
云
ふ
考
方
を
最
も
明
瞭
に
云
ひ
現
は
し
て
居
る
も
の
と
し
て
は
べ
書
タ
璽
の
外
例

　
へ
ば
シ
ル
レ
ル
や
グ
ジ
パ
戸
ッ
ア
『
の
語
を
引
く
こ
と
が
出
営
や
う
。
　
シ
ル
レ
戸
に
依
れ
ば

　
　
『
眞
に
美
的
な
る
藝
術
晶
に
於
て
は
内
容
は
何
事
を
竜
爲
さ
ず
、
形
式
が
併
し
総
て
を
爲
す
べ
き

　
で
あ
る
』
彦
¢
ざ
①
三
ノ
く
榊
二
三
旨
頃
募
魯
曾
窪
国
§
。
。
芽
Φ
旨
。
・
。
ぼ
鳥
鍵
屋
巳
蚕
男
爵
畠
ぎ
鎌
富
男
。
冠
三
三
2
些
＄
貯
銅
無
Φ
ぎ

　
伽
§
財
山
δ
竪
。
霧
亀
①
凶
自
己
H
．
含
氏
翁
。
・
Ω
霧
器
飾
霧
冒
麹
酸
畠
Φ
ξ
砦
邑
功
臣
Φ
昌
巳
同
撃
竃
旨
σ
q
①
σ
q
二
塁
窮
亀
①
置
凶
Φ
ぎ

　
閑
峯
津
。
σ
q
①
三
吉
ゆ
・
（
『
美
育
論
』
第
二
十
二
）
。
　
グ
リ
ル
パ
、
π
ッ
ァ
塗
に
依
れ
ば
（
今
案
揚
幕
に
引
用
す
べ

　
き
句
と
し
て
は
シ
ル
ン
ル
の
上
の
句
よ
蚤
竜
グ
リ
卿
パ
ア
ッ
ア
罫
の
此
丈
の
方
が
適
當
な
る
ど

　
は
云
ふ
迄
竜
な
い
）
『
形
式
が
藝
術
に
於
て
最
高
の
も
の
だ
と
云
ふ
の
は
．
勿
論
誤
で
あ
る
。
「
併
し

　
藝
術
に
於
て
は
最
高
な
る
勇
の
は
、
そ
れ
が
形
式
に
於
て
現
は
れ
る
限
ウ
に
於
て
の
み
、
詳
し
く
云

　
へ
ば
、
そ
れ
を
藝
術
家
が
軍
に
考
へ
若
し
く
は
威
じ
た
と
云
ふ
麦
け
で
な
く
し
て
．
心
に
在
る
竜
の



　
を
適
切
に
描
き
出
し
た
限
ウ
に
於
て
の
み
、
或
物
疫
ゐ
得
る
』
盛
路
費
轟
。
・
蓉
霧
室
。
。
◎
｝
ど
衛
器
。
。
疑
鶏
。
諺

　
働
器
国
ぴ
＆
置
碁
山
霧
性
霊
。
。
募
Φ
二
巴
舞
働
鍵
璃
α
。
｝
轟
Φ
富
酔
言
無
題
趨
壽
馨
薫
二
塁
。
暁
Φ
鐸
穿
く
羨
】
法
Φ
ω
貯
紐
弓
周
。
毒

　
　
Φ
議
。
げ
Φ
圃
自
重
」
】
」
拶
酸
。
馬
Φ
養
蚕
要
脚
図
｛
μ
塞
け
霞
雛
帥
。
ま
露
。
。
・
訟
σ
Q
鑑
観
客
庄
山
Φ
置
篤
導
恥
窪
幅
。
・
8
旨
旨
号
・
・
＜
o
茜
¢
馨
巴
8

　
蝕
魯
ポ
舞
ρ
口
琴
尋
鴨
の
乾
一
日
遅
叶
き
う
で
あ
、
る
か
ら
し
で
、
内
容
は
藝
衛
に
於
て
は
打
勝
だ
る
べ
き
も

　
の
で
あ
套
、
『
大
家
の
「
秘
密
は
實
に
形
式
に
依
う
て
内
容
を
滅
却
す
る
こ
と
に
存
す
る
』
と
云
へ
．

　
る
・
此
意
味
ぞ
高
調
せ
ら
る
、
＼
形
式
は
、
云
ぶ
迄
竜
な
く
観
古
言
理
想
涙
に
就
て
の
み
云
は
れ
る

　
形
式
で
は
な
く
、
叉
総
・
て
の
内
容
に
濤
ら
、
俘
ふ
所
の
形
式
で
も
な
い
。
寧
ろ
要
，
求
周
○
温
品
謹
α
q
と
し

　
て
φ
形
式
で
あ
，
ウ
、
そ
し
て
藝
衝
家
自
身
に
取
っ
て
は
倣
ふ
べ
き
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、
其
製
作

　
の
背
後
に
或
は
意
識
せ
ら
れ
ざ
る
カ
と
し
て
働
て
唱
の
で
あ
る
。
而
し
て
形
式
は
藝
術
家
の
側

　
か
鉦
・
云
へ
ば
其
れ
に
依
っ
て
内
な
る
も
の
が
外
に
現
は
る
＼
途
で
あ
釦
、
観
照
者
の
．
側
か
ら
云
へ

　
ば
、
内
な
る
竜
の
へ
入
蚕
込
む
、
所
の
遽
で
あ
る
。
内
外
の
交
渉
の
地
鮎
と
し
て
，
そ
は
當
然
威
畳
的

　
で
汽
な
〔
け
。
れ
ば
な
ら
・
な
．
い
。
　
カ
ン
ト
の
語
を
借
・
9
て
云
へ
ば
美
的
沖
魚
階
は
威
性
的
に
し
て
理
性
的

　
な
る
存
在
者
　
建
の
塁
◎
｝
δ
学
理
繭
8
剛
辱
母
菖
窺
露
0
9
Φ
謂
Φ
器
⇔
に
の
み
興
へ
ら
れ
る
。

　
　
饗
し
門
出
的
要
素
の
高
・
調
と
形
式
の
重
要
親
窪
し
く
は
唯
一
競
と
は
、
一
面
に
於
て
美
の
具
象

脚
性
の
當
然
の
理
由
で
あ
る
と
共
に
福
面
に
於
て
は
、
総
て
の
内
容
の
蔑
麗
に
よ
軌
藝
術
の
或
種
類

　
　
　
　
　
美
の
具
象
牲
　
　
、
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
折
幽
　
慰
Ψ
　
研
　
　
究
　
　
　
鷹
罪
　
一
一
一
十
　
難
脚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畷
［
山
ハ

嚇
を
藝
術
と
し
て
不
可
能
な
ら
し
め
る
槻
を
呈
す
る
こ
と
に
よ
軌
美
の
具
象
性
を
否
定
せ
し
む
べ

一

　
き
強
き
論
衡
と
竜
な
う
得
る
。
例
へ
ば
ぺ
監
タ
f
が
．
書
樂
の
献
態
を
以
て
藝
衛
の
極
致
と
見
微

　
す
議
論
の
如
き
は
（
實
は
さ
5
誤
解
し
て
は
な
ら
澱
の
で
あ
る
け
れ
ど
竜
）
少
く
と
蔦
詩
を
し
て
藝

　
術
完
ら
し
あ
ざ
る
か
の
疑
を
惹
起
さ
し
め
る
に
＋
分
で
あ
う
、
而
し
て
其
故
に
彼
の
根
本
主
義
禿

　
る
翼
壁
的
要
素
の
高
調
を
警
衛
の
原
理
と
し
て
適
當
な
ら
ぎ
る
竜
の
と
す
る
反
響
論
を
誘
致
し

　
家
ゆ
得
る
。
　
ぺ
言
タ
3
は
上
に
引
い
π
如
く
、
そ
し
て
ア
ジ
ス
ー
．
歩
レ
ス
や
心
逸
浪
漫
涙
の
人
．
々

　
と
（
其
理
由
に
於
て
も
亦
窮
極
す
る
所
は
V
婦
ド
）
く
、
音
藥
を
以
て
藝
術
の
典
型
と
見
饗
し
て
縁
る
。

　
而
し
て
其
理
由
を
形
式
と
内
容
と
の
融
合
が
音
樂
に
於
て
の
み
完
全
に
貴
現
さ
れ
得
る
こ
と
に

　
基
け
て
居
る
。
ビ
其
所
か
ら
し
て
、
純
騨
知
性
に
先
づ
第
哺
に
訴
へ
る
厨
の
言
語
か
ら
戎
ウ
立
つ
で
　
ζ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
麻
ぐ
爵

　
居
る
詩
は
藝
術
の
典
型
と
は
云
は
れ
甲
乙
と
、
詩
の
申
で
絶
最
竜
多
く
を
其
形
式
に
負
ふ
斯
の
豫
，

　
舗
情
心
「
が
最
毛
高
く
且
つ
最
竜
心
兀
全
な
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
蓮
べ
て
居
る
。
　
彼
は
云
ふ

　
　
『
詩
は
一
先
づ
第
一
に
は
純
輝
知
性
に
の
み
訴
へ
る
所
の
－
言
語
を
以
て
働
ら
く
。
　
そ
し

　
て
最
も
多
く
の
揚
合
に
於
て
は
、
そ
れ
は
或
明
確
な
る
事
柄
若
し
く
は
躍
層
な
る
境
遇
を
取
扱
つ

　
て
居
る
。
時
と
し
て
は
（
例
へ
ば
ユ
言
ゴ
す
の
詩
に
於
て
屡
さ
5
で
あ
る
如
く
）
道
徳
的
叉
は
政
治

　
的
な
る
蝉
茸
や
理
想
を
表
現
す
る
こ
と
に
於
て
、
高
樹
な
そ
し
て
勿
論
正
當
な
職
能
を
果
π
す
之



　
と
も
あ
る
。
．
．
是
等
の
揚
卸
、
内
容
と
形
式
と
は
、
假
令
其
主
題
若
し
く
は
内
容
、
即
ち
純
粋
知
性
に
訴

　
　
へ
ら
る
＼
要
素
が
如
何
に
馬
術
的
精
帥
に
依
っ
て
貫
か
れ
て
あ
る
に
せ
よ
、
荷
吾
々
が
之
れ
を
匠

　
号
す
る
ヒ
と
は
容
易
で
あ
る
。
詩
の
理
想
的
典
型
は
．
併
し
、
此
聖
画
が
極
小
に
減
却
せ
ら
れ
て
居

　
る
竜
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其
故
に
拝
情
詩
は
、
恰
竜
就
一
所
に
於
て
は
、
内
容
其
の
竜
の
か
ら

　
或
物
を
失
は
し
め
る
こ
と
な
し
に
、
形
式
か
ら
内
容
を
引
離
す
こ
と
が
最
竜
出
來
に
く
い
の
で
あ

　
る
故
に
、
詩
の
申
、
少
く
と
も
藝
」
術
的
に
見
る
な
ら
ば
、
最
毛
高
い
そ
し
て
最
も
完
全
な
る
形
で
あ
る
ゆ

　
此
種
の
詩
。
が
有
す
る
完
全
さ
は
、
一
部
は
確
し
か
に
主
題
の
押
隠
さ
る
＼
こ
と
苦
し
く
は
朦
朧
た

　
”
る
ζ
と
一
幾
く
し
て
其
詩
の
意
味
が
、
悟
性
に
依
っ
て
は
明
確
に
辿
ら
れ
得
手
仕
方
に
依
っ
て
．

　
吾
々
に
訴
へ
ら
れ
て
居
る
7
、
と
－
一
1
に
基
い
て
居
る
。
』

　
　
か
う
云
ふ
考
方
に
饗
し
て
一
世
起
ウ
易
い
疑
念
と
反
甥
と
は
、
私
の
知
る
所
で
は
、
サ
ヰ
モ
ン
ズ
．

　
の
『
磁
位
は
総
て
の
藝
術
の
典
型
若
し
《
は
標
準
な
ム
や
』
と
題
し
π
論
丈
に
能
く
説
か
れ
て

　
居
る
と
思
ふ
§
籍
。
α
壱
雲
量
寡
塁
廣
同
の
＝
箋
ω
ざ
舘
δ
崎
需
自
琶
Φ
器
藷
g
建
窪
＆
。
サ
イ
愚
ン
ズ
は
此

　
論
交
に
曾
て
朦
朧
控
る
聯
想
、
漂
沙
π
る
威
じ
の
み
が
詩
の
唯
一
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら

　
か
に
し
、
ぺ
罫
タ
蓄
の
主
張
を
以
て
ミ
ル
ト
ン
や
シ
ド
ニ
す
や
シ
エ
リ
｝
や
ゲ
聖
ク
等
の
、
み
な
ら

脚
哩
・
ベ
ヶ
ラ
ン
ジ
エ
・
や
べ
－
一
つ
な
ど
の
涯
が
夫
々
磯
王
乳
蒼
－
は
藁
に
干
て
考

　
　
　
　
　
美
の
具
象
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
七



偽

　
　
　
　
　
哲
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潤
八

鰹
へ
て
摩
だ
所
の
も
の
と
矛
盾
す
る
乙
ど
を
指
摘
し
て
居
る
。
そ
し
て
ニ
ッ
チ
が
あ
ら
ゆ
る
大

膚
二
帖　

藝
』
篭
め
特
徴
，
は
『
頭
磯
の
働
き
』
騰
窺
碁
二
話
暮
巳
び
養
首
ノ
＜
o
詩
で
あ
る
と
云
っ
た
語
を
．
恰
も
ぺ
「
タ

　
一
の
語
と
正
反
謁
の
主
張
で
あ
る
と
し
て
見
て
居
る
。
其
所
か
ら
し
て
、
総
て
の
藝
術
、
四
っ
て
詩

　
も
国
替
樂
を
其
理
想
と
す
る
と
云
ふ
主
張
は
、
内
容
の
否
定
と
も
て
、
少
く
と
も
明
確
な
る
思
想
麟

　
情
を
排
斥
し
て
漂
澱
朦
朧
π
る
曙
示
の
み
を
高
調
す
る
菟
の
と
し
て
、
僅
か
に
野
惜
詩
の
み
を
藝

　
猜
と
じ
て
許
，
手
か
、
若
し
く
は
詩
下
交
學
を
発
然
藝
術
と
し
て
否
定
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
　
そ

　
し
．
で
、
，
來
學
ば
．
果
し
て
所
謂
．
形
式
、
の
み
で
成
立
し
得
る
で
あ
ら
5
か
、
内
容
が
其
所
に
は
何
う
し
て

　
も
．
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
は
碧
い
．
か
の
疑
が
起
ウ
、
叉
は
交
學
に
於
て
は
形
式
は
寧
ろ
圭

　
要
な
る
役
目
、
を
有
す
る
の
で
は
黒
く
、
内
容
が
総
て
Ψ
あ
る
と
云
ふ
港
へ
方
な
ど
が
起
う
得
6
。

　
之
に
於
て
、
形
式
i
威
壁
的
要
素
i
具
象
性
φ
論
は
、
假
少
に
音
樂
彫
刻
及
び
絵
書
に
於
て
は

　
一
躍
正
當
で
あ
る
に
し
て
も
、
詩
及
び
丈
學
に
於
て
は
果
し
て
何
う
で
あ
ら
う
か
讐
問
題
と
な
る
ゆ

　
文
學
に
於
て
形
式
が
主
要
で
な
く
叉
唯
一
で
竜
な
い
と
す
れ
ば
、
盃
事
を
藝
術
と
し
て
否
定
す
る
、

　
か
、
若
し
く
は
美
の
具
象
牲
を
否
定
す
る
か
、
著
し
く
は
美
の
具
象
性
な
る
概
念
を
改
あ
る
か
、
敦
れ
，

　
か
に
向
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
文
學
に
於
け
る
形
式
の
問
題
は
、
斯
く
し
て
．
美
の
具
象
，

　
性
の
問
題
に
取
っ
て
の
試
金
石
と
な
る
。



四

　
　
文
學
に
於
け
る
形
式
に
着
て
の
諸
・
見
解
は
、
漁
れ
も
誤
れ
参
と
思
は
る
る
肯
定
と
否
定
と
の
二

　
　
種
に
先
づ
別
け
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

　
　
　
　

　
　
　
一
交
点
に
於
け
る
形
式
を
威
畳
的
要
素
と
見
、
而
し
て
謝
れ
を
言
語
の
音
調
に
在
5
と
す
る
の

　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
は
．
其
一
で
あ
る
。
形
式
と
内
容
と
の
融
合
】
致
の
主
張
か
ら
、
戴
愛
盛
要
素
の
高
調
を
経
て
、
あ
ら

　
ゆ
る
内
容
の
滅
却
に
至
る
時
、
文
學
に
於
て
主
要
な
る
若
し
く
は
唯
．
一
な
る
要
素
が
言
語
の
昔
調

　
　
に
在
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
極
め
て
面
面
か
な
而
し
て
極
め
て
當
然
と
も
見
ゑ
る
蹄
結
で
あ
る

　
　
と
云
へ
る
。
重
書
k
於
て
『
主
題
の
愚
論
、
藝
術
Q
爲
め
の
藝
術
』
b
び
差
δ
・
・
昌
蒼
し
．
鶏
な
。
霞
証
託
が

　
陽
ば
れ
、
線
と
色
と
の
配
合
其
竜
の
の
心
心
さ
の
み
が
要
求
さ
れ
、
面
心
は
敏
ゆ
る
爲
め
か
魅
す
る

　
爲
あ
・
か
の
。
問
が
後
者
に
向
っ
て
肯
定
せ
ら
れ
π
揚
合
に
、
文
學
に
於
て
恰
竜
之
れ
に
相
画
す
る
立

　
揚
を
求
邑
る
な
ら
ば
、
そ
は
語
の
心
血
を
文
學
の
生
命
と
す
る
と
云
ふ
主
張
に
見
出
さ
れ
る
。
カ

　
　
チ
ェ
馨
ぞ
マ
ン
デ
ス
の
詩
『
総
勘
定
』
　
膨
9
選
障
岳
暮
窃
話
の
如
き
は
、
或
は
斯
か
る
要
求
に
最
も
能
く

　
適
ふ
所
の
作
晶
の
例
で
あ
ら
う
。
　
此
詩
は
（
恐
ら
く
）
普
調
の
好
い
女
の
呼
名
の
固
有
名
詞
を
、
韻
を

埆
踏
ん
で
列
べ
π
竜
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
晶
葵
の
具
一
躍
糠
伸
　
　

丁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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薗
。
。
。
Φ
題
團
露
営
Φ
｝
貯
。
℃

蜜
鍵
σ
q
奉
二
山
Φ
露
Φ
”

　
0
9
露
ρ

と
繭
き
諺
甥
β
ρ

五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
葭
包
臼
P
N
鉱
財
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
国
似
σ
Q
営
ρ
函
Φ
ぽ
Φ
導

　
　
　
　
　
　
　
　
蟹
窪
ρ
：
：
・
い

　
　
　
　
　
　
　
　
匿
げ
』
ご
口
霊
び
躍
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
以
て
登
る
杢
詩
六
十
行
の
中
、
意
味
を
な
す
句
は
最
後
の
『
そ
れ
か
ら
あ
と
は
忘
れ
て
し
ま
つ

だ
』
と
云
ふ
噛
句
の
み
で
あ
る
。
若
し
此
詩
に
二
男
値
が
、
加
之
詩
と
し
て
の
完
全
が
認
め
ら
れ

る
と
す
る
な
ら
ば
，
そ
は
此
固
有
名
詞
の
音
調
の
配
別
が
昔
樂
的
で
あ
る
と
云
ふ
織
に
の
み
存
す

る
か
、
苦
し
く
は
此
多
歎
の
婦
人
の
名
の
羅
列
と
最
後
の
一
句
か
ら
漂
沿
と
聯
想
き
れ
る
詩
人
の

性
的
生
活
の
『
総
勘
定
』
に
予
て
の
想
像
的
推
測
に
存
す
る
の
で
あ
ら
う
。
併
し
此
世
の
便
値

が
何
慮
に
在
る
に
せ
よ
、
叉
雪
叩
に
竜
な
い
に
せ
よ
、
言
語
の
一
隅
調
の
み
に
詩
の
及
び
丈
學
の
主
要



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
な
る
部
分
が
あ
る
と
云
ふ
主
張
の
誤
な
る
べ
き
こ
と
は
、
一
文
學
の
形
式
は
、
云
ぶ
迄
も
な
ぐ
言
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
に
在
る
に
拘
ら
ず
、
ぞ
は
言
語
の
直
な
空
域
怨
讐
．
素
だ
る
音
調
に
在
る
と
は
云
へ
諏
こ
と
に
依
つ

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
朋
ら
か
に
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
、
う
し
、
叉
二
若
し
詩
が
昔
樂
の
歌
態
に
憬
が
れ
る
こ
と
を
以
て
、
昔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
韓

　
　
樂
と
同
一
な
る
材
料
に
於
て
野
比
と
覇
を
争
ふ
乙
と
に
依
っ
て
晋
樂
の
領
域
に
侵
入
す
る
こ
と

　
　
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
き
う
云
ふ
憧
憬
と
努
力
と
は
永
遠
に
到
逮
し
得
ぬ
も
の
に
向
ふ
も
の
と
し
て
．

　
、
無
盆
で
あ
る
と
共
に
不
合
理
で
あ
る
ど
云
は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
．
。
詩
は
、
言
語
を
材
料
と
す
る

　
　
、
以
一
上
、
そ
し
て
言
語
ば
意
味
・
無
き
も
、
の
だ
う
得
風
以
上
、
詩
の
音
樂
に
勢
す
る
地
位
は
、
其
れ
と
は
猫

　
　
立
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
響
動
、
軍
に
不
純
な
る
音
響
と
し
て
存
在
す
る
に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
早
い
。
從
ク
で
．
詩
と
文
學
と
は
甲
立
の
柔
術
と
し
て
否
定
さ
る
ド
こ
と
に
な
る
で
あ
」
ら
5
ゆ
ぺ

　
　
書
タ
蓄
が
昔
樂
の
甲
羅
に
向
っ
て
憧
が
れ
叉
努
力
す
る
と
云
ム
意
の
正
當
に
は
，
此
の
如
き
意
昧

　
　
で
あ
う
得
顧
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　

　
　
　
二
如
上
の
見
地
と
は
正
反
勤
に
、
交
學
に
於
け
る
形
式
を
否
定
す
る
者
は
、
晋
樂
に
於
け
る
音
編

　
　
　
く

　
　
書
彫
刻
に
於
け
る
色
彩
及
び
形
似
に
擁
し
て
．
交
學
に
於
け
る
言
語
は
同
一
列
に
取
扱
は
れ
得
鼠

　
　
ζ
と
の
理
解
か
ら
出
世
す
る
。
此
詮
を
持
す
る
學
者
の
論
ず
る
所
相
依
れ
ば
、
習
や
色
や
形
は
其

舳
、
自
，
ら
意
味
を
，
有
し
て
居
う
、
從
っ
て
其
等
が
時
に
指
示
す
べ
き
役
匿
を
負
ふ
所
の
内
容
若
レ
く
は

　
　
　
　
　
，
美
め
具
・
磁
・
弛
　
・
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
孟
一
　
　
　
　
－
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剛
．
面
面
を
離
れ
て
竜
、
俺
其
自
ち
と
し
て
立
つ
乙
と
が
出
來
る
の
に
反
し
て
、
言
語
は
始
め
か
ら
自
身

ユ

　
以
外
の
．
或
内
容
を
代
表
す
る
符
號
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
音
や
色
や
形
は
威
畳
的
要
素
と
し

　
て
猫
立
し
得
る
が
、
言
語
に
於
け
る
戚
畳
表
要
素
は
濁
立
す
る
こ
と
が
出
血
な
い
。
さ
5
で
あ
る
，

　
か
ら
し
て
、
士
爵
的
要
素
が
郎
ち
形
式
で
あ
る
以
上
、
言
語
に
は
内
容
を
離
れ
て
形
式
な
る
も
の
は

　
有
ヶ
得
な
い
。
從
っ
て
文
學
及
び
詩
に
於
て
は
形
式
は
主
要
な
ら
澱
も
の
で
あ
る
ば
か
う
で
な

　
く
し
て
、
内
容
に
依
っ
て
始
め
て
意
義
を
有
し
遺
る
の
で
あ
る
。
此
主
張
を
確
．
か
に
．
す
る
爲
め
に

　
彼
等
は
詩
に
於
け
る
形
式
帥
ち
音
調
の
美
よ
ウ
來
た
る
所
の
印
象
が
、
少
く
と
懲
極
め
て
微
弱
で

　
あ
る
こ
と
の
，
事
實
を
指
摘
す
る
。
彼
等
に
從
へ
ば
他
國
語
に
魏
鐸
さ
る
．
㌧
≧
と
に
依
っ
て
其
力

　
の
大
部
分
を
失
ぶ
所
の
詩
は
，
眞
に
詩
的
前
衛
謙
虚
値
を
有
し
な
い
と
せ
ら
れ
る
。
斯
く
し
て
彼

　
等
の
丈
學
に
於
て
重
し
と
す
る
所
は
内
容
で
あ
ウ
、
愚
想
で
あ
う
、
春
情
で
あ
っ
て
、
晋
調
で
は
な
く
、

　
域
　
覚
的
要
素
で
は
な
く
、
形
式
で
は
な
い
。
音
調
に
達
て
も
美
し
き
の
極
を
鑑
し
て
居
る
と
評
せ

　
ら
れ
る
ゲ
竃
テ
の
『
月
』
珍
飾
曾
鼠
。
巳
を
例
と
し
て
云
ふ
な
ら
ば
、
彼
等
は
恐
ら
く
其
形
式
の
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾

　
昔
調
の
美
を
否
定
は
し
な
い
で
あ
ら
う
が
、
此
詩
が
如
何
な
る
論
語
に
鐸
出
さ
れ
よ
う
と
も
共
美

　
し
さ
は
失
は
れ
澱
乙
と
を
彼
等
は
力
説
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
人
々
が
所
謂
形
式
の
美
音
調

　
の
美
か
ち
生
ず
る
と
考
へ
て
居
る
所
の
・
も
の
を
、
一
部
は
昔
調
及
び
形
式
の
、
疑
μ
菟
な
き
併
し
そ
噛



　
家
畜
け
で
は
微
弱
な
る
か
に
更
す
る
と
共
に
．
其
大
部
を
詩
想
威
情
に
瞬
く
も
の
と
七
て
読
陽
す

　
る
で
あ
ら
う
。
彼
等
の
立
揚
か
ら
見
れ
ば
、
音
調
は
言
語
に
取
ム
て
・
は
偶
然
的
に
附
随
す
る
装
飾

　
に
過
ぎ
な
い
。
昔
調
の
上
か
ら
云
へ
ば
如
何
に
し
て
竜
馬
樂
的
な
ら
ざ
る
句
が
、
其
れ
に
も
拘
は

　
ら
ず
文
章
と
し
て
美
し
く
磁
力
あ
る
竜
の
カ
ウ
得
る
。
文
學
が
自
己
に
特
有
な
る
藝
術
的
便
値

　
を
有
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
富
め
に
は
、
言
語
が
昔
や
色
や
形
に
厳
し
て
全
く
異
な
り
た
る
特
殊

　
の
性
質
を
持
っ
て
居
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
㌦
以
、
五
，
の
．
・
考
察
に
意
う
て
、
吾
々
は
、
一
方
に
顧
て
は
形
式
帥
ち
毒
血
的
要
素
が
藝
術
・
に
於
て
主
要

　
な
ポ
暮
し
弘
に
唯
一
な
る
原
理
で
な
け
れ
ば
な
．
ら
臓
こ
と
を
知
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
文
學

　
載
於
で
内
客
が
、
思
想
や
言
論
が
滅
却
暮
れ
得
ぬ
ヒ
と
を
知
ろ
。
．
即
ち
或
泰
山
に
於
て
は
形
式
は

　
方
術
に
於
て
総
て
里
な
け
れ
ば
な
ら
綴
と
共
に
、
或
意
昧
に
於
て
は
そ
れ
は
何
物
で
竜
あ
り
得
滋

　
ζ
と
、
下
血
意
昧
に
於
て
は
内
容
は
何
物
で
も
あ
り
得
糧
と
共
に
、
臆
意
昧
に
於
て
は
そ
れ
が
総
て

　
望
な
け
れ
ば
な
ら
澱
こ
と
を
知
る
。
而
し
て
此
の
如
く
に
異
な
ム
だ
る
意
味
に
減
て
形
式
と
内

　
容
と
が
考
へ
ら
れ
得
る
こ
と
を
、
吾
々
は
文
學
の
形
式
の
問
題
の
考
察
か
ら
し
て
愈
明
ら
か
に
観

　
照
す
る
の
で
あ
る
。
心
血
の
形
式
が
軍
に
言
語
の
音
調
で
あ
る
以
馳
上
、
從
っ
て
心
術
に
高
調
せ
ら

き至
れ
る
．
威
畳
的
要
素
が
唯
心
の
如
き
意
味
に
σ
み
解
せ
ら
れ
る
以
上
、
形
式
と
威
斎
言
要
素
と
は
交

　
　
　
　
　
美
の
具
象
性
　
，
　
・
　
」
　
　
　
　
　
．
　
　
　
、
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「

鰯
學
に
於
て
、
其
故
に
藝
術
に
於
て
、
主
要
な
る
若
し
く
は
唯
一
な
る
原
理
で
は
あ
ウ
得
な
い
。
「
其
所
、
・

1

　
か
ら
し
て
内
容
は
或
意
味
に
於
て
は
、
文
學
に
於
て
其
故
に
算
術
に
於
て
、
少
く
と
も
滅
却
せ
ら
れ

　
得
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
と
攣
る
．
加
之
文
學
に
於
け
る
形
式
を
否
定
す
る
説
に
從
へ
ば
、
内
容
は
文

　
學
に
於
て
滅
却
せ
ら
れ
得
ぬ
ば
か
勇
で
な
く
し
て
、
寧
ろ
内
容
の
み
が
其
唯
一
の
要
素
で
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
と
せ
ら
れ
る
。
然
し
な
が
．
ら
、
単
寧
に
於
け
る
形
式
を
否
定
す
る
者
の
論
縷
は
、
言
語

　
が
符
號
に
過
ぎ
諏
と
云
ふ
照
星
に
基
く
の
で
あ
う
．
而
し
て
假
令
其
故
に
丈
學
は
内
容
の
み
を
要

　
素
と
す
る
に
し
て
竜
、
藝
術
的
に
取
扱
は
れ
だ
る
言
語
は
、
果
し
て
如
何
な
る
特
徴
に
依
っ
て
他
の

　
総
七
の
言
語
．
の
取
扱
ひ
方
と
異
な
，
る
の
で
あ
る
か
の
問
題
は
残
っ
て
居
る
。
其
材
料
の
上
か
ら
一

　
言
語
の
特
性
の
、
上
か
ら
、
他
の
総
て
の
「
藝
術
か
ら
薫
別
せ
ら
れ
る
文
學
は
、
如
何
な
る
瓢
に
於
て
他

　
の
藝
術
と
其
原
理
を
其
極
致
を
若
し
く
は
其
標
準
を
同
じ
く
し
得
る
の
で
あ
る
か
。
他
の
藝
術

　
に
於
て
形
式
の
原
理
を
認
め
な
が
ら
、
文
學
に
於
て
の
み
測
れ
を
否
定
し
て
、
内
容
の
原
理
の
み
を

　
認
め
る
時
、
而
・
し
て
周
藝
術
と
藝
術
な
ら
ざ
る
も
の
と
に
同
檬
に
内
容
の
原
理
を
認
め
る
時
「
一

　
方
に
於
て
は
藝
術
の
原
理
を
形
式
に
在
乃
と
す
る
と
共
に
、
丈
學
に
於
て
内
容
の
原
理
を
認
め
、
他

　
方
に
予
て
は
文
學
に
於
て
内
容
の
原
理
を
認
め
な
が
ら
．
文
學
を
以
て
藝
術
な
ウ
と
考
へ
る
時
一

　
其
．
所
に
は
明
あ
か
に
二
つ
の
異
な
蜀
意
味
の
再
容
が
薫
別
せ
ら
る
べ
く
し
て
画
圃
せ
ち
れ
ず
欠



併
存
す
る
。
さ
う
で
あ
る
か
ら
し
て
、
髭
面
に
於
け
る
・
形
式
を
否
定
し
て
、
内
容
の
原
理
を
此
斯
に

認
容
す
る
時
、
其
内
容
と
は
或
意
味
に
於
け
る
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
藝
術

的
意
義
を
持
ち
、
心
術
的
意
義
を
規
定
し
得
る
カ
を
持
っ
て
居
る
所
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　

轟
く
の
如
べ
に
し
て
、
丈
學
上
の
形
式
を
否
定
す
る
者
は
、
其
れ
と
共
に
文
學
の
藝
術
な
る
こ
と

を
否
定
ぜ
ざ
る
限
う
、
而
し
て
美
の
具
象
性
を
否
定
し
得
ぎ
る
限
う
、
臆
面
に
於
て
彼
等
の
認
め
る

内
容
の
原
理
そ
の
も
の
に
藝
衛
的
性
質
を
帥
ち
具
象
性
を
與
へ
る
こ
と
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
此
必
要
か
ら
し
て
、
美
學
上
の
所
謂
具
象
観
念
説
は
生
れ
π
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
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