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基
本
的
姿
勢

　
こ
の
論
文
に
は
い
た
っ
て
地
味
で
平
凡
な
標
題
と
、
多
少
は
人
目
を
惹
く
副

題
と
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
論
文
に
目
を
と
め
て
く
だ
さ
っ

た
方
は
副
題
に
つ
ら
れ
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
副
題
の
意
味
に

つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
私
は
、
い
わ
ゆ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
す
べ
て
一
種
の
「
手
品
」

で
あ
る
と
み
な
す
。
そ
し
て
そ
の
手
品
の
種
明
か
し
を
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

あ
る
話
し
手
、
書
き
手
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
解
剖
し
、
そ
れ
が
人
を
説
得
す
る
秘

密
を
別
挟
し
て
指
し
示
す
作
業
を
も
っ
て
修
辞
学
的
分
析
（
｝
阻
o
ユ
邑
喜
窃
）

と
呼
ぶ
一
－
一
。
こ
れ
は
定
義
と
し
て
は
比
楡
的
で
厳
密
で
は
な
い
が
、
具
体
的

な
分
析
の
方
略
一
ω
蔓
試
撃
）
や
方
法
（
昌
①
庄
a
）
は
そ
の
分
析
の
対
象
と
す

る
も
の
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な

基
本
的
姿
勢
を
示
す
の
み
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
手
品
と
い
う
言
葉
を
使
う
以
上
、
そ
こ
に
は
当
然
の
よ
う
に

「
だ
ま
す
」
「
証
か
す
」
「
幻
惑
さ
せ
る
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
含
み
が
伴
っ
て

し
ま
う
が
、
そ
れ
は
計
算
の
上
の
こ
と
で
あ
る
。
は
な
は
だ
穏
や
か
で
な
い
物

言
い
を
す
れ
ば
、
私
は
、
単
純
な
読
弁
や
虚
偽
は
論
外
と
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク

と
い
う
も
の
は
み
な
本
質
的
に
そ
の
よ
う
な
「
際
ど
い
」
性
質
を
持
っ
．
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
最
も
レ
ト
リ
ッ
ク
ら
し
い
レ
ト

リ
ッ
ク
で
あ
る
「
警
え
」
に
よ
る
議
論
に
よ
っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
次
の
文

章
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
金
田
一
氏
は
日
本
の
名
文
家
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
紫
式
部
、
近
松
、
西
鶴
、

芭
蕉
、
朱
舜
水
に
も
、
語
法
、
文
字
の
誤
り
、
拙
劣
、
或
い
は
新
語
、
外
来

語
の
濫
用
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
楯
に
現
代
の
日
本
語
は
乱
れ
て

ゐ
な
い
と
診
断
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
乱
暴
な
話
で
、
そ
の
論
法
を
以
て
す

れ
ば
、
山
登
り
の
専
門
家
で
も
ク
レ
バ
ス
に
落
ち
て
死
ぬ
こ
と
が
あ
る
の
だ

か
ら
、
高
校
生
の
滅
茶
を
答
め
立
て
す
る
事
は
な
い
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
芭
蕉
が
自
動
詞
と
他
動
詞
を
混
用
し
た
か
ら
と
言
つ
て
、
今
の
子

供
が
さ
う
し
て
ゐ
る
の
を
見
聞
き
し
て
も
吾
々
は
黙
認
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
で
せ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
田
恒
存
「
世
俗
化
に
抗
す
」
一
2
一

　
こ
の
議
論
を
多
少
整
理
し
て
示
す
と
、
吏
ず
金
田
一
氏
は
、
「
名
文
家
と
考

え
ら
れ
て
い
る
人
達
の
文
章
に
も
様
々
な
『
乱
れ
』
が
見
ら
れ
る
こ
と
」
を
も

っ
て
、
「
現
代
人
の
日
本
語
の
『
乱
れ
』
に
目
く
じ
ら
を
立
て
る
必
要
は
な
い
」

と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
福
田
氏
は
、
そ
れ
は
「
山
登
り
の
専
門
家
で
も
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ク
レ
バ
ス
に
落
ち
て
死
ぬ
こ
と
が
あ
る
こ
と
」
か
ら
「
高
校
生
の
無
謀
な
登
山

を
答
め
立
て
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
が
、

厳
密
に
い
え
ば
こ
れ
は
「
同
じ
」
で
は
な
い
。
金
田
一
氏
の
主
張
に
見
ら
れ
る

判
断
と
、
福
田
氏
の
「
警
え
」
を
構
成
す
る
判
断
と
は
等
価
で
は
な
く
、
後
者

は
前
者
の
判
断
に
含
ま
れ
る
「
関
係
」
を
誇
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
一
3
一
。
一
だ

か
ら
こ
そ
「
警
え
」
に
よ
る
議
論
は
、
議
論
法
と
し
て
の
効
力
を
持
つ
の
で
あ

る
と
い
え
る
。
一
こ
の
よ
う
に
、
「
警
え
」
に
よ
る
議
論
は
、
等
価
で
な
い
判
断

を
「
同
じ
」
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
読
み
手
に
思
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
が
い
う
レ
ト
リ
ツ
ク
の
「
際
ど
さ
」
と
は
こ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
念
の
為
に
い
っ
て
お
け
ば
、
私
は
決
し
て
福
田
氏
の
議
論
が
問
違
っ
て
い
る

と
か
、
詑
弁
で
あ
る
と
か
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
主
張
も

論
法
も
「
正
し
い
」
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と

は
、
厳
密
で
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
本
来
客
観
的
な
実

証
や
科
学
的
な
証
明
が
成
り
立
た
な
い
領
域
で
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
領
域
で
の
問
題
に
つ
い
て
、
語
り
手
が
自
身
の
主
張
を
聞
き
手
に
受
け

入
れ
さ
せ
た
い
、
あ
る
い
は
反
論
を
容
易
に
許
さ
な
い
だ
け
の
説
得
力
を
持
た

せ
た
い
と
願
う
と
き
、
そ
こ
に
必
然
的
に
レ
ト
リ
ッ
ク
が
現
れ
る
。
レ
ト
リ
ッ

ク
と
は
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
の
言
葉
の
「
手
練
手
管
」
な
の
だ
。
そ
し
て

そ
の
「
手
練
手
管
」
を
い
か
に
巧
み
に
実
行
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
レ
ト
リ
ッ

ク
の
倫
理
．
（
庄
①
①
ま
8
0
｛
｝
き
浄
一
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
も
し
説
得
と
い

う
こ
と
に
無
頓
着
な
著
者
が
い
れ
ば
、
彼
は
修
辞
学
的
に
は
な
は
だ
「
不
誠
実

な
」
人
問
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
さ
ら
に
付
け
加
え
る
。
こ
こ
で
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は

い
わ
ゆ
る
レ
ト
リ
カ
ル
な
装
い
を
し
て
い
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
読
者
を

繰
ろ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
嫌
い
だ
と
し
て
、
自
分
は
な
る
べ
く
レ
ト
リ
ッ
ク
を

排
し
た
中
立
で
客
観
的
な
文
章
を
書
き
た
い
と
あ
る
著
者
が
言
う
と
き
、
彼
は

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
よ
っ
て
自
身
の
文
章
に
説
得
力
を
持
た
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
「
シ
ー
ザ
ー
の
『
ガ
リ
ア
戦
記
』
は
そ
の
典
型
的
な
例

だ
。
）
ま
た
、
説
得
と
い
う
目
的
を
意
識
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
必
要
も
な
い
。

例
え
ば
、
あ
る
勤
労
学
生
が
、
「
青
年
の
主
張
」
に
お
い
て
、
貧
乏
と
闘
い
な

が
ら
勉
学
を
続
げ
る
こ
と
の
苦
し
さ
に
つ
い
て
話
す
と
き
、
た
と
え
彼
自
身
の

意
図
が
純
粋
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
題
材
の
選
択
に
お
い
て

レ
ト
リ
ッ
ク
が
働
い
て
い
る
と
み
な
す
。
聴
衆
と
審
査
貝
の
い
る
前
で
、
し
か

も
コ
ン
ク
ー
ル
型
式
で
競
わ
れ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
て
、
理
論
的
に
は
無
数

の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
の
よ
う
な
題
材
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
そ
の

選
択
に
責
任
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
語
り
手
が
説
得
を
意
識
す
る
し
な

い
に
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
本
質
的
に
「
説
得
的
」
な
も
の
で
あ

る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ィ
ー
バ
ー
（
雷
o
訂
己
彗
奉
ミ
＆
は
、
言
葉
を
喋
る

人
は
み
な
「
説
教
師
」
（
肩
S
庄
＆
で
あ
り
、
言
葉
は
「
説
教
的
」
（
ω
R
昌
昌
旦

な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
言
葉
を
発
す
る
や
い
な
や
、

わ
れ
わ
れ
は
聞
き
手
に
世
界
を
、
或
い
は
そ
の
一
部
を
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ

う
に
見
る
よ
う
に
し
む
け
て
い
る
の
で
あ
る
一
4
一
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
も
の
は
、
語
り
手
（
書
き
手
）
が
説
得

を
意
識
し
な
い
場
合
に
も
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
修
辞
学
的
分
析
と
い
う

方
法
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
論
説
・
評
論
の
よ
う
に
意
図
的
に
説
得
を
狙
っ
た

文
種
を
対
象
に
し
た
ほ
う
が
よ
り
多
く
の
成
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
伊
藤
整
の
「
青
春
に
つ
い
て
」

と
い
う
教
材
は
、
修
辞
学
的
分
析
を
適
用
す
る
に
は
最
適
の
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
向
井
敏
氏
は
、
こ
の
文
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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…
…
伊
藤
整
の
こ
の
文
章
の
わ
け
て
も
お
そ
る
べ
き
は
、
論
の
組
み
立
て
方
、

論
理
の
繰
り
方
の
巧
妙
で
あ
る
。

　
元
来
、
伊
藤
整
は
論
理
の
操
作
、
平
た
く
い
え
ば
理
屈
の
こ
ね
方
に
か
け
て

は
た
ぐ
い
ま
れ
な
名
手
、
こ
の
人
の
文
学
評
論
の
面
白
さ
も
そ
の
こ
と
に
か

か
わ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
が
、
こ
の
「
青
春
に
つ
い
て
」
は
そ
の
方
面

の
才
腕
を
披
露
し
て
最
も
め
ざ
ま
し
い
例
の
一
っ
で
あ
ろ
う
一
5
一
。

　
本
論
文
は
、
表
面
上
は
一
応
教
材
分
析
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
が
、

一
方
で
は
ま
た
、
修
辞
学
的
分
析
と
い
う
、
私
に
と
っ
て
多
少
輪
郭
の
見
え
始

め
て
き
た
方
法
を
、
こ
の
優
れ
て
レ
ト
リ
カ
ル
な
教
材
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
よ
り
明
確
な
も
の
に
し
た
い
と
い
う
方
法
論
的
な
ね
ら
い
も
も
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
作
品
を
あ
る
方
法
で
分
析
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
分
析

作
業
を
通
し
て
、
そ
の
方
法
そ
の
も
の
も
洗
練
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
二
重
の

目
的
を
も
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
青
春
に
つ
い
て
」
と
い
う

教
材
は
、
玉
木
雅
已
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
第
一
学
習
社
一
新
国
語
1
）
、
筑

摩
書
房
（
国
語
－
一
、
学
校
図
書
（
現
代
文
）
、
角
川
書
店
（
現
代
文
一
、
三
省

堂
一
現
代
文
一
、
尚
学
図
書
一
新
選
現
代
文
一
の
各
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る

が
一
6
一
、
本
論
文
が
拠
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
、
角
川
書
店
（
現
代
文
）
の
昭
和
6
1

年
度
版
で
あ
る
。

2
　
分
析

ま
ず
、
「
青
春
に
つ
い
て
」

の
最
初
の
数
段
落
を
引
用
す
る
。

　
青
春
の
明
け
方
は
、
ず
い
ぶ
ん
早
め
に
や
っ
て
来
る
も
の
で
、
そ
し
て
、

そ
れ
は
な
か
な
か
終
わ
り
に
な
ら
な
い
。
私
の
経
験
で
言
え
ば
、
青
春
は
少

年
時
代
に
す
で
に
や
っ
て
来
て
い
た
。
（
私
は
早
熟
で
あ
っ
た
。
）
そ
し
て
、

だ
れ
も
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
私
は
白
分
を
早
熟
だ
と
思
っ
て
、
早
く
目

覚
め
た
自
分
の
青
春
を
、
他
人
の
目
か
ら
隠
そ
う
と
し
、
ま
た
自
分
自
身
の

目
か
ら
さ
え
隠
そ
う
と
努
力
し
た
。
そ
の
と
き
に
私
に
意
識
さ
れ
た
青
春
ら

し
い
も
の
は
、
自
分
に
対
す
る
開
眼
の
願
い
と
、
異
性
に
対
す
る
開
眼
の
願

い
、
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
願
い
を
通
し
て
、
人
生
が
自
分
の
後
方
で
な
く
、

前
方
に
全
部
未
開
発
で
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
の
す
け

気
難
し
く
て
博
識
な
る
老
人
日
夏
敢
之
介
の
詩
の
一
節
に
、

　
　
　
さ
ん
び

　
わ
れ
讃
美
す

　
た
し
か
な
る
み
ず
か
ら
の
も
ち
も
の
に
つ
い
て

　
わ
れ
は
最
初
に
も
っ
と
も
不
思
議
な
る
青
春
な
り

　
　
　
一
中
略
一

　
　
　
　
ひ
と

　
わ
れ
は
孤
り
な
り

　
　
　
　
わ
　
か

　
わ
れ
は
青
春
く

　
　
　
　
か
よ
わ

　
わ
れ
は
繊
細
し

　
さ
れ
ど
わ
れ
は
所
有
す

　
所
有
は
五
月
の
曲
江
の
や
う
に
照
り
か
が
や
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
く

　
は
つ
夏
の
日
輪
の
や
う
に
撫
愛
し
む

と
い
う
の
が
あ
る
。
私
が
初
め
て
こ
の
詩
を
読
ん
だ
の
は
、
数
え
年
十
七
歳

の
八
月
だ
っ
た
か
ら
、
満
で
言
う
と
十
六
歳
と
七
か
月
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

満
十
六
歳
半
の
私
は
、
自
分
自
身
の
若
さ
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
の
詩
の

中
に
見
事
に
捕
捉
さ
れ
、
ピ
チ
ピ
チ
と
生
き
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
私
は
自

分
の
青
春
を
理
解
し
た
。
私
が
十
六
歳
で
理
解
し
た
も
の
は
、
今
ま
た
十
六
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歳
の
少
年
が
理
解
す
る
、
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
詩
人
は
、
そ
の
時
、
「
所
有
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
の
核
と
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
青
春
が
所
有
す
る
も
の
、
そ
れ
は
、
全
人
生
で
あ
る
。
そ

れ
は
い
わ
ば
地
球
を
自
分
は
所
有
し
て
い
る
と
考
え
る
の
と
同
様
で
あ
り
、

人
生
と
い
う
も
の
を
全
部
ま
だ
「
手
つ
か
ず
」
で
所
有
し
て
い
る
、
と
い
う

の
と
同
断
で
あ
る
。

　
石
垣
義
昭
氏
は
、
「
青
春
を
若
さ
や
活
力
や
希
望
と
い
っ
た
観
念
に
よ
ら
ず
、

『
所
有
』
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に
、
伊
藤
整
の
独
自
の
切

り
口
が
あ
る
一
7
一
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
所
有
」
と
い
う
言
葉
は
、
伊

藤
整
が
こ
の
文
章
の
申
で
華
麗
に
演
じ
て
み
せ
た
手
品
を
構
成
す
る
重
要
な
鍵

語
の
一
つ
で
あ
る
。
「
青
春
が
所
有
す
る
も
の
、
そ
れ
は
全
人
生
で
あ
る
。
」
な

ぜ
か
。
青
年
は
人
生
に
お
い
て
、
ま
だ
何
に
も
手
を
つ
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
何
に
も
手
に
つ
け
て
い
な
い
、
現
実
に
は
何
も
所
有
し
て
い
な
い
か
ら
こ

そ
、
何
で
も
所
有
で
き
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
諺
に
、
「
一

つ
の
扉
を
開
け
れ
ば
他
の
扉
が
閉
じ
る
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
選
択
す
る
こ
と
だ
。
あ
る
道
を
選
べ
ば
、
た
と
え
そ
こ
で
成
功
し
た
と

し
て
も
、
い
や
そ
こ
で
成
功
し
た
が
ゆ
え
に
、
他
の
道
に
進
む
可
能
性
を
失
う

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
た
っ
た
一
つ
の
現
実
の
所
有
が
残
り
、
無
数
の
観

念
と
し
て
の
所
有
は
消
え
て
な
く
な
る
。
が
、
青
春
の
始
ま
り
に
あ
る
者
は
違

う
。
彼
ら
は
、
何
も
持
っ
て
な
い
が
ゆ
え
に
、
ま
た
何
に
も
手
を
つ
け
て
な
い

が
ゆ
え
に
、
可
能
性
と
し
て
す
べ
て
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
逆
説
が
許
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

　
が
、
よ
ほ
ど
単
純
で
愚
鈍
な
青
年
な
ら
と
も
か
く
、
普
通
程
度
の
頭
が
あ
れ

ば
、
白
分
の
前
途
が
そ
れ
程
洋
々
た
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
だ

ろ
う
。
家
柄
、
財
産
、
才
能
、
容
姿
、
そ
の
他
諾
々
の
要
素
が
白
分
の
未
来
を

狭
ぐ
隈
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
に
は
無
限
の
可
能
性
ど
こ
ろ

か
極
め
て
限
ら
れ
た
選
択
肢
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
鋭
敏
な
伊
藤
整
が
そ
の
事

に
気
づ
か
ぬ
は
ず
は
な
い
。

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
所
有
と
は
、
全
く
所
有
し
な
い
こ
と
と
も
ほ
と
ん
ど

同
義
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
自
身
は
、
日
夏
先
生
と
違
っ
て
十
六
歳
の
時
、

自
分
は
何
も
所
有
し
て
い
な
い
、
と
い
う
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
「
所

有
」
を
、
物
質
的
な
面
に
限
っ
て
言
っ
て
も
、
私
は
中
学
校
へ
通
え
る
だ
け

の
資
力
を
子
だ
く
さ
ん
の
貧
弱
な
勤
め
人
で
あ
っ
た
私
の
父
な
る
男
か
ら
、

搾
取
し
、
仕
立
て
直
し
の
制
服
と
一
そ
ろ
い
の
教
科
書
と
、
通
学
定
期
券
を

持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
所
有
は
「
青
春
」
の
所
有
で
は
な
い
。
青
春

の
所
有
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
、
本
質
的
に
言
う
と
未
開
発
な
る
人
生
の
未

来
で
あ
る
。
現
象
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
自
分
が
持
つ
可
能
性
の
あ
る
と
こ

ろ
の
才
能
で
あ
り
、
勇
気
で
あ
り
、
美
貌
で
あ
り
、
敏
感
な
、
そ
し
て
広
い

心
で
あ
り
、
肉
体
の
力
と
健
康
で
あ
り
、
か
つ
た
ぶ
ん
よ
き
友
人
で
あ
り
、

女
性
の
友
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
「
曲
江
の
や
う
な
」
輝
か
し
い
青
春
の
所

有
の
、
ほ
と
ん
ど
全
部
を
、
私
は
、
自
分
が
持
っ
て
も
い
ず
、
か
っ
持
っ
可

能
性
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
意
識
し
た
。

　
（
中
略
）
す
な
わ
ち
私
は
、
健
康
な
肉
体
の
力
、
美
貌
、
広
い
心
、
勇
気
、

才
能
、
女
性
の
友
な
ど
と
い
う
、
青
春
の
最
も
輝
か
し
い
伴
侶
と
み
な
さ
れ

る
も
の
を
、
全
く
欠
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
所
有
し
な
い
、
と
い
う

意
識
は
、
日
常
痛
烈
に
私
を
苦
し
め
、
自
分
を
劣
れ
る
も
の
と
感
じ
さ
せ
、

自
分
が
青
春
を
生
き
て
い
な
い
こ
と
、
た
ぶ
ん
し
た
が
っ
て
人
生
ら
し
い
人

生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
予
感
さ
せ
て
、
私
を
脅
か
し
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た
。
そ
の
と
き
私
の
感
じ
た
脅
迫
感
の
荒
涼
と
し
た
非
人
間
的
な
恐
ろ
し
さ

を
、
私
は
い
ま
五
十
歳
に
な
ろ
う
と
し
て
、
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
起
こ
す
こ
と

が
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
私
の
中
に
ま
だ
消
え
な
い
で
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
ら
を
所
有

し
た
い
と
い
う
青
春
ら
し
い
も
の
は
、
今
も
私
の
耳
も
と
で
さ
さ
や
く
の
で

あ
る
。
お
前
は
、
結
局
、
お
前
の
青
春
を
所
有
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
も

う
再
び
お
前
が
所
有
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
。
私
の
青
春

は
、
衰
え
、
力
弱
く
な
り
な
が
ら
も
、
私
の
肩
の
辺
り
に
腰
掛
け
て
い
る
。

　
彼
は
私
が
喫
茶
店
の
片
隅
で
ボ
ウ
ゼ
ン
と
し
て
い
る
時
、
私
が
木
々
の
緑

な
る
水
の
ほ
と
り
を
歩
く
時
、
私
が
年
若
い
学
生
の
群
れ
と
す
れ
ち
が
う
時
、

私
の
耳
に
さ
さ
や
く
の
で
あ
る
。
オ
レ
は
今
ま
で
お
前
に
付
き
ま
と
っ
て
き

た
が
、
つ
い
に
そ
れ
は
無
駄
で
あ
っ
た
。
お
前
は
、
か
っ
て
、
一
度
も
オ
レ

を
満
足
さ
せ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
。
そ
う
だ
、
私
は
彼
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

　
伊
藤
整
は
既
に
青
春
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
「
輝
か
し
い
青
春
の
所
有
の
、

ほ
と
ん
ど
全
部
を
、
私
は
、
自
分
が
持
っ
て
も
い
ず
、
か
っ
持
っ
可
能
性
も
ほ

と
ん
ど
な
い
と
意
識
し
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
持
つ
可
能
性
も
ほ
と
ん
ど
な

い
」
と
い
う
予
想
は
不
幸
に
も
一
或
い
は
当
然
の
ご
と
く
一
的
中
し
た
。
彼
が

所
有
し
た
が
っ
た
「
青
春
ら
し
い
も
の
」
は
、
今
彼
の
耳
元
で
さ
さ
や
く
の
で

あ
る
。
「
お
前
は
、
結
局
、
お
前
の
青
春
を
所
有
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
も

う
再
び
お
前
が
所
有
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。

　
だ
が
、
伊
藤
整
は
そ
の
よ
う
な
さ
さ
や
き
に
負
け
な
か
っ
た
。
彼
は
現
実
に

は
所
有
し
な
か
っ
た
青
春
を
論
理
の
力
で
得
よ
う
と
す
る
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
私
が
青
春
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
む
し
ろ
私
は
そ
れ
を
所
有
し
な
か
っ
た
だ
け
、
そ
れ
だ
け
、
強
烈

に
青
春
を
知
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
は
、
青
春
と
い
う
も
の
を
、

青
春
ら
し
い
生
活
型
式
や
交
友
や
恋
愛
や
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
も
の
と
し
て
は
所

有
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
所
有
し
な
い
こ
と
で
、
正
確
に
言
え
ば
、

所
有
し
な
い
と
思
っ
た
時
、
青
春
は
私
に
あ
っ
た
。
私
は
、
長
い
間
か
か
っ

て
、
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
は
、
大
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
大
胆

に
言
え
ば
、
そ
ん
な
も
の
は
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
私

の
肩
の
上
に
座
っ
て
、
私
に
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
さ
さ
や
く
や
つ
は
、
そ
れ
は
、

私
が
論
理
的
に
は
捨
て
た
や
つ
が
、
単
に
情
緒
的
に
、
仮
に
そ
こ
に
座
っ
て
、

私
を
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
情
感
に
誘
惑
し
て
い
る
亡
霊
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。　

（
中
略
）
大
学
生
活
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
、
ク
リ
ー
ム
ソ
ー
ダ
、
ク
リ

ス
マ
ス
ケ
ー
キ
、
誕
生
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
、
湖
畔
の
キ
ャ
ン
プ
小
屋
、
ビ
ー

チ
パ
ラ
ソ
ル
、
酒
の
グ
ラ
ス
、
対
抗
競
技
、
少
女
と
の
出
会
い
、
そ
の
よ
う

な
甘
美
な
イ
メ
ー
ジ
を
甘
美
な
も
の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
の
中
に
あ
る
青

春
を
、
私
は
偽
物
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
歩
み
入
っ
て
み
る

が
い
い
。
そ
の
中
に
あ
る
も
の
は
、
弱
い
も
の
と
劣
れ
る
も
の
へ
の
卑
劣
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
う
ま
ん

の
白
眼
視
、
洋
服
や
小
遣
い
銭
や
思
想
や
家
柄
の
競
争
、
見
え
や
傲
慢
さ
や

卑
劣
さ
の
渦
巻
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
甘
美
な
も
の
の
題
目
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
う
ろ
う

与
え
る
虚
偽
と
、
そ
の
中
に
あ
ふ
れ
て
い
る
人
間
ら
し
い
醜
魎
さ
の
リ
ア
リ

ズ
ム
と
を
理
解
す
る
の
は
、
そ
の
全
種
目
を
行
為
し
て
み
な
く
て
も
足
り
る

も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
経
験
は
他
の
同
種
の
も
の
の
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
こ
ろ
の
実
体
を
暴
露
す
る
。
そ
れ
ら
の
醜
さ
と
む
な
し
さ
に
耐
え
る
時
に
、

本
当
の
青
春
の
力
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
に
耐
え
る
力
は
、
老
年
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に
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
中
年
に
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
青
春
の
み

が
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
本
当
に
力
が
必
要
な
の
は
、
単
に
耐
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
目

標
を
持
た
ず
に
耐
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、

自
分
に
、
あ
る
こ
と
が
満
た
さ
れ
、
あ
る
こ
七
が
成
就
し
、
こ
の
む
な
し
さ

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
ぎ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
青
年
の
ひ

そ
か
な
、
そ
し
て
心
か
ら
の
願
い
で
あ
り
、
期
待
で
あ
る
。
し
か
し
だ
れ
も
、

な
に
び
と

何
人
も
、
そ
の
青
年
に
、
そ
れ
を
確
約
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
洪
水

の
後
に
新
し
い
発
芽
と
成
長
の
実
り
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
本
人
に
は
わ
か

ら
ず
、
ま
し
て
他
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
彼
は
全
力
で
も
っ
て
、
何

か
を
な
そ
う
と
し
、
崩
壊
に
耐
え
、
無
限
に
や
り
直
し
て
、
待
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
、
い
つ
終
わ
り
に
な
る
か

わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
が
青
春
で
あ
る
。

　
伊
藤
整
が
こ
こ
で
展
開
し
た
論
理
は
、
見
か
け
の
平
易
さ
に
反
し
て
複
雑
な

か
ら
く
り
に
満
ち
て
い
る
の
で
、
一
つ
一
つ
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
は
「
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
」

で
あ
り
、
「
大
学
生
活
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
、
ク
リ
ー
ム
ソ
ー
ダ
、
…
…
」

な
ど
の
「
甘
美
な
イ
メ
ー
ジ
を
甘
美
な
も
の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
の
中
に
あ

る
青
春
」
は
「
偽
物
」
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
一
見
ど
う
と
い
う
こ
と
の
な
い

意
見
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
が
手
品
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
こ
の

種
明
か
し
を
す
る
た
め
に
は
、
少
し
回
り
道
を
し
て
、
説
得
的
定
義
（
o
婁
§
ω
ぎ

宗
臣
匡
昌
）
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
定
義
に
つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
説
得
的
定
義
は
、
ア
メ
リ
カ
の
倫
理
学
者
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
（
9
邑
窃

－
．
ω
試
＜
彗
ω
昌
）
が
、
一
九
三
八
年
に
『
マ
イ
ン
ド
」
に
寄
せ
た
論
文
の
中
で

提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
は
そ
こ
で
、

い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

説
得
的
定
義
に
つ

　
「
説
得
的
」
定
義
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
語
に
対
し
て
、
そ
の
情
緒
的

意
味
を
あ
ま
り
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
、
新
し
い
概
念
的
意
味
を
与
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
の
関
心
の
方
向
を
変
え
る
こ
と
を
意
識
的
に
あ
る
い

は
無
意
識
的
に
目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
一
8
一
。

　
こ
れ
は
具
体
例
が
な
け
れ
ば
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
ソ
ン
が
著
書
『
倫
理
と
言
語
』
（
寒
雲
§
、
旨
§
§
H
⑩
偉
）
で
あ
げ
て

い
る
例
を
少
し
短
く
し
て
引
用
し
て
み
る
。

　
A
　
話
し
方
か
ら
は
っ
き
り
と
分
か
る
よ
う
に
、
彼
は
公
式
の
教
育
を
ほ
と

　
　
ん
ど
受
け
て
い
な
い
。
彼
の
書
く
文
章
は
、
し
ば
し
ば
不
作
法
で
あ
る
し
、

　
　
歴
史
や
文
学
に
言
及
す
る
と
き
に
は
、
こ
れ
見
よ
が
し
な
感
じ
が
す
る
。

　
　
思
考
に
は
、
き
ち
ん
と
訓
練
さ
れ
た
知
識
人
に
見
ら
れ
る
精
密
さ
や
鋭
さ

　
　
が
欠
け
て
い
る
。
彼
は
全
く
教
養
が
な
い
．
。

　
B
　
い
や
違
う
。
あ
な
た
は
教
養
の
上
っ
面
、
中
身
の
空
っ
ぽ
な
単
な
る
見

　
　
せ
か
け
だ
け
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
。
「
教
養
」
と
い
う
言
葉
の
正
し
ぐ

　
　
て
完
全
な
意
味
は
、
「
創
造
力
豊
か
な
膝
受
性
」
や
「
独
創
性
」
と
い
う

　
　
こ
と
だ
。
彼
は
そ
れ
を
持
つ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
き
わ
め
て
控
え
め
に
言

　
　
っ
て
も
、
彼
は
、
教
育
程
度
に
お
い
て
ま
さ
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
多
く

　
　
よ
り
は
る
か
に
教
養
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
一
9
一
。

　
A
の
人
物
は
「
教
養
」
の
慣
用
的
な
意
味
か
ら
、
「
彼
」
は
教
養
が
な
い
と

言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
B
は
、
そ
の
「
教
養
」
の
意
味
は
間
違
っ
て
い
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る
と
し
て
、
「
教
養
」
の
「
真
の
」
意
味
と
彼
が
考
え
る
も
の
を
あ
げ
、
そ
れ

に
当
て
は
ま
る
「
彼
」
は
教
養
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
B
が

見
せ
た
、
あ
る
語
の
自
分
の
使
い
方
を
他
人
に
も
受
け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る

よ
う
な
定
義
の
仕
方
が
説
得
的
定
義
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
伊
藤
整
が
先
の
丈
章
で
主
張
し
た
意
見

も
、
一
種
の
「
青
春
」
の
説
得
的
定
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
伊
藤
整
は

「
偽
の
」
青
春
に
つ
い
て
は
、
「
大
学
生
活
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
、
ク
リ
ー
．
ム

ソ
ー
ダ
、
：
…
・
」
と
具
体
的
に
数
え
あ
げ
、
裂
白
巾
の
気
合
い
で
糾
弾
し
て
い
る

が
、
彼
が
「
真
の
」
青
春
と
考
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
具
体
的

な
か
た
ち
で
は
ま
っ
た
く
示
さ
な
い
ま
ま
論
理
を
進
行
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
手
品
に
つ
い
て
は
既
に
谷
沢
永
一
氏
が
的
確
な
指
摘
を
し
て

い
る
。　

確
か
に
伊
藤
整
の
喝
破
す
る
通
り
、
「
そ
ん
な
も
の
は
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
で

あ
る
こ
と
」
は
事
実
だ
。
で
は
そ
の
対
極
に
位
置
し
て
此
の
人
生
に
は
、
ツ

マ
ラ
ヌ
モ
ノ
で
は
な
い
ホ
ン
モ
ノ
が
何
処
か
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ

ん
な
結
構
な
モ
ノ
は
絶
対
に
見
当
た
ら
ぬ
の
だ
。
と
す
れ
ば
同
じ
く
ツ
マ
ラ

ヌ
モ
ノ
で
あ
る
な
ら
、
「
健
康
な
肉
体
の
力
、
美
貌
」
そ
の
他
そ
の
他
を
、

誰
に
ど
う
言
わ
れ
よ
う
と
し
っ
か
り
「
所
有
」
す
る
ほ
う
が
増
し
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
理
論
上
は
飽
く
迄
そ
う
な
る
。

　
し
か
し
現
実
は
稀
少
価
値
を
め
ぐ
っ
て
回
転
し
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
う

幸
福
な
「
所
有
」
が
誰
に
も
与
え
ら
れ
は
し
な
い
。
そ
の
と
き
発
動
し
て
気

休
め
に
で
き
る
衛
生
薬
が
、
伊
藤
整
の
調
合
に
よ
る
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

で
あ
る
。
し
か
し
高
が
論
理
ひ
と
つ
で
も
組
み
立
て
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ

程
に
甚
大
な
効
果
を
発
揮
し
得
る
の
か
と
、
私
は
驚
き
呆
れ
て
伊
藤
整
の
辣

腕
に
敬
服
し
た
。

　
（
中
略
一
論
理
と
は
何
か
を
省
略
し
て
始
め
て
成
り
立
つ
芸
な
の
だ
。
伊

藤
整
は
「
青
春
の
最
も
輝
か
し
い
伴
侶
と
見
な
さ
れ
る
も
の
」
以
外
に
、
人

生
に
は
絶
対
に
確
か
な
本
当
に
「
輝
か
し
い
」
も
の
が
あ
り
得
る
か
否
か
を

カ
ー
テ
ン
の
陰
に
そ
っ
と
隠
し
て
論
を
立
て
た
。
そ
の
上
で
わ
が
国
の
エ
ッ

セ
イ
史
上
に
屈
指
の
、
人
を
励
ま
し
勇
気
づ
け
る
忠
告
が
生
ま
れ
得
た
の
で

あ
る
一
1
0
一
。

　
谷
沢
氏
の
分
析
に
少
し
補
足
す
る
。
伊
藤
整
は
な
ぜ
「
真
の
」
青
春
の
具
体

的
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
い
の
か
。
谷
沢
氏
は
、
「
そ
ん
な
結
構
な
モ
ノ
は
絶

対
に
見
当
た
ら
ぬ
の
だ
」
と
書
い
て
い
る
が
、
仮
に
伊
藤
整
に
「
真
の
」
青
春

と
考
え
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
読
者
の
手
前
示
す
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
れ
が
ま
さ
に
「
真
の
」
青
春
と
呼
ば
れ

る
に
値
す
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
に
大
多
数
の
読

者
に
と
っ
て
は
や
は
り
容
易
に
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う

か
ら
、
彼
ら
に
は
「
偽
の
」
青
春
も
「
真
の
」
青
春
も
所
有
で
き
な
い
と
い
う

身
も
蓋
も
な
い
話
に
な
る
。
逆
に
そ
れ
が
誰
に
で
も
所
有
で
き
る
平
凡
な
も
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
青
春
と
い
う
美
し
い
名
に
値
し
な
い
、
所
有
し
て
い
て
も

所
有
の
喜
び
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
伊
藤
整
は
自
ら
立
て

た
論
理
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
、
「
真
の
」
青
春
が
何
で
あ
る
か
を
示
せ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
伊
藤
整
は
こ
こ
で
さ
ら
に
大
掛
か
り
な
手
晶
を
繰
り
広
げ
る
。
谷

沢
氏
は
、
「
同
じ
く
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
で
あ
る
な
ら
、
『
健
康
な
肉
体
の
力
、
美
貌
』

そ
の
他
そ
の
他
を
、
誰
に
ど
う
い
わ
れ
よ
う
と
し
っ
か
り
『
所
有
』
す
る
ほ
う
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が
増
し
で
あ
る
」
と
言
う
が
、
伊
藤
整
は
そ
の
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
を
所
有
し
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
青
春
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
理
屈
を
組

み
立
て
る
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
私
が
青
春
を
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
私
は
そ
れ
を
所
有
し
な
か
っ
た
だ
け
、

そ
れ
だ
け
、
強
烈
に
青
春
を
知
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
は
、
青
春
と

い
う
も
の
を
、
青
春
ら
し
い
生
活
型
式
や
交
友
や
恋
愛
や
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
も
の

と
し
て
は
所
有
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
所
有
し
な
い
こ
と
で
、
正
確

に
言
え
ば
、
所
有
し
な
い
と
思
っ
た
時
、
青
春
は
私
に
あ
っ
た
。
」
す
な
わ
ち
、

も
し
自
分
が
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
を
所
有
し
て
い
た
な
ら
ば
、
自
分
は

そ
れ
を
満
喫
し
そ
れ
に
耽
溺
す
る
の
み
で
青
春
の
意
味
に
つ
い
て
深
く
考
え
る

こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自
分
は
そ
れ
を
所
有
せ
ず
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
悩
み
苦
し
ん
だ
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
「
強
烈
に
青
春
を
」
知
る
こ
と
が

で
き
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
は
実
は
ツ
マ
ラ
ヌ
モ

ノ
で
あ
っ
た
の
だ
。
自
分
は
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

逆
に
青
春
の
存
在
を
実
感
で
き
た
の
だ
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、

先
に
出
て
き
た
、
現
実
に
は
何
も
所
有
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
可
能
性
と
し
て

す
べ
て
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
論
理
と
極
め
て
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
現
実
の
所
有
の
犠
牲
の
上
に
、
観
念
と
し
て
の
所
有
が
勝
利
を

調
う
の
で
あ
る
。

　
が
、
こ
ん
な
論
理
が
現
実
の
青
年
に
対
し
て
は
何
ら
忠
告
に
な
ら
な
い
、
単

な
る
子
供
駅
し
の
読
弁
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
れ
る
。
伊
藤
整
が

「
強
烈
に
青
春
を
」
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
を

自
分
が
所
有
し
な
い
こ
と
で
悩
み
、
傷
つ
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
手
に
い
れ
よ
う

と
し
て
あ
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
が
青
春
の
最
中
に
あ
っ
た
と
き
に

は
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
は
決
し
て
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
な
ど
で
は
な
く
、
ま

さ
に
青
春
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
。
も
し
そ
れ
を
ツ
マ
ラ
ヌ
モ

ノ
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
に

苦
し
む
こ
と
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
強
烈
に
青
春
を
」
知
る
こ
と
な
ど
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
現
在
青
春
の
中
に
い
る
者
に
と
っ
て

は
、
「
強
烈
に
青
春
を
」
知
る
た
め
に
は
、
や
ば
り
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」

を
青
春
そ
の
も
の
と
し
て
求
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
結

論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
矛
盾
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

「
青
春
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
章
は
一
見
「
青
年
に
与
ふ
る
書
」
の
よ
う
な
体

裁
を
と
り
な
が
ら
一
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
多
く
の
高
校
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
が
）
、
実
は
伊
藤
整
が
狙
い
を
つ
け
た
読
者
は
青
年
で
は
な
く
、

彼
と
同
じ
よ
う
に
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
を
何
も
所
有
で
き
な
い
ま
ま
に

青
春
を
過
ぎ
て
い
っ
た
者
達
な
の
で
あ
る
。
あ
る
論
者
が
選
択
し
た
論
理
に
よ

っ
て
、
彼
が
想
定
す
る
読
者
層
が
特
定
で
き
る
。
こ
の
論
理
は
今
青
春
の
中
に

あ
る
者
に
対
し
て
は
機
能
せ
ず
、
す
で
に
青
春
を
過
ぎ
去
っ
た
者
に
し
か
働
か

な
い
。
こ
の
文
章
は
彼
ら
に
対
す
る
「
慰
め
の
書
」
な
の
だ
。
「
確
か
に
君
達

は
私
と
同
じ
よ
う
に
、
『
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
を
何
も
所
有
し
な
い
ま
ま

青
春
を
終
え
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
所
有
し
な
い
こ
と
に
悩
み
、
傷

つ
き
、
苦
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
『
強
烈
に
青
春
を
』
知
る
こ
と
が
で
き
た

で
は
な
い
か
。
し
か
も
君
達
が
求
め
よ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
・
『
青
春
ら

し
い
生
活
の
形
』
は
実
は
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
で
あ
り
偽
物
だ
っ
た
の
だ
。
ツ
マ
ラ

ヌ
モ
ノ
を
犠
牲
に
し
て
本
当
に
青
春
を
実
感
で
き
た
の
だ
。
そ
れ
で
い
い
で
は

な
い
か
。
」
と
。

　
だ
が
、
伊
藤
整
は
彼
ら
を
慰
め
る
だ
け
で
は
終
わ
ら
せ
は
し
な
い
。
現
実
に

は
青
春
の
敗
北
者
で
あ
っ
た
彼
ら
を
勝
利
者
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
で
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あ
る
。
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
を
偽
物
で
あ
る
と
断
定
し
た
後
、
彼
は
次

の
よ
う
に
言
う
。
「
そ
れ
ら
の
醜
さ
と
む
な
し
さ
に
耐
え
る
時
に
、
本
当
の
青

春
の
力
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
に
耐
え
る
力
は
、
老
年
に
は
ま
っ
た

く
存
在
せ
ず
、
中
年
に
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
青
春
の
み
が
そ
れ
に
耐
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
し
か
し
、
本
当
に
力
が
必
要
な
の
は
、
単
に
耐
え
る
こ

と
で
は
な
い
。
目
標
を
持
た
ず
に
耐
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
、
ど

の
よ
う
に
し
て
、
自
分
に
、
あ
る
こ
と
が
満
た
さ
れ
、
あ
る
こ
と
が
成
就
し
、

こ
の
む
な
し
さ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ

る
青
年
の
ひ
そ
か
な
、
そ
し
て
心
か
ら
の
願
い
で
あ
り
、
期
待
で
あ
る
。
し
か

し
だ
れ
も
、
何
人
も
、
そ
の
青
年
に
、
そ
れ
を
確
約
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
洪
水
の
後
に
新
し
い
発
芽
と
成
長
と
実
り
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
本
人
に

は
わ
か
ら
ず
、
ま
し
て
他
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
彼
は
全
力
で
も
っ
て
、

何
か
を
な
そ
う
と
し
、
崩
壊
に
耐
え
、
無
限
に
や
り
直
し
て
、
待
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
、
い
つ
終
わ
り
に
な
る
か
わ

か
ら
な
い
。
そ
れ
が
青
春
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
現
実
に
は
「
青
春
ら
し
い
生

活
の
形
」
に
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
者
達
が
、
こ
こ
で
は
「
そ
れ

ら
の
醜
さ
と
む
な
し
さ
に
耐
え
」
た
勝
利
者
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
目

標
を
持
た
ず
に
耐
え
る
」
と
い
う
苦
し
い
経
験
を
乗
り
切
っ
た
者
は
、
「
本
当

の
青
春
の
力
」
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
し
て
、
青
春
の
所
有
が
過
去
に
遡
っ
て

認
定
さ
れ
る
の
だ
。
念
の
為
に
再
度
確
認
し
て
お
く
と
、
右
の
引
用
は
い
か
に

も
今
青
春
の
中
に
あ
る
者
に
対
す
る
励
ま
し
の
言
葉
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実

際
に
は
既
に
青
春
を
過
ぎ
去
っ
た
者
に
対
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

し
現
在
の
青
年
が
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
が
偽
物
で
あ
る
と
納
得
し
て
し

ま
っ
た
の
な
ら
、
彼
は
そ
れ
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
苦
し
む
こ
と
も
な
く
、

他
人
が
そ
れ
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
羨
望
す
る
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

「
そ
れ
ら
の
醜
さ
と
む
な
し
さ
に
耐
え
る
」
ま
で
も
な
く
、
「
本
当
の
青
春
の
力
」

も
必
要
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
章
の
読
者
は
飽
く
ま
で
も
、
「
青
春
ら
し

い
生
活
の
形
」
に
あ
こ
が
れ
、
そ
れ
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
、
そ
し
て
傷
つ
い
て
い

っ
た
過
去
の
青
年
達
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
章
の
最
後
で
、
伊
藤
整
は
明
ら
か
に
現
在
の
青
年

を
相
手
に
し
な
言
葉
を
喋
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
か
っ
て
の
伊
藤
整
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
青
春
の
中
で
苦
し
み
、
闘
っ
て
い
る
青
年
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら

に
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
の
話
を
聞
か
せ
て
も
無
意
味
だ
ろ
う
。
伊
藤
整
は
た
だ
友
人

を
持
つ
こ
と
を
勧
め
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
た
だ
、
も
し
、
そ
の
人
に
、
同
じ
よ
う
に
耐
え
る
友
人
が
い
れ
ば
、
彼
の

　
耐
え
る
努
力
は
、
半
分
で
足
り
る
だ
ろ
う
。
実
は
努
力
が
半
分
で
足
り
る
の

　
で
は
な
い
が
、
期
待
の
念
が
倍
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
努
力
の
む
な
し
さ

　
の
意
識
が
半
減
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
同
行
者
を
持
つ
こ
と
は
、
青

　
春
の
時
に
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
に
は
、
人
問
に
は
や
っ
て
来
な

　
い
こ
と
で
あ
る
。
同
行
者
が
あ
れ
ば
、
人
は
不
可
能
で
あ
る
は
ず
の
長
い
道

　
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
友
人
を
持
っ
こ
と
の
勧
め
な
ど
、
平
凡
す
ぎ
る
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
よ

う
が
、
実
は
こ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
誰
も
が
可
能
な
青
春
の
所
有
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
伊
藤
整
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
友
人
を
持
っ

て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
現
実
の
所
有
に
っ
い
て
で
は
な
い
。
「
そ
の
よ
う
な

同
行
者
を
持
つ
こ
と
は
、
青
春
の
時
に
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
に
は
、

人
問
に
は
や
っ
て
来
な
い
」
と
い
う
、
青
春
の
時
だ
け
が
持
つ
特
権
と
し
て
の

所
有
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
「
読
者
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
「
青
春

に
つ
い
て
」
が
対
象
と
す
る
読
者
は
、
か
つ
て
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
を

所
有
で
き
ず
、
今
痛
恨
の
念
で
も
っ
て
青
春
を
振
り
返
っ
て
い
る
人
々
で
あ
ろ

う
が
、
実
は
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
全
員
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
伊
藤
整
が
立
て
た
論

理
の
上
に
乗
っ
て
進
む
隈
り
、
わ
れ
わ
れ
は
必
然
的
に
青
春
の
敗
北
者
の
役
割

を
振
当
て
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
，
こ
れ
は
数
学
の
問
題
で
あ
る
。
伊
藤
整
は
、

青
春
を
何
よ
り
も
所
有
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
。
青
春
の
始
ま
り
に

あ
る
者
は
、
何
も
持
っ
て
な
い
が
ゆ
え
に
、
ま
た
何
に
も
手
を
付
け
て
な
い
が

ゆ
え
に
、
可
能
性
と
し
て
す
べ
て
を
所
有
し
て
い
る
。
可
能
性
と
し
て
い
え
ば
、

そ
れ
は
無
限
に
近
い
。
し
か
し
、
青
春
の
中
で
彼
ら
が
手
に
い
れ
る
も
の
は
、

た
と
え
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
有
限
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
現
実
に
所
有
し
た
も
の
は
、
可
能
性
と
し
て
の
所
有
に
較
べ
て
必
然
的

に
倭
小
で
貧
弱
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
伊
藤
整

の
所
有
の
論
理
は
、
こ
の
文
章
の
読
み
手
を
、
強
引
に
自
分
の
想
定
し
た
読
者

に
変
貌
さ
せ
て
し
ま
う
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か

3
　
ま
と
め

こ
の
教
材
は
実
際
の
授
業
で
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

。
こ
れ
を
読
ん
だ
高
校
生
が
次
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
て
き
た
と
い
う
。

　
ぼ
く
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
読
む
の
は
大
き
ら
い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
（
「
青
春
」
を
題
材
に
し
て
い
る
論
説
文
）
は
、
ほ
と
ん
ど
「
青
春
」

を
む
ず
か
し
く
定
義
づ
け
よ
う
と
し
、
最
後
に
は
青
春
と
は
つ
ら
い
、
苦
し

い
も
の
を
の
り
こ
え
る
べ
き
時
で
あ
り
、
目
先
の
楽
し
さ
を
青
春
と
思
っ
て

は
な
ら
な
い
。
青
春
と
は
も
っ
と
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
、
で
結
ば
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
青
春
に
つ
い
て
」
に
も
、
二
十
一
ぺ
ー
ジ
の
六
行

目
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
が
、
伊
藤
さ
ん
が
わ
け
知
り
顔
で

書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
目
に
う
か
ぶ
よ
う
だ
一
1
1
一
。

　
当
然
の
反
応
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
「
青
春
に
つ
い
て
」
は
、
高
校
生
の
よ

う
な
、
青
春
の
始
ま
り
に
あ
る
者
の
青
春
論
で
は
な
く
、
青
春
を
過
ぎ
去
っ
た

者
の
青
春
論
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
高
校
生
が
伊
藤
整
の
言
葉
の
意
味
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
ま
だ
暫
く
の
時
を
必
要
と
す
る
。
が
、
そ
れ
を
望
む
わ
け
で

は
な
い
が
、
彼
も
ま
た
楽
し
い
は
ず
で
あ
っ
た
青
春
の
、
あ
ま
り
の
味
気
無
さ

と
む
な
し
さ
に
惜
然
と
す
る
日
が
来
る
だ
ろ
う
。
所
有
の
論
理
に
よ
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
は
必
然
的
に
倭
小
で
貧
弱
な
青
春
し
か
持
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
時

に
な
っ
て
初
め
て
彼
は
、
伊
藤
整
の
思
い
や
り
に
満
ち
た
言
葉
に
気
づ
く
だ
ろ

・
つ
。

　
こ
の
教
材
が
高
校
の
教
科
書
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。
内
容
は
明
ら
か
に
高
校
生
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
文
章

の
気
晶
、
鋭
さ
、
正
確
さ
は
国
語
教
室
で
味
読
す
る
に
足
る
資
格
を
持
っ
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
先
の
高
校
生
と
は
違
っ
て
、
本
当
に
こ
の
文
章
に
感
動
し
、

説
得
さ
れ
る
生
徒
も
で
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
ひ
と
つ
だ
け
確
実
に
言

え
る
こ
と
は
、
た
と
え
こ
の
文
章
に
動
か
さ
れ
た
と
し
て
も
、
青
春
の
現
実
の

中
で
は
、
彼
も
ま
た
「
青
春
ら
し
い
生
活
の
形
」
を
求
め
て
必
死
に
あ
が
き
続

け
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ら
を
ツ
マ
ラ
ヌ
モ
ノ
と
し
て
片
付
け
る
小

賢
さ
は
青
年
の
も
の
で
は
な
い
。
本
当
の
青
春
は
彼
ら
の
側
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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〔
注
〕

（
1
）
と
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
米
国
で
｝
陣
艮
o
巴
彗
巴
壱
①
ω
と
呼
ば
れ
て
い
る

　
　
も
の
の
概
念
規
定
と
は
異
な
る
。
参
考
ま
で
に
、
米
国
の
代
表
的
な
修
辞

　
　
学
者
で
あ
る
コ
ー
ベ
ッ
ト
の
、
庄
①
a
ユ
邑
印
富
冨
①
ω
の
定
義
を
あ
げ
て
み

　
　
る
。
「
も
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、
様
々
な
可
能
な
手
段
の
中
か
ら
賢
明
な
選

　
　
択
を
す
る
た
め
の
技
術
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
最
良
の
選

　
　
択
を
導
く
た
め
の
何
ら
か
の
基
準
か
、
あ
る
い
は
考
慮
す
べ
き
諸
点
が
あ

　
　
る
は
ず
で
あ
る
。
修
辞
学
的
分
析
に
お
い
て
は
、
題
材
、
ジ
ャ
ン
ル
、
場
、

　
　
目
的
、
著
者
、
読
者
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
批
評
家
が
、

　
　
な
ぜ
著
者
が
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
上
の
諸

　
　
点
に
関
連
づ
け
て
答
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
彼
は
修
辞
学
的
分
析
を
し
て

　
　
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
一
意
訳
一
」
向
穿
胃
｛
｝
H
O
◎
｝
①
昇
、
、
巨
巨
ま
9
昌
a

　
　
内
｝
①
け
O
ユ
o
φ
H
＞
■
印
一
く
ω
①
ω
O
｛
－
岸
①
H
員
き
寿
9
］
．
㊤
①
㊤
、
、
一
内
O
げ
①
『
↓
↑
O
O
■
■
◎
『
ω
①
P
1

　
　
曽
ミ
討
、
夢
吻
§
吻
県
皇
§
s
ミ
、
㌧
9
き
“
、
朴
o
昌
麸
＼
ω
o
巨
訂
昌
竃
①
亭
◎
庄
阻
q

　
　
炉
岩
o
。
ρ
p
㊤
串
こ
れ
は
、
一
九
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た
コ
ー
ベ
ッ
ト
編

　
　
集
の
§
き
き
良
ト
§
富
s
県
ト
き
§
ミ
§
膏
き
ミ
ぎ
婁
ミ
q
、

　
　
の
再
録
で
あ
る
。
コ
ー
ベ
ッ
ト
の
定
義
は
言
語
表
現
上
は
私
の
も
の
と
だ

　
　
い
ぶ
異
な
る
が
、
具
体
的
な
分
析
作
業
に
お
い
て
は
共
通
す
る
部
分
が
多

　
　
い
。

一
2
）
　
『
福
田
伍
存
全
集
』
、
第
五
巻
、
文
塾
春
秋
、
昭
和
六
一
年
、
一
五
四

　
　
ぺ
ー
ジ
。

（
3
）
　
「
警
え
」
に
よ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た

　
　
だ
き
た
い
。
香
西
秀
信
「
『
警
え
」
に
よ
る
議
論
の
修
辞
学
的
分
析
」
『
日

　
　
本
語
と
日
本
文
学
』
、
1
3
一
平
成
二
年
十
月
）
、
一
－
九
ぺ
ー
ジ
。

一
4
一
霞
〔
ぎ
ミ
旨
§
§
§
尋
き
s
ミ
■
さ
ぎ
§
§
吻
§
“
ト
ト
§
灼
§
恕
■

65一
7
一

（
8
）

109一
u
一

淳
、
§
§
ぎ
尋
き
s
ミ
ミ
§
§
ミ
§
、
ざ
＞
ミ
ミ
ミ
県
完
ざ
、
ミ
ぎ
ω
津
o
■

寄
自
α
q
①
芦
o
巨
ω
酎
冨
q
貝
H
竃
〇
一
軍
N
黒

　
向
井
敏
『
文
章
読
本
』
、
文
薮
向
春
秋
、
一
九
八
八
年
、
二
四
九
ぺ
ー
ジ
。

　
森
田
信
義
編
『
説
明
的
文
章
の
実
践
研
究
文
献
目
録
　
第
二
集
』
、
渓

水
社
、
平
成
三
年
、
二
四
五
－
六
ぺ
ー
ジ
。

　
石
垣
義
昭
「
伊
藤
整
『
青
春
に
つ
い
て
』
」
、
増
淵
恒
吉
他
編
『
国
語

教
材
研
究
講
座
　
高
等
学
校
現
代
文
』
下
巻
、
有
精
堂
、
昭
和
五
八
年
、

一
一
九
ぺ
ー
ジ
。

　
O
｝
邑
窃
－
．
O
o
試
ぎ
易
o
貝
、
．
甲
易
§
臥
ぎ
U
①
｛
庄
庄
o
目
、
、
一
き
ぎ
鳥
ミ
q
q
気
宕
c
o
o
o
）
一

p
ω
曽

　
ω
試
く
①
易
o
貝
寒
“
8
§
～
ご
嚢
§
ぎ
庁
q
押
（
岩
偉
）
宕
お
一
p
曽
H

　
谷
沢
永
一
『
現
代
評
論
』
一
『
鑑
賞
　
現
代
日
本
文
学
』
第
三
四
巻
）
、
角

川
書
店
、
昭
和
五
八
年
、
一
一
九
－
二
〇
ぺ
ー
ジ
。

　
倉
沢
栄
吉
・
中
西
昇
編
『
国
語
の
教
材
研
究
　
三
』
国
土
社
、
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
も
の
。
引
用
は
石
垣
氏
の
前
掲
論
文
（
一
二
三
ぺ
ー
ジ
）
に

よ
っ
た
。
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