
特集・〈音〉を書く

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
一
九
七
○
年
代
は
古
代
文
学
研
究
の
大
き
な
転

換
点
に
あ
っ
た
。
折
し
も
一
九
七
二
年
に
沖
縄
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
返
還
さ

れ
、
一
群
の
研
究
者
が
沖
縄
に
向
か
っ
た
。
柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
が
作
っ

た
イ
メ
ー
ジ
は
、
戦
争
に
よ
る
荒
廃
を
経
て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

文
献
の
乏
し
い
古
代
文
学
に
発
生
論
か
ら
迫
ろ
う
と
す
る
と
き
、
沖
縄
の

祭
祀
・
祭
礼
や
伝
承
は
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
。
沖
縄
に
向

か
っ
た
研
究
者
が
そ
こ
に
ま
ざ
ま
ざ
と
「
生
き
た
古
代
」
を
見
よ
う
と
し

た
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
。

ま
た
、
一
方
で
、
南
の
沖
縄
で
は
な
く
、
北
の
ア
イ
ヌ
に
向
か
っ
た
一

群
の
研
究
者
が
あ
っ
た
。
柳
田
は
金
田
一
京
助
の
ア
イ
ヌ
研
究
を
支
援
し

た
が
、
民
俗
学
が
確
立
す
る
の
と
差
し
替
え
に
、
ア
イ
ヌ
研
究
は
居
場
所

を
失
っ
た
。
知
里
真
志
保
に
受
け
継
が
れ
た
ア
イ
ヌ
研
究
は
、
日
本
国
内

に
あ
り
な
が
ら
民
族
学
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
沖
縄
の

場
合
は
琉
球
方
言
と
し
て
日
本
語
の
中
に
囲
い
込
ま
れ
た
が
、
ア
イ
ヌ
語

は
日
本
語
の
外
に
出
さ
れ
た
の
で
、
古
代
文
学
と
の
関
係
は
単
純
に
は
い

か
な
か
っ
た
。

声
の
発
見
、
声
の
喪
失

一
古
代
文
学
研
究
の
四
○
年
を
振
り
返
っ
て

特
集
・
〈
音
〉
を
書
く

や
が
て
そ
れ
ら
の
成
果
は
一
九
八
○
年
代
に
か
け
て
次
々
と
発
表
さ

れ
、
保
守
的
な
古
代
文
学
研
究
に
対
す
る
革
新
的
な
運
動
と
な
っ
て
い
っ

た
。
し
か
し
、
古
代
文
学
研
究
者
は
沖
縄
研
究
や
ア
イ
ヌ
研
究
そ
の
も
の

に
お
い
て
成
果
を
上
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
、
民

俗
学
者
や
民
族
学
者
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
古
代

文
学
研
究
の
た
め
の
沖
縄
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
批

判
を
免
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
○
年
代
に
入
っ
て
「
生

き
た
古
代
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
一
斉
に
引
き

上
げ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
一
九
九
○
年
代
以
降
、
大
き
く
二
つ
の
動
き

が
始
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
民
族
学
に
接
近
し
な
が
ら
、
中

国
少
数
民
族
の
調
査
が
始
ま
る
。
そ
の
背
景
に
は
中
尾
佐
助
や
佐
々
木
高

明
の
唱
え
た
照
葉
樹
林
文
化
論
が
あ
り
、
歌
垣
の
ル
ー
ッ
ヘ
の
探
究
が
見

ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
平
城
京
の
み
な
ら
ず
、
日
本
各
地
で
発
掘
さ
れ
た

土
器
や
木
簡
へ
の
関
心
が
高
ま
る
。
そ
こ
で
は
考
古
学
や
歴
史
学
と
の
連

携
が
図
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
前
者
は
時
代
が
異
な
る
伝

承
資
料
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
時
代
が
重
な
る
文
字
資
料
で
あ
る
と

い
う
点
で
、
研
究
の
方
向
は
二
分
化
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅲ
〈
音
〉
と
説
話

石
井
正
己

- ２ -



声の発見、声の喪失

こ
の
よ
う
に
四
○
年
を
概
観
し
た
と
き
、
今
、
古
代
文
学
研
究
は
ど
こ

に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
動
向
に
深
い
関
心
を
寄
せ
つ
つ
も
、

私
自
身
は
一
九
九
○
年
代
か
ら
柳
田
国
男
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
見
直
し
を
始

め
た
。
生
前
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た
「
定
本
柳
田
国
男
集
」
は
か
な
り
の

文
章
を
網
羅
し
、
「
総
索
引
」
「
書
誌
」
「
年
譜
」
が
付
い
て
便
利
に
使
わ
れ
た
。

そ
れ
ら
を
駆
使
し
た
研
究
が
量
産
さ
れ
、
や
が
て
植
民
地
主
義
に
加
担
し

た
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
、
批
判
と
擁
護
に
二
分
化
し
た
。
し
か
し
、
ど

ち
ら
も
同
じ
穴
の
絡
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
研
究
が
始
ま
る
と
は
思

え
な
か
っ
た
。

遡
れ
ば
、
柳
田
国
男
の
没
後
、
民
俗
学
者
は
「
柳
田
以
後
」
を
標
傍
し

て
、
研
究
史
の
中
に
封
印
し
て
し
ま
っ
た
。
柳
田
そ
の
も
の
に
深
い
関
心

を
寄
せ
た
の
は
他
の
研
究
分
野
の
人
々
で
あ
り
、
な
か
で
も
思
想
史
家
が

熱
心
だ
っ
た
。
彼
ら
は
民
俗
学
者
が
抱
え
込
ん
だ
「
柳
田
神
話
」
に
こ
だ

わ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
研
究
に
引
き
寄
せ
て
自
由
に
論
じ
る
こ
と
を
可

能
に
し
た
。
橋
川
文
三
や
後
藤
総
一
郎
は
伝
記
研
究
を
進
め
た
が
、
や
は

り
「
定
本
柳
田
国
男
集
」
に
乗
っ
た
か
た
ち
で
あ
り
、
補
足
す
る
も
の
に

過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
、
私
が
最
も
深
く
関
わ
っ
た
の
は
一
九
一
○
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
遠
野
物
語
』
だ
っ
た
。
す
で
に
お
び
た
だ
し
い
文
章
を
書
い
て

き
て
、
も
う
使
い
古
し
た
感
じ
も
す
る
が
、
改
め
て
、
『
遠
野
物
語
」
を

古
代
文
学
研
究
の
場
に
引
き
出
す
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
、
今
回
の
テ
ー

マ
で
あ
る
声
の
視
点
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
徹
底
的
に
読
み
直
し
て
み

る
。
そ
う
し
て
見
る
と
、
声
を
仲
立
ち
に
生
ま
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
様
相
が

随
所
に
立
ち
現
れ
て
く
る
が
、
そ
の
叙
述
は
、
中
央
語
／
地
方
語
、
標
準

語
／
方
言
、
漢
字
／
平
仮
名
／
片
仮
名
の
は
ざ
ま
で
、
か
ろ
う
じ
て
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
字
に
よ
っ
て
声
は
発
見
さ
れ
る
が
、
一

方
で
、
文
字
に
よ
っ
て
声
は
喪
失
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ

う
な
視
点
に
立
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
回
顧
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
か

ら
の
古
代
文
学
研
究
へ
の
提
案
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
吉
本
隆
明
『
共
同
幻
想
論
』
の
引
用
の
作
為

生
前
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
柳
田
国
男
研
究
が
始
ま
り
、
そ
の
本
格
的
な

幕
開
け
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
吉
本
隆
明
の
『
共

同
幻
想
論
』
（
改
訂
新
版
は
一
九
八
二
年
）
だ
っ
た
。
こ
れ
は
『
遠
野
物
語
』

研
究
の
出
発
点
で
も
あ
っ
た
が
、
当
初
か
ら
「
遠
野
物
語
」
そ
の
も
の
を

研
究
す
る
こ
と
が
目
的
で
な
か
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
吉
本
の
目
的

は
『
遠
野
物
語
」
を
使
っ
て
国
家
が
発
生
し
て
ゆ
く
原
理
を
説
こ
う
と
し

た
。
そ
の
点
で
、
そ
の
後
の
柳
田
研
究
か
ら
は
一
線
を
画
す
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
、
今
も
孤
立
し
て
い
る
。

そ
の
際
の
作
業
仮
説
は
、
二
○
世
紀
の
「
遠
野
物
語
』
を
八
世
紀
の
『
古

事
記
」
よ
り
前
に
置
い
て
み
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ど
う
見
る
か
は
、

吉
本
の
評
価
の
分
か
れ
目
と
な
る
だ
ろ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
沖
縄
や

ア
イ
ヌ
に
向
か
っ
た
古
代
文
学
研
究
者
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
仮

説
を
支
持
す
る
立
場
に
立
っ
た
。
二
○
世
紀
の
沖
縄
や
ア
イ
ヌ
を
考
え
る

こ
と
が
、
古
代
文
学
の
解
明
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
直
接
の
根
拠
は
、
『
共

同
幻
想
論
』
に
あ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
そ
れ
を
沖
縄
や
ア
イ
ヌ
の

現
場
を
通
し
て
、
よ
り
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な

いＯだ
が
、
改
め
て
、
『
共
同
幻
想
論
』
を
読
む
な
ら
ば
、
「
遠
野
物
語
』
と
『
古

事
記
」
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
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特集・〈音〉を書く

つ
く
。
例
え
ば
、
「
禁
制
論
」
で
村
人
た
ち
の
〈
恐
怖
の
仕
方
〉
を
論
じ

る
際
に
引
く
「
遠
野
物
語
』
の
三
話
は
、
「
村
の
若
者
が
猟
を
し
て
山
奥

に
は
い
っ
て
ゆ
く
と
、
遥
か
な
岩
の
上
に
美
し
い
女
が
い
て
、
長
い
黒
髪

を
柿
い
て
い
た
。
と
う
て
い
人
が
い
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

男
は
銃
を
む
け
て
女
を
撃
っ
た
」
と
始
ま
る
。
平
易
な
口
語
体
を
使
っ
て
、

内
容
を
一
般
化
し
て
い
る
。

ト
チ
ナ
イ
ワ
ノ

こ
れ
に
対
応
す
る
原
文
を
見
る
と
、
「
栃
内
村
和
野
の
佐
々
木
嘉
兵
衛

と
云
ふ
人
は
今
も
七
十
余
に
て
生
存
せ
り
。
此
翁
若
か
り
し
頃
猟
を
し
て

山
奥
に
入
り
し
に
、
遥
か
な
る
岩
の
上
に
美
し
き
女
一
人
あ
り
て
、
長
き

ク
シ
ケ
ヅ

黒
髪
を
硫
り
て
居
た
り
。
顔
の
色
極
め
て
白
し
。
不
敵
の
男
な
れ
ば
直

ツ
、

に
銃
を
差
し
向
け
て
打
ち
放
せ
し
に
、
．
…
：
」
と
あ
る
。
文
語
体
を
使
っ

た
ば
か
り
で
な
く
、
地
名
や
人
名
が
明
ら
か
で
あ
り
、
老
人
の
回
顧
談
と

し
て
語
ら
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
佐
々
木
嘉
兵
衛
は
こ
の
話
の
登
場
人
物

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
語
り
手
で
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
佐
々
木
嘉
兵
衛
は
女
を
撃
ち
殺
し
た
後
、
証
拠
に
黒

髪
を
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
を
男
が
奪
い
返
し
に
来
る
と
話
は
展

開
す
る
。
こ
の
話
の
冒
頭
に
は
「
山
々
の
奥
に
は
山
人
住
め
り
」
、
末
尾

に
は
「
山
男
な
る
べ
し
と
云
へ
り
」
と
あ
っ
て
、
冒
頭
の
伝
承
が
末
尾
の

推
測
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
計
算
さ
れ
た
見
事
な
構
成
と
言
え
よ
う
。

吉
本
は
山
人
と
出
遇
っ
た
恐
怖
を
〈
共
同
幻
想
〉
と
し
て
説
く
が
、
や
は

り
〈
共
同
幻
想
〉
は
既
存
の
も
の
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る

こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
の
引
用
の
方
法
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
も
、
吉
本
は
『
遠
野
物
語
』

を
自
分
の
論
理
に
合
う
よ
う
に
加
工
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、
「
遠
野
物
語
」
の
研
究
が
こ
こ
ま
で
進
ん
で
く
る
と
、
そ
れ
は

明
ら
か
な
作
為
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
吉
本
は

自
分
の
論
理
に
合
わ
せ
て
加
工
す
る
こ
と
は
当
然
だ
、
と
考
え
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
遠
野
物
語
』
が
紛
れ
も
な
く
二
○
世

紀
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
抹
殺
す
る
行
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
引
用
の
あ
り
方
は
、
「
後
記
」
で
、
「
も
ち
ろ
ん
「
遠
野
物
語
』

の
か
わ
り
に
く
つ
の
民
謹
集
の
す
べ
て
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
」
と
述
べ

た
口
吻
と
見
事
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
遠
野
物
語
』
を
引
用
す

る
に
あ
た
っ
て
、
す
っ
か
り
加
工
し
た
の
は
、
そ
の
固
有
性
を
剥
ぎ
取
る

た
め
だ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
た
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
述
べ
た
こ
と
が
普

遍
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
自
信
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
あ
ま
り

に
も
気
負
い
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
こ
と
を
述
べ
な
け
れ

ば
落
ち
着
か
な
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
吉
本
の
あ
せ
る
心
情
が
よ
く
表
れ
て

いる。そ
の
こ
と
は
、
実
は
、
「
共
同
幻
想
論
』
に
依
拠
し
な
が
ら
、
沖
縄
や

ア
イ
ヌ
に
向
か
っ
た
古
代
文
学
研
究
者
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
る
の
で

は
な
い
か
。
吉
本
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
生
き
た
古
代
」
を
見
よ

う
と
し
た
が
、
「
生
き
た
現
代
」
に
対
し
て
は
ま
っ
た
く
目
を
向
け
よ
う

と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
『
遠
野
物
語
」
を
読
む
こ
と
も

で
き
な
け
れ
ば
、
沖
縄
や
ア
イ
ヌ
を
捉
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
う
し

た
反
省
に
立
っ
て
、
私
の
「
遠
野
物
語
』
研
究
は
、
実
は
、
「
生
き
た
古
代
」

が
同
時
に
「
生
き
た
現
代
」
で
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
と
言
っ
て
も
、
言

い
過
ぎ
に
は
な
ら
な
い
。

三
『
遠
野
物
語
』
に
関
す
る
二
つ
の
言
説

声
の
視
点
を
深
め
て
ゆ
く
た
め
に
、
も
う
少
し
『
遠
野
物
語
』
に
入
り
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声の発見、声の喪失

込
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
、
柳
田
は
、
一
九
五
三
年
の
伊
東
圭

一
郎
と
の
対
談
「
民
俗
学
と
岩
手
」
含
岩
手
日
報
」
）
で
、
『
遠
野
物
語
』

の
聞
き
書
き
の
現
場
を
回
想
し
て
い
る
。
四
三
年
後
の
回
想
な
の
で
、
信

懸
性
を
疑
問
視
す
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ほ

ど
強
烈
な
印
象
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
九
五
一
年
に
は
創
元
文
庫

版
の
「
遠
野
物
語
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
て
、
民
俗
学
者
の
み
な
ら
ず
、
す

で
に
多
く
の
人
が
『
遠
野
物
語
』
を
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
時
の
談
話
に
よ
れ
ば
、
水
野
葉
舟
が
連
れ
て
き
た
佐
々
木
喜
善
は
、

「
い
ろ
い
ろ
話
す
が
、
な
ん
と
し
て
も
、
ナ
マ
リ
が
ひ
ど
く
て
言
葉
が
通

じ
な
い
。
だ
ん
だ
ん
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
．
．
：
．
．
」
と
い
う
状

態
だ
っ
た
と
い
う
。
佐
々
木
は
作
家
志
望
の
青
年
で
あ
っ
た
が
、
「
話
を

持
っ
て
い
る
の
に
は
、
と
も
か
く
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
」
と
驚
く
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
佐
々
木
は
声
の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
生
き
て
き
た
が
、

柳
田
は
そ
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と
に
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
た
ら
し
い
。

そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
か
、
「
こ
れ
は
文
章
に
は
、
な
か
な
か

苦
心
し
ま
し
た
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
な
文
語
体
の
文
章

に
仕
立
て
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
あ
の
よ
う
な
文
体
は
訓

り
ば
か
り
で
な
く
、
佐
々
木
の
語
っ
た
言
葉
を
ほ
と
ん
ど
標
準
語
に
翻
訳

し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
録
音
の
技
術
が
普
及
す
る
と
、
「
語

り
た
る
ま
ま
」
「
聞
き
た
る
ま
ま
」
に
文
字
化
す
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
が
、

『
遠
野
物
語
」
は
序
文
に
言
う
と
お
り
、
「
感
じ
た
る
ま
ま
」
に
書
か
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
言
え
ば
、
主
体
は
こ
と
ご
と
く
書
き
手
の
側

に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。

柳
田
の
文
体
は
、
後
に
多
く
の
人
が
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
あ
の
文
体
に
大
き
な
違
和
感
を
抱
い
た
人
物
が
た
だ
一
人

い
た
。
佐
々
木
と
同
じ
東
北
出
身
の
井
上
ひ
さ
し
で
あ
る
。
扇
田
昭
彦
は

一
九
八
○
年
刊
行
の
新
潮
文
庫
版
『
新
釈
遠
野
物
語
』
の
「
解
説
」
で
、

井
上
の
言
葉
を
代
弁
し
て
い
る
。
井
上
は
、
「
『
遠
野
物
語
』
が
名
著
で
あ

る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
疑
い
よ
う
が
な
い
。
だ
が
、
元
来
が
語
り
も
の
で
あ
っ

た
土
地
の
昔
話
が
活
字
と
し
て
定
着
し
た
と
き
、
大
き
な
も
の
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
も
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
東
北
出
身
で

あ
る
私
に
は
、
ど
う
も
こ
の
名
著
に
〃
収
奪
″
と
い
う
感
じ
を
抱
い
て
し

ま
う
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

こ
の
「
大
き
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
文
字
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
声
を

意
味
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
「
名
著
」
は
そ
う
し

て
生
ま
れ
た
の
だ
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
多
く
が
絶
賛
す
る
中
で
、
こ
う

し
た
指
摘
が
で
き
た
の
は
、
井
上
が
東
北
出
身
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

劇
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
批
判
精
神

を
も
と
に
書
い
た
の
が
、
一
九
七
六
年
の
「
新
釈
遠
野
物
語
」
だ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
扇
田
が
言
う
よ
う
に
、
ヨ
遠
野
物
語
」
で
は
省
略
さ
れ
て
い

た
も
の
、
つ
ま
り
昔
話
の
語
り
手
と
聞
き
手
、
そ
し
て
語
り
の
調
子
を
復

活
さ
せ
た
」
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

だ
が
、
「
新
釈
遠
野
物
語
』
は
地
の
文
も
会
話
も
共
通
語
で
あ
っ
た
。

実
は
、
井
上
自
身
の
中
で
も
、
土
地
の
言
葉
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
に
は
、

さ
ら
に
時
間
が
か
か
っ
た
。
一
九
八
○
年
の
『
花
石
物
語
』
は
吃
音
の
主

人
公
を
取
り
上
げ
、
東
京
の
言
葉
で
は
な
く
、
土
地
の
言
葉
で
癒
や
さ
れ

て
ゆ
く
様
子
が
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
一
九
八
一
年
の
「
吉
里
吉
里
人
」
で

は
吉
里
吉
里
国
の
独
立
が
土
地
の
言
葉
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を

表
明
し
て
い
る
。
井
上
の
作
品
が
『
遠
野
物
語
」
に
対
す
る
違
和
感
か
ら

展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
見
取
り
図
は
か
な
り
明
確
に
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井
上
ひ
さ
し
か
ら
「
〃
収
奪
〃
」
と
批
判
さ
れ
た
が
、
本
当
に
そ
れ
だ
け

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
遠
野
物
語
』
を
読
ん
で
ゆ
く
と
、
し
ば
し
ば
目

に
つ
く
の
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
単
語
で
あ
る
。
二
話
は
孫
四
郎
と
い
う

イ
カ

息
子
が
母
を
殺
す
話
だ
が
、
そ
の
際
、
「
ガ
ガ
は
と
て
も
生
し
て
は
置
か

れ
ぬ
。
今
日
は
き
っ
と
殺
す
べ
し
」
と
殺
人
宣
言
を
す
る
。
緊
迫
感
の
あ

る
会
話
に
は
、
「
ガ
ガ
」
と
い
う
言
葉
が
必
要
だ
と
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

頭
注
に
は
、
「
ガ
ガ
は
方
言
に
て
母
と
い
ふ
こ
と
な
り
」
と
あ
る
。
カ
タ

カ
ナ
表
記
は
万
葉
仮
名
の
よ
う
な
も
の
で
、
語
り
手
の
声
を
忠
実
に
残
し

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
言
に
関
す
る
頭
注
は
随
所
に
見
ら

れる。一
方
、
五
三
話
は
「
時
鳥
と
兄
弟
」
と
呼
ば
れ
る
小
鳥
前
生
讃
で
あ
り
、

こ
の
場
合
は
姉
妹
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
猜
疑
心
を
抱
い
た
妹
に
よ
っ
て

殺
さ
れ
た
姉
は
、
郭
公
に
な
る
。
そ
の
叙
述
は
、
「
忽
ち
に
鳥
と
な
り
、

描
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
、
『
遠
野
物
語
』
の
舞
台
と
な
っ
た
遠
野
で
は
、
岩
手
国
体
が
開

催
さ
れ
た
一
九
七
○
年
か
ら
語
り
部
の
活
動
が
始
ま
る
。
そ
こ
で
披
露
さ

れ
た
の
は
、
「
遠
野
物
語
』
に
あ
る
話
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
「
創

ら
れ
た
伝
統
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
観
光
客
に
『
遠
野
物
語
』
は
今
も
生

き
て
い
る
と
幻
想
さ
せ
る
効
果
は
あ
っ
た
が
、
「
遠
野
物
語
」
に
対
す
る

批
判
精
神
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
商
品
と
し
て
の
『
遠
野
物
語
』
が
流
通

し
、
そ
れ
に
便
乗
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
加
速
し
た
に
す
ぎ
ず
、
残
念
な

が
ら
、
『
遠
野
物
語
』
を
読
み
込
ん
で
、
厳
し
く
対
時
す
る
よ
う
な
声
の

文
化
が
生
ま
れ
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

四
『
遠
野
物
壼
聖
に
見
る
表
記
の
位
相

ガ
ン
コ
、
ガ
ン
コ
と
啼
き
て
飛
び
去
り
ぬ
。
ガ
ン
コ
は
方
言
に
て
堅
い
所

と
云
ふ
こ
と
な
り
」
と
あ
る
。
遠
野
の
人
が
読
み
手
な
ら
ば
、
「
ガ
ン
コ

は
方
言
に
て
堅
い
所
と
云
ふ
こ
と
な
り
」
は
不
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
遠
野
以
外
の
人
が
読
む
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

よ
う
な
注
釈
的
な
叙
述
が
入
り
込
む
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
、
口
頭
伝
承
の
声
を
発
見
し
、
標
準
語
に

置
き
換
え
ら
れ
な
い
土
地
の
言
葉
を
保
存
し
て
ゆ
く
。
や
が
て
カ
タ
カ
ナ

表
記
は
民
俗
語
彙
の
表
記
法
に
展
開
す
る
が
、
そ
う
し
た
視
点
の
芽
生
え

が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
声
を
残
す
こ
と
は
、
最
初

か
ら
断
念
し
て
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、

標
準
語
で
書
か
な
け
れ
ば
、
広
く
読
ま
れ
る
も
の
に
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
当
時
は
す
で
に
一
般
化
し

て
い
た
口
語
体
で
は
な
く
、
擬
古
的
な
文
語
体
を
採
用
し
た
こ
と
に
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
口
語
体
で
は
表
せ
な
い
微
妙
な
臨
場
感
が
生
ま

れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
読
ん
で
ゆ
く
と
、
漢
字
表
記
の

中
に
も
土
地
の
言
葉
が
埋
も
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
六
話
は
、
「
遠

野
郷
に
て
は
豪
農
の
こ
と
を
今
で
も
長
者
と
云
ふ
」
と
い
う
一
文
か
ら
始

ま
る
。
こ
の
「
今
で
も
」
は
、
中
央
で
は
「
豪
農
」
を
「
長
者
」
と
は
呼

ば
な
く
な
っ
た
が
、
遠
野
に
は
「
長
者
」
が
「
豪
農
」
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
う
し
た
標
準
語
と
土
地
の
言
葉
が
連
続
す
る
場

合
に
は
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
採
用
せ
ず
、
漢
字
表
記
に
し
た
ら
し
い
。
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ

だ
が
、
事
は
そ
う
単
純
に
は
い
か
な
い
。
二
五
話
は
、
「
御
伽
話
の

ム
カ
シ
ム
カ
シ

こ
と
を
昔
々
と
云
ふ
」
と
始
ま
る
。
中
央
で
巌
谷
小
波
ら
が
「
御
伽
話
」

と
呼
ん
で
い
る
話
を
遠
野
で
は
「
昔
々
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
に
は
わ
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ざ
わ
ざ
「
ム
カ
シ
ム
カ
シ
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
の
振
り
仮
名
が
付
く
。
柳

田
が
周
到
に
こ
の
表
記
を
採
用
し
た
の
は
、
続
く
二
六
話
の
「
牛
方
山

姥
」
の
話
が
「
昔
々
あ
る
所
に
」
と
始
ま
り
、
「
昔
々
の
話
の
終
は
何
れ

も
コ
レ
デ
ド
ン
ド
ハ
レ
と
云
ふ
語
を
以
て
結
ぶ
な
り
」
と
終
わ
る
こ
と
と

対
応
す
る
。
柳
田
は
遠
野
に
お
け
る
昔
話
の
語
り
の
形
式
を
発
見
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
そ
の
伝
説
と
違
う
昔
話
な
の
で
、
そ
の
語
り
口

が
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
二
話
に
は
、
「
ダ
ン
ノ
ハ
ナ
と
云
ふ
地
名
あ
り
。
そ
の
近

傍
に
相
対
し
て
蓮
台
野
と
云
ふ
地
あ
り
」
と
あ
る
。
地
名
の
「
ダ
ン
ノ
ハ

ナ
」
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
、
「
蓮
台
野
」
は
漢
字
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
頭

注
に
は
「
ダ
ン
ノ
ハ
ナ
は
壇
の
塙
な
る
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
語
源
を
推
測

し
な
が
ら
も
、
慎
重
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
「
蓮
台
野
」
は
遠
野
で
は
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
（
「
遠
野
物
語
拾
遺
」
）
や

「
デ
エ
デ
ア
ラ
野
」
（
『
聴
耳
草
紙
』
）
と
呼
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
蓮

台
野
」
の
誰
っ
た
も
の
と
見
て
、
標
準
語
に
翻
訳
し
て
し
ま
っ
た
。
「
蓮

台
野
」
は
京
都
に
あ
る
地
名
で
あ
り
、
墓
地
や
死
者
を
葬
送
す
る
場
所
を

表
す
。
中
央
と
の
連
続
性
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

例
は
少
な
い
が
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
漢
字
表
記
が
徹
底
せ
ず
、
混
成
し

た
場
合
が
あ
る
。
六
二
話
の
「
魔
除
け
の
サ
ン
ヅ
縄
」
、
九
七
話
の
「
菩

提
寺
な
る
キ
セ
イ
院
」
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
「
サ
ン
ヅ
縄
」
は
埋
葬
す

る
と
き
に
棺
を
結
わ
え
て
降
ろ
す
縄
な
の
で
、
「
三
途
縄
」
で
あ
ろ
う
し
、

「
キ
セ
イ
院
」
は
「
喜
清
院
」
の
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
は
佐
々
木
に
ど
の

よ
う
な
漢
字
で
書
く
か
、
何
度
も
尋
ね
た
と
思
わ
れ
る
が
、
結
局
わ
か
ら

な
か
っ
た
と
き
に
は
、
こ
う
し
て
カ
タ
カ
ナ
で
残
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

あ
た
り
に
も
、
声
を
無
視
し
な
か
っ
た
態
度
が
垣
間
見
え
る
。

思
え
ば
、
『
遠
野
物
語
』
に
は
、
柳
田
国
男
が
古
代
文
学
と
の
関
連
を

セ
ン
バ
ガ
ダ
ケ

見
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
三
二
話
は
、
「
千
晩
ケ
嶽
は
山
中
に
沼
あ
り
。

ナ
マ
グ
サ
力

此
谷
は
物
す
ご
く
眠
き
臭
の
す
る
所
に
て
、
此
山
に
入
り
帰
り
た
る
者

ハ
ヤ
ト

は
ま
こ
と
に
少
し
。
昔
何
の
隼
人
と
云
ふ
猟
師
あ
り
。
其
子
孫
今
も
あ
り
。

白
き
鹿
を
見
て
之
を
追
ひ
此
谷
に
千
晩
こ
も
り
た
れ
ば
山
の
名
と
す
。
其

カ
タ
ア
シ

白
鹿
撃
た
れ
て
遁
げ
、
次
の
山
ま
で
行
き
て
片
肢
折
れ
た
り
。
其
山
を
今

カ
タ
ハ
ヤ
マ

・ン

片
羽
山
と
云
ふ
。
さ
て
又
前
な
る
山
へ
来
て
終
に
死
し
た
り
。
其
地
を
死

ス
ケ助

と
云
ふ
。
死
助
権
現
と
て
祀
れ
る
は
こ
の
白
鹿
な
り
と
云
ふ
」
と
あ
り
、

こ
れ
が
全
文
で
あ
る
。

こ
の
話
は
、
何
の
隼
人
と
い
う
猟
師
が
千
晩
篭
も
っ
た
の
で
「
千
晩
ケ

嶽
」
、
白
鹿
の
片
肢
が
折
れ
た
の
で
「
片
羽
山
」
、
白
鹿
が
前
の
山
に
来
て

死
ん
だ
の
で
「
死
助
」
と
い
う
地
名
が
生
ま
れ
た
と
い
う
地
名
起
源
謹
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
話
の
頭
注
に
は
、
「
宛
然
と
し
て
古
風
土
記
を
よ
む

が
如
し
」
と
あ
り
、
八
世
紀
の
『
風
土
記
』
を
連
想
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
柳
田
の
故
郷
の
「
播
磨
国
風
土
記
』
賀
毛
郡
の
「
鹿
昨
山
」
の
条

に
は
、
品
太
（
応
神
）
天
皇
が
狩
り
に
出
て
白
鹿
に
遇
っ
た
話
が
あ
り
、
「
尾

張
国
風
土
記
」
逸
文
の
「
川
島
社
」
の
条
に
は
、
神
が
白
鹿
に
化
し
た
話

が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
話
を
念
頭
に
置
い
て
入
れ
た
頭
注
に
ち
が

いない・
だ
が
、
「
遠
野
物
語
』
の
地
名
に
つ
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
そ

の
起
源
を
ア
イ
ヌ
語
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
頭
注
で
あ
る
。
九
話
は
、

菊
池
弥
之
助
と
い
う
笛
の
名
人
が
駄
賃
附
に
出
た
と
き
、
大
谷
地
で
笛
を

吹
く
と
、
何
者
か
が
「
面
白
い
ぞ
-
」
と
言
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
「
大

五
「
遠
野
物
語
」
の
地
名
起
源
謹
と
「
風
土
記
』
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谷
地
」
に
つ
い
て
、
「
ヤ
チ
は
ア
イ
ヌ
語
に
て
湿
地
の
義
な
り
内
地
に
多

く
あ
る
地
名
な
り
ヤ
シ
と
も
ヤ
ト
と
も
ャ
と
も
云
ふ
」
と
い
う
頭
注
が
あ

る
。
こ
の
時
期
に
進
ん
で
い
た
地
名
研
究
の
成
果
が
こ
う
し
て
示
さ
れ
て

いス》Ｏや
や
複
雑
な
の
は
、
六
八
話
の
阿
部
（
安
倍
）
貞
任
と
八
幡
太
郎
源
義
二

タ

家
の
合
戦
を
語
っ
た
伝
説
で
あ
る
。
双
方
が
矢
戦
を
し
た
間
に
「
似
田

カ
ヒ貝

」
と
い
う
部
落
が
あ
る
が
、
あ
る
時
、
八
幡
太
郎
が
通
っ
た
と
き
、
粥

が
多
く
置
い
て
あ
る
の
を
見
て
、
「
こ
れ
は
煮
た
粥
か
」
と
言
っ
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
地
名
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
語
る
。
頭
注
に
は
、
「
ニ
タ
カ
ヒ

は
ア
イ
ヌ
語
の
ニ
タ
ト
即
ち
湿
地
よ
り
出
し
な
る
く
し
地
形
よ
く
合
へ
り

西
の
国
々
に
て
は
ニ
タ
と
も
ヌ
タ
と
も
い
ふ
皆
こ
れ
な
り
」
と
あ
る
。
「
地

形
よ
く
合
へ
り
」
と
い
う
の
は
、
「
戦
の
当
時
此
あ
た
り
は
蘆
し
げ
り
て

土
固
ま
ら
ず
、
ユ
キ
ユ
キ
と
動
揺
せ
り
」
と
い
う
叙
述
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
か
ら
地
名
は
生
ま
れ
た
が
、
ア
イ

ヌ
語
に
起
源
を
求
め
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
本
文
で
僅
か
に

そ
れ
を
匂
わ
せ
る
の
は
、
一
話
の
「
谷
川
の
こ
の
猿
ケ
石
に
落
合
ふ
も
の

ナ
、
ナ
イ
ヤ
サ
キ

ナ
イ

甚
だ
多
く
、
俗
に
七
内
八
崎
あ
り
と
称
す
。
内
は
沢
又
は
谷
の
こ
と
に
て
、

奥
州
の
地
名
に
は
多
く
あ
り
」
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
本
文
に
も
頭
注

に
も
ア
イ
ヌ
語
へ
の
言
及
は
な
い
。
だ
が
、
「
内
」
の
つ
く
地
名
は
東
北

の
山
間
地
に
見
ら
れ
、
ア
イ
ヌ
語
に
起
源
を
持
つ
と
す
る
説
が
有
力
で
あ

る
。
柳
田
の
説
が
本
文
に
入
り
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
佐
々
木

自
身
の
話
に
し
た
た
め
に
、
こ
う
し
た
叙
述
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
ぶ
ん
不
徹
底
さ
が
残
っ
て
い
る
。

柳
田
は
佐
々
木
の
話
に
出
て
来
る
地
名
に
ア
イ
ヌ
の
痕
跡
を
見
よ
う

と
し
た
。
出
典
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
際
に
依
拠
し
た
の
は
、

一
九
○
五
年
に
Ｊ
・
バ
チ
ェ
ラ
ー
が
著
し
た
『
ア
イ
ヌ
。
英
。
和
辞
典
及

ア
イ
ヌ
語
文
典
第
二
版
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
辞
典
な
の
で
、
わ
ざ

わ
ざ
出
典
を
明
記
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
ア
イ
ヌ

語
の
解
釈
は
バ
チ
ェ
ラ
ー
の
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
佐
々
木
の
話
に
結
び
つ

け
て
、
頭
注
と
し
て
示
し
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
柳
田
で
あ
る
。

声
と
い
う
問
題
な
ら
ば
、
地
名
を
漢
字
表
記
に
し
て
、
多
く
の
場
合
は

丁
寧
に
カ
タ
カ
ナ
で
振
り
仮
名
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
足
り
る
。
漢
字

が
あ
て
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
四
二
話
の
「
ヲ
バ
ヤ
」
の
よ
う
な
表

記
が
残
る
が
、
こ
れ
は
少
な
い
。
遠
野
で
一
般
化
し
た
表
記
が
見
ら
れ
な

け
れ
ば
、
意
図
的
に
「
ダ
ン
ノ
ハ
ナ
」
の
よ
う
に
残
し
た
こ
と
は
す
で
に

見
た
。
こ
れ
だ
け
丁
寧
に
地
名
の
漢
字
表
記
が
な
さ
れ
た
の
は
、
柳
田
が

佐
々
木
に
ど
の
よ
う
に
書
く
の
か
尋
ね
た
結
果
に
ち
が
い
な
い
。
佐
々
木

は
文
字
を
持
つ
伝
承
者
で
あ
っ
た
。

す
で
に
見
た
六
八
話
の
頭
注
「
地
形
よ
く
合
へ
り
」
の
よ
う
に
、
本
文

と
の
対
応
を
指
摘
し
た
場
合
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
直
接
関
係
が
な
く

て
も
ア
イ
ヌ
語
起
源
で
説
明
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
ぶ
ん
ア
イ
ヌ

語
説
は
自
立
し
て
い
て
、
佐
々
木
の
話
に
寄
り
か
か
る
こ
と
が
な
い
。
そ

の
た
め
、
ア
イ
ヌ
と
の
接
点
を
切
り
捨
て
、
一
国
民
俗
学
に
向
か
お
う
と

す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
頭
注
は
邪
魔
に
な
る
。
一
九
四
八
年
の
文
芸
春
秋

新
社
版
『
遠
野
物
語
」
は
こ
う
し
た
注
記
を
す
べ
て
削
除
し
、
一
国
民
俗

学
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ク
ス
ト
に
仕
立
て
直
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

六
『
遠
野
物
語
』
の
振
り
仮
名
と
音
読
の
関
係

す
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
『
遠
野
物
語
』
は
簡
潔
な
文
語
体
で
書
か

れ
て
い
る
。
全
体
を
古
め
か
し
い
標
準
語
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
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声の発見、声の喪失

と
時
代
を
超
え
て
ゆ
く
普
遍
性
を
獲
得
し
た
。
だ
が
、
声
と
い
う
視
点
か

ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
声
を
抹
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
今
日
の
よ
う
に
録
音
の
技
術
が
あ
っ
て
、
「
語

り
た
る
ま
ま
」
「
聞
き
た
る
ま
ま
」
に
再
現
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。

そ
れ
以
上
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
書
く
こ
と
な
ど
、
当
初
か
ら
想
定
し
て

い
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
っ
か
り
声
を
抹
殺
せ
ず
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の

言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
場
合
に
は
、
残
す
こ
と
を
心
が
け

た
。
そ
れ
は
特
に
会
話
文
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
六
話
で
は
、
猟
師
が

山
中
で
会
っ
た
長
者
の
娘
に
銃
を
向
け
た
と
き
、
娘
は
「
何
を
ぢ
で
は
な

い
か
、
ぶ
つ
な
」
と
言
っ
た
。
「
を
ぢ
」
は
次
男
以
下
の
子
弟
を
意
味
し
、

「
ぶ
つ
」
は
「
撃
つ
」
の
意
味
で
あ
る
。
緊
張
感
の
あ
る
場
面
で
は
、
佐
々

木
が
語
っ
た
声
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
す
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
単
語
レ
ベ
ル
で
カ
タ
カ
ナ
表
記
が

見
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
『
遠
野
物
語
』
に
見
ら
れ
る
カ
タ
カ
ナ
表
記

ク
リ
ヤ
ガ
ハ

は
振
り
仮
名
に
顕
著
に
現
れ
る
。
例
え
ば
、
六
八
話
な
ら
ば
、
「
厨
川
の

シ
ヤ
ク
ハ
チ
マ
ン
ザ
タ
テ

柵
」
「
八
幡
沢
の
館
」
の
よ
う
に
、
地
名
ば
か
り
で
な
く
、
丁
寧
な
振
り

仮
名
が
カ
タ
カ
ナ
で
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
読
み
に
く
い
単
語
と
考
え
て
、

意
識
的
に
つ
け
た
場
合
も
あ
る
が
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
カ
タ
カ

ナ
表
記
の
多
く
は
佐
々
木
が
柳
田
に
語
っ
た
声
を
残
そ
う
と
し
た
に
ち
が

い
な
い
。
佐
々
木
の
声
は
こ
う
し
た
箇
所
に
細
や
か
に
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

実
は
、
読
み
に
く
い
と
い
う
と
き
の
読
む
は
、
今
日
の
よ
う
な
黙
読
で

は
な
く
、
音
読
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
松
本
の
胡

桃
沢
勘
内
は
、
若
い
と
き
に
、
「
遠
野
物
語
」
を
声
に
出
し
て
読
ん
だ
こ

と
を
回
想
し
て
い
る
し
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
折
口
信
夫
が
「
遠

野
物
語
」
二
古
代
感
愛
集
」
）
で
詠
ん
だ
よ
う
に
、
一
人
で
も
「
遠
野
物
語
」

を
音
読
し
て
い
る
。
柳
田
は
そ
の
よ
う
に
し
て
音
読
さ
れ
る
こ
と
を
想
定

し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
際
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
振
り
仮
名
が
果
た
し

た
役
割
は
大
き
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
遠
野
物
語
』
は
多
く
の
声
を

喪
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
一
方
で
、
声
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

一
九
四
八
年
の
文
芸
春
秋
新
社
版
『
遠
野
物
語
」
は
、
そ
の
点
で
も
興

味
深
い
。
こ
れ
は
、
初
版
以
来
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
振
り
仮
名
を
す
べ
て

ひ
ら
が
な
に
改
め
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
振
り
仮
名
の
量
は
激
減
し
て

い
る
。
次
第
に
音
読
の
習
慣
が
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
や
は
り
一
国
民
俗
学
に
ふ
さ
わ
し
い
表
記
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
た
結
果
ら
し
い
。
そ
の
時
は
、
も
は
や
音
読
は
想
定
さ
れ
ず
、
ひ
た

す
ら
黙
読
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
当
初
目
論
ん
で

い
た
声
の
復
活
も
、
す
っ
か
り
骨
抜
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
い

い
。
本
格
的
に
声
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
文
芸
春
秋
新
社
版
か
ら

だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

改
め
て
古
代
文
学
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
は
二
○
世
紀
の

「
遠
野
物
語
」
の
分
析
に
留
め
て
お
こ
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
分
析

に
よ
っ
て
、
吉
本
隆
明
の
『
共
同
幻
想
論
』
で
は
ま
っ
た
く
見
え
な
く
な
っ

て
い
た
世
界
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
一
方
で
は
、
二
○
世

紀
の
「
遠
野
物
語
』
か
ら
古
代
文
学
の
声
を
考
え
る
と
い
う
の
は
本
末
転

倒
だ
と
い
う
批
判
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
「
宛
然
と
し
て
古
風

土
記
を
よ
む
が
如
し
」
と
頭
注
で
つ
ぶ
や
い
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。

柳
田
が
頭
注
に
残
し
た
国
際
的
な
比
較
研
究
の
示
唆
と
と
も
に
、
改
め
て
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古
代
文
学
研
究
を
考
え
る
視
野
が
こ
の
あ
た
り
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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