
り
手」

小
さ
れ
て
い
る

的
所
あ
る 。

J

.、．
＾
＊
 ゾ
ゾi
l
ì
＞
t
 

た

頃

い
て
言
及
す
る
と
き 、
多
く
の
論
者
が

を
「
出

‘
r-

。、
j

/

は
〈1曰
く〉

と
ヵ
I

＼

ヽ

て
し
る
c

し
ヵrl

I.

ク
ス
ト

で
あ
っ
た
c

j

と
を
ぷ
す
記
述
は
四

、
、
、

、

そ
れ
か
ら
価
に+}

い
←

そ
れ
を北
1

く
出
で
父
に
対
す
る

私
怨
を
晴
す
ゃ
う
な
巾
は
什
た
く
な
い
と
い
ふ
ぢ
が
箪
の
迎
み
を

中
々
に
邪
脱
を
し
た
c

、
引
川
文
傍
点
渡
部 、
以
卜
浙
ら
な
い

限
り
詞
し）

い

で
叫
痛
の
す
る

Lに 、

、
、
、

れ
た
が
股
に
出
来
た
樹
太
の
駅
み
き
る
前
て
几
所
が
づ
き
／
＼
痛

v‘

気
分
か
悲
か
つ上

は

じ
め
に け

な
い
小
説

『
和
解』

く〉
、
、

い
た
や

以
卜

の
よ
う
に 、
〈
書
き
手〉
の
存
在
が
怖
認
で

る 。
も
っ
と
も

分」
を
〈
内
き
手〉
と
位
箇
づ
け
た
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い 。
山
口
直

孝
は 、
「『
和
解』
の
書
き
手
で
あ
る
『
自
分』」
や
「
記
述
者
l、
「
起
箪

闘
l

と
い
う
こ
と
ぱ
を
川
い
て
論
を
進
め
て
い
る 。
し
か
し
〈
書
き
手〉

と
〈
糾
り
手〉
と
の
相
違
点
を
附
確
に
規
定
し
て
は
い
な
い
し 、
〈
書
き

手〉
が
綴
っ
て
い
る
点
を
積
極
的
に
意
味
づ
け
て
論
じ
て
も
い
な
い 。
虚

構
の
テ
ク
ス
ト

内
の
時
間
と
場
に
牛
き
る
者
と
し
て 、
〈
書
き
手〉
を
罰

在
化
す
る
必
嬰
が
あ
る 。
そ
れ
を
作
者
も
質
直
哉
と
区
別
し
て 、
〈
虚
構

の
テ
ク
ス
ト

内
の
書
き
手〉
と
定
義
す
る
（
以
ド

〈
甚
き
手〉
と
記
す） 。

た
だ
し

『
利
解』
の
場
合 、
人
称
の
な
い
存
在
で
は
な
く 、
登
場
人
物
の

一
人
と
し
て
生
き
る
者
で
あ
る （）
〈
書
き
手〉
と
「
白
分」 、
そ
し
て
順
古

は
同一
の
存
在
て
あ
る 。
以
↑
〈
書
き
手〉
と
述
べ
る
場
合
は 、
す
べ
て

作
者
で
は
な
く
順
吉
を
指
す 。
ま
た
「
記
す」
．

等
の
表
現
は 、

、
、
、
、
、

い
た
や
う
に
自
分
の
死
ん
だ
兄
を
抱
い

て
あ
る 。

コ
ム
ポ
ジ
シ

ン
を
し
て 、
：··: 。

（
九

渡

部

樹

ダじ
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特
に
伽
ら
な
い
限
り
〈
出
き
手〉
の
行
為
を
指
す。
〈
書
き
手〉
は、

父

と
の
利
解
を
終
え
た
の
ち、

改
め
て
自
ら
の
過
去
を
振
り
返
り、

自
身
が

経
験
し
た
出
来
事
を
記
述
し
て
い
る。

次
に、
〈
間
き
手〉

に
と
っ
て、
一
箪
か
ら
十
六
章
ま
で
の
記
述
が
何

を
意
昧
す
る
か
に
つ
い
て
考
え
る。
『
相
解』

は、

1」

と
父
と
の
閃
係
を

竹口
111

化
で
き
ず
に
い
た
「
自
分」
か、

最
終
的
に
内
き
あ
け
た
作
品
で
あ

る
と
の
意
兄
が
多
く
あ
る。

消
水
康
次
は、
『
炒
想
家』

を
「
志
賀
の
内

的
な
苫
悩
の
全
休
像
を
表
現
し
よ
う
と
し
た」
も
の
と
と
ら
え
た
う
え
で、

「
什
品
の
未
尾
で、
『
沙
化
家』

を
内
く
『
白
ハ凸

は、

ま
さ
し
く
『
机

解」

を
内
く
『
白
分』
に
位
身
し
て
い
く
の
で
あ
る。」
と
論
じ
た。
『
利

鮒』

本
文
が、
9躯
終
的
に
心
賀
直
故
の
且
Ii

い
た
テ
ク
ス
ト
に
つ
な
が
る
と

の
怠
見
で
あ
る。

ま
た
川
谷^

郎
は、
I心加只
直
故
と
則
古
を
同―
と
見
な

す
拷
え
を
否
定
し
な
か
ら
も、
「
附
古
が
『
父
と
の
机
解』

を
小
説
化
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り、

そ
れ
が
打
の
『
利
陪』

と
い
う
作
品
で
あ
る」

と
述
べ
た。

し
か
し
木
柏
に
お
い
て
は、
『
利
鮒
』

恨
か
ら
ト
バ
gい
ま
て
の
．llL
辿
は、

竹
れ！心
賀
直
哉
の
執
↑
し
た
『
和
解』

と
区
別
し
て
考
え
る
0

川
え
て
こ

の
心
述
を、

テ
ク
ス
ト
内
で
「
日
分」
か
内
き
あ
げ
た
〈
竹
晶〉

と
は
見

な
さ
す、

彼
の
私
的
な
〈1llL
録〉
で
あ
る
と
杓
え
る。

な
ぜ
な
ら
什
晶
を

尤
成
さ
せ
た
か
と
う
か
は、

出
辿
の
う
え
か
ら
確
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る。
「
父
と
の
利
解
を
内
＜
巾」
(
|ぃハ）

を
決
忍
す
る
ま
で
の、
〈
記
録〉

て
あ
っ
た
と
把
桐
す
べ
き
で
あ
る。

今
後
〈
記
録〉

と
述
べ
る
と
き
は、

「
白
分」
が
こい
か
ら
ト
パ
章
ま
で
面
述
し
た
文
章
の
こ
と
を
指
す。

ま

た
〈
作
晶〉

と
い
う
と
き
は、

作
家
と
し
て
の
「
11
分」
が
構
恕
し
た
も

の、

お
よ
び
彼
が
雑
誌
節
に
発
表
し
た
文
歳
を
折
す。

以
卜
の
点
を
踏
ま

白
分
の
相
気
の
随
い
Jh
も

つ
の
傾
囚
で
あ
っ
た
に
し
ろ、

又
そ
れ

え
た
う
え
で、
「
自
分」
の
記
す
〈
記
録〉

が、

幾
度
も
挫
折
し
た、

父

と
の
関
係
を
描
く
作
品
の
執
筆
を
可
能
に
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
き
た

、
。ま

ず、
「
白
分」
が
創
作
活
動
を
行
う
と
き、
〈
現
実〉

を
い
か
に
規
定

し
て
い
た
か
を
分
析
し、

彼
が
作
品
を
書
く
こ
と
で、
〈
現
実〉

の
な
か

で
他
者
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
糾
ほ
う
と
し
て
き
た
か
を
考
察
す
る。

「
白
分」
は、
「
実
院
の
悲
劇」
（
以
卜
七）、
「
父
と
白
分
と
の
間
に
実
際

起
灼
得
る
不
愉
快
な
事」

と、
「
実
院」
の
語
を
し
ば
し
ば
用
い
る。
「
実

院」
の
治
で
彼
が
把
桐
す
る
〈
現
実〉
の
内
実
に
は、
{
^
つ
の
牡
徴
が
あ

る。
一
点
II
は、
そ
の
〈
現
実〉
か、
必
ず
作
品
と
対
樅
し
て
使
川
さ
れ、

そ
の
範
圃
は、

父
を
中
心
と
し
た
祝
放
の
範
旧
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る。

そ
し
て
口
点
日
は、

そ
の
〈
現
実〉
の
な
か
で
の
「
白
分」

と
祝
放

と
の
良
好
な
関
係
を
保
持
し
た
い
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る。

以
下
の

文
敵
で
「
実
院」

や
〈
現
t〉
の
出
を
使
川
す
る
と
き、

そ
の
内
実
は、

こ
こ
て
規
定
し
た
内
容
を
指
す°

そ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
て、
「
白
分」
が、

作
品
に
白
家
川
性
の
機

能
を
折
た
せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い。

白
家
川
刊
と
は、

什
家
で
あ

る
彼
が、

作
晶
を
私
的
な
レ
ベ
ル
で
利
川
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

す。
「
白
分」
は、
「
実
院」
の
場
に
お
け
る
白
身
と
卦
内
と
の
関
係
改
革
11

を、

作
品
の
発
表
を
利
JIl
し
て
逹
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た。
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、
、
、

で
父
に
私
怨
を
は
ら
す
や
う
な
事
は
し
た
く
な
い
と
い
ふ
こ
だ
は
る

気
も
一

っ
た
っ
た
に
し
ろ、

そ
れ
よ
り
も
其
作
物
の
発
表
が
／
む
実

際
の
悲
劇
を
考
へ
る
と、

白
分
の
気
分
は
必
ず
薄
陪
く
な
つ
て
行
っ

た。
（
し、

「
こ
だ
は
る
」

の
閻
所
の
み
傍
点
原
文
の
ま
ま）

白
分
は
前
に
挙
げ
た
艮
人
と
妻
と
女
中
懐
柏
と
の
話
で
妻
の
祖
母
が

大
病
に
な
る
事
を
困
く
場
合
に
も、

其
祖
母
の
年
を
祖
母
よ
り―

つ

印
|
に
し
て、

そ
し
て
其
大
病
が
直
る
事
を
占
い
た
。

白
分
は
何
と

な
く
緑
起
を
善
く
し
て
府
か
な
い
と
気
が
済
ま
な
か
っ
た
。
(

+
-
）

し
危
の

引
川
か
ら、

「
白
分」

が、
「
作
吻
の
発
人
が
1
む
実
院
の
悲

闊」

に
対
し
柏
重
で
あ
り、

そ
の
「
悲
劇」

を
恐
れ
る
糾
束、

作
品
を
執

筆
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

そ
の
筆
を
抑
え
る
さ
ま
は、

父
と
の
葛
藤
の
過
杵
で
し
ぱ
し
ば
直
柏
的
な
行
動
を
と
る
「
白
分」

か、

父
や
麻
布
の
家
に
激
し
い
「
不
愉
快」

を
感
じ
て
も、

↑
を
抑
制
で
き
る

ほ
と
の

禎
重
さ
で
あ
っ
た
。
「
白
分」

か
恐
れ
て
い
る
の
は、

私
事
を
公

に
し
た
粕
出、

祝
肌
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
↑
じ
る
こ
と
で
あ
る。

具
体
的
に

は、

彼
と
身
内
と
の
軋
校
が
Ilt
間
で
公
に
な
っ
た
と
き、

そ
れ
を
発
表
し

た
「
白
分」

を
批
刊
す
る
親
放
と
彼
と
の
不
利
が、

い
っ
そ
う
深
ま
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
枡
察
さ
れ
る。

加
え
て
|
―

皐
に
お
い
て
は、

彼
が
特
別

な
愛
情
を
地
じ
て
い
た
祖
母
の
恥
の
治
疱
を
描
く。

祖
母
の
哀
如
を
巡
け

て
いい
く
背
飢
に
は、

＇」
の
杷
御
す
る
〈
現
実〉

を
悲
化
さ
せ
た
く
な
い
と

の
心
向
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
祖
母
の、

病
気
と
い
う
耐
え
難
い
現
象
を、

好
ま
し
い
状
態
へ

導
こ
う
と
の
目
的
の
も
と
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。

以
卜
述
べ
た
よ
う
に、
「
口
分」

は、

身
内
に
か
か
わ
る
記
述
を
抑
え

る
こ
と
で、

親
族
間
の
軋
礫
が
深
ま
る
の
を
予
防
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

ま
た
緑
起
か
つ
ぎ
的
に
病
気
の
治
癒
を
描
き、

「
悲
劇」

が
起
こ
る
の
を

迎
け
よ
う
と
努
め
た。

ま
た
一

方
で、

作
品
の
発
表
の
機
会
を
川
い
、

親
放
と
の
関
係
を
梢
極

的
に
動
か
そ
う
と
図
っ
て
も
い
た
。

身
内
に
か
か
わ
る
内
容
を
発
表
し
た

院、

執
箪
し
た
彼
と、

そ
れ
を
読
ん
だ
親
放
の
両
者
が、

作
品
を
媒
介
と

し、

悲
化
し
た
関
係
を
よ
い
方
向
に
変
え
ら
れ
る
と
侶
じ
て
い
た
。

つ
ま

り
作
品
の
発
表
が、
「
自
分」

と
卦
内
と
の
関
係
改
善
の
場
と
し
て
機
能

す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る。

其
他
色
々
さ
う
云
ふ
場
合
父
と
白
分
と
の
間
に
実
際
起
り
得
る
不
愉

快
な
事
を
書
い
て、

自
分
は
そ
れ
を
叩
路
骨
に
書
く
事
に
よ
っ
て、

実

院
に
そ
れ
の
起
る
事
を
防
ぎ
た
い
と
思
っ
た
。

見
す
／
＼
古
か
れ
た

、
、
、

や
う
に
は
吾
々
も
進
ま
ず
済
ま
せ
る
事
が
出
来
よ
う
と
思
っ
た
の

だ。
（
七）

以
上
の
考
え
に
基
づ
き、

三
年
ほ
ど
前
松
汀
に
い
た
「
自
分」

か
長
篇

小
説
を
構
想
し
た
動
機
は、

「
作
物
の
発
表
が
生
む
実
際
の
悲
劇」
（
以
下

七）

を
「
出
来
る
だ
け
迎
け
た
い
要
求」

で
あ
っ
た。

架
空
の
青
年
と
そ

の
父
と
の
不
和
の
過
程
で
起
こ
る
「
不
愉
快
な
事」

を
「
露
骨
に
冑
く
事

に
よ」

り、

そ
の
発
生
を
防
げ
る
と
考
え
て
い
る。

こ
の
と
き
彼
が
目
指

し
て
い
た
の
は、

お
そ
ら
く、

父
と
の
軋
礫
の
過
利
で
起
こ
り
得
る
不
愉

快
な
出
来
事
を
提
示
し、

「
吾
々
」
、

す
な
わ
ち
父
と
白
身
が
そ
の
内
容
を

反
面
教
師
と
し
て、

学
び
あ
う
こ
と
で
あ
っ
た。

つ
ま
り
発
表
し
た
作
品

を
媒
介
に
し
て、

そ
れ
を
読
ん
だ
者
が、

起
こ
り
得
る
出
来
事
の
「
不
愉
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し
い
人
間
閃
係
て
あ
る
と
自
身
が
考
え

ル
を
提
示
し、

悲
化
し
た
身
内
と
の
関
係
を
よ
い
関
係
に
変
え
ら

れ
る
と
考
え
て
い
た。
口中
行
方
正
で
な
い
夫
が
い
て、

妻
が
留
守
の
と
き

女
中
が
懐
妊
す
る
が、

夫
は
疑
わ
れ
ず、

夫
婦
間
に
軋
役
は
I
し
な
か
っ

た
と
の
作
品
を
執
筆
し
た
と
き、

彼
の
意
識
に
あ
っ
た
の
は、

次
に
引
川

す
る
内
容
で
あ
る。

少
し
つ
つ
満
相
的
な
気
分
に
な
り
つ
つ
あ
る
白
分

作
活

で、

其
他
に
い
じ
て
い
い
小
を
愚
さ
か
ら
疑
つ
て、

起
さ
な
く
て
も

い
い
悲
劇
を
幾
ら
も
起
し
て
ゐ
る
の
は
不
愉
仙
な
屯
た
と
入
ふ
号
が

あ
っ

こ
の
叶
点
て
は、

親
舷
と
の
軋
幌
の
加
囚
を
己
切
内
に
見
い
た
し‘

索

直
さ
か
失
わ
れ
た
こ
と
で
疑
心
賠
鬼
に
な
っ
た
日
身
の
心
の
あ
fJ
か
た
の

み
を
反
省
し
て
い
る。
他
者
と
の
閲
係
の
な
か
に
己
の
身
を
附
き、
「
悲
劇
l

が
牛
ま
れ
る
掠
仄
を
見
つ
め
る
姿
勢
は、

あ
ま
り
兄
ら
れ
な
い
。

し
か
し

続
け
て
甚
い
た
作
品
で
は、

他
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
忍
識
が
や
や
変

質
す
る。

そ
の
竹
品
は、

郵
便
同
員
と
交
換
手
と
の
恋
愛
が
同
長
に
発
撻

し、
．

人
と
も
免
戦
に
な
る
が、

郵
便
同
員
の
両
親
が、
一
．
人
の
糾
妍
を

晶
め
て
祝
福
す
る
話
で
あ
る。

こ
の
文
敵
は、

知
り
合
い
の
甚
い
た
文
硲

か
ら
の
抜
き
内
き
で
あ
っ

と
を
断
り
つ
つ
、

は
次
の
よ
う

快
l

と
信
じ
て
い
た
C

学
留
し

が
生
じ
る
言
動
を
予
防
で
き
る

に
は、

自
己
の
思
い
の
検
証
の
み
が
示
さ
れ

い
る
わ
け
で
は
な

ー

」々

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に、

親
族
と
の
関
係
改
善
の
意

、

も
は
や
己
の
な
か
だ
け
で
完
結
し
て
は
い
な
い。｝

作
品
の
発
表
を

契
椴
と
し
て、

囚
圃
の
親
放
を
巻
き
込
み、

今
ま
で
の
軋
礫
を
能
動
的
に

と
ら
え
直
そ
う
と
し
て
い
る。

加
え
て
言
え
ば、

こ
の
作
品
に
「
或
る
親
子」
（
以
下
九）

と
い
う
ク

イ
ト
ル
を
つ
け、
「
そ
れ
だ
け
で
は、

結
婚
の
事
で
前
後
四
塵
父
と
不
和

を
起
し
た
事
を
知
つ
て
ゐ
る
自
分
に
近
い
少
数
の
人
だ
け
に
し
か
解
ら
ぬ

lll
と
は
知
っ
て
ゐ
た
こ

と
記
し
て
い
た。

作
品
の
発
表
に
よ
り
生
じ
る

ト
ラ
フ
ル
を
迎
け
る
配
應
を、

こ
こ
で
も
加
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
3

一
戌
る
親7
l」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

親

［
間
の
杵
遍
的
な
愛
忙
を
拙
い
た
作
品
に
見
せ
か
け
て
い
る。

し
か
し
11

品
に
盛
ら
れ
た
メ
J

セ
ー
シ
は、

大
多
数
の
未
知
の
請
者
に
対
し
発
桐
し

て
は
い
な
か
っ
た。
「
日
分
に
凪
い
少
数
の
人
だ
け
に」

同
け
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る。

い
っ
た
ん
は
消
え
た
か
に
見
え
た
恋
愛
が、

両
祝
の
愛
と

許
し
と
に
よ
り
内
lL
す
る
さ
ま
を
怖
い
た
作
晶
で
あ
る
と
想
像
で
き
る「｝

そ
れ
を
一百
白
分」

が
身
内
に
あ
て
た
も
の
だ
と
見
な
し
た
と
き、

彼
の
意

図
か
町
ら
か
に
な
るへ＂

州
ま
し
い
状
匹
と
「
白
分」

が
苫
え
る
モ
テ
ル
を

捉―
4

小
し
て、

彼
日
身
と
祝
阪
が、

竹
品
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
許
し
あ
い、

最
終
的
に
[
調
和」

す
る
こ
と
て
あ

彼
はヽ

什
品
の
発
ょ
が、
「
実

し＼

れ

て
差
支
へ
な
い
事
を
妙
に

ヒ
ネ
ク
レ
る
州
か
ら
起
さ
ず
に
済
む
悲
劇
を
起
し
て
苦
し
む、

其
反

対
が
そ
れ
に
現
は
さ
れ
て
ゐ
る
所
が
好
き
で
自
分
は
古
き
ぬ
い
て
置

い

の
で
あ
っ
た。
（
九）
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院」

の
場
に
お
け
る
「
悲
閲」

発
J
の
抑
11
力
と
し
て
椴
能
す
る
こ
と
を

則
帖
し
て
い
た
の
て
あ
る。

以
t
指
悩
し
た
こ
と
に
よ
灼‘
ー」
の
実
牛
泊
を
索
材
に
作
晶
を
書
く「
白

分」

の、

白
身
の
什
品
と
〈
現
実〉

と
の
閃
係
の
把
柑
の
し
か
た
が
咀
ら

か
に
な
る
n
)

し
か
し
親
放
と
の
良
灯
な
関
係
を
つ
く
る
た
め
に
作
品
に
設

け
た
日
家
川
刊
の
機
能
は‘

父
へ
の
私
怨
を
綴
ら
な
い
と
の
規
制
を
生
み

出
さ
せ
る
c

そ
の
規
制
は、

訓
作
上
の
怖
い
内
規
と
し
て
彼
を
縛
り
始
め

る，川
胤
制
が
規
制
の
役
割
を
起
え、
「
白
分」
の
筆
を
拘
束
す
る
結
出
に
な
っ

t
 

白
分
は
11
分
の
什
小
の
L
で
父
に
私
怨
を
聞
す
や
う
な
事
は
し
た
＜

な
い
と
苫
へ
て
ゐ
た。

そ
れ
は
父
に
も
気
の
出
だ
し、

悩
そ
れ
以
上

に
自
身
の
仕
巾
か
そ
れ
で
樅
さ
れ
る
の
が
恐
し
か
っ
た。
(-
-）

父
に
対
し
て
私
怨
を
貼
ら
せ
な
い
と
の
息
い
が、

竹
品
を
書
け
な
く
さ

せ
る。

父
へ
の
「
私
怨」

と
作
品
執
平
と
の
相
克
に
「
白
分」

は
悩
み
始

め
る。

彼
は、

父
と
，1
身
と
の
閃
係
を
題
材
に
し
た
長
紺
の
構
想
と
失
敗

に
つ
い
て‘

繰
り
返
し
，JiL
し
て
い
た
c

従
来
「
白
分」

が
竹
品
を
内
け
な
く
な
る
刑
1
に
つ
い
て、

い
く
つ
か

の
況
か
捉
小
さ
れ
て
き
た。

閃
谷
〗
団
は、
「
父
の
立
場
に
同
柏
的
な
己

れ
の
現
在
を
も
素
直
に
認
め
得
る
地
点
に
立」

つ
ほ
ど
の
「
成
長
を
遂
げ

て
い
る
顛
古
に
と
っ
て、

父
と
の
不
利
を
、T
四
に
し
た
『
炒
想
家』

な
る

fl
品
は、

そ
れ
か
順
古
の
現
在
の
心
況
と
逆
方
同
て
あ
る
だ
け
に、

不
可

能
と
な
る」

と
述
べ
た。

ま
た
山
口
直
学
は、
「『
白
分』

が
『
夢
想
家
j

で
志
向
し
た
の
は、

作
為
を
感
じ
さ
せ
ず、

厠
叶
に
表
現
空
間
と
し
て
の

ま
と
ま
り
を
特
つ
作
品
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た。

こ
の
矛
盾
す
る
命
凶
を

抱
え
た
作
業
は、

試
行
錯
訊
の
緑
り
返
し
に
な
る。」

と
論
じ
た。

し
か

し
こ
れ
ら
の
意
見
は、

内
け
な
い
埋
由
に
つ
い
て
の
．

面
的
な
事
実
を
言

い
当
て
て
い
る
に
過
ぎ
な
い。
「
自
分」

の
執
箪
活
動
の
根
本
に
あ
る
白

家
川
性
に
枯‘
つ
く
規
制
を
踏
ま
え
ず
に、
父
へ
の
愛
憎
に
揺
れ
る
心
忙
や、

自
然
へ
の
ぷ
向
と
訓
作
姿
勢
と
の
関
係
か
ら
書
け
な
い
理
由
を
結
論
づ
け

る
の
は、

不
|
分
で
あ
る。

ま
た
こ
れ
ら
の
意
見
に
は、

利
解
後
に
父
へ

の
悧
し
み
が
失
せ
て
も
な
お
内
け
な
い
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の

t
l̀
、
な
＼
。

封w

川
カ

先
ほ
ど
引
川
し
た、

屑
気
の
疑
惑
を
乗
り
越
え
た
大
婦
の
話
や
郵
任
局

員
の
恋
の
話
を
発
表
し
た
と
き、

そ
れ
ら
の
作
品
を
閲
く
背
景
に
は、

先

に
指
摘
し
た
よ
う
に、

望
ま
し
い
人
間
関
係
と
自
身
が
考
え
る
モ
テ
ル
を

親
放
に
不
す
意
図
が
あ
っ
た。

だ
が
「
好
人
物
の
好
連
ば
か
り
を
何
時
迄

も
は
鸞
い
て
は
ゐ
ら
れ
ま
い
と
云
ふ
や
う
な
事
も
考
へ
た。」
（
九）

と
の

感
想
を
彼
は
も
ら
す。

結
果
的
に、

素
直
な
人
々
が、

お
圧
い
が
許
し
あ

え
る
環
場
の
も
と
で、

望
ま
し
い
結
末
に
向
か
う
作
晶
に
仕
上
が
る
か
ら

で
あ
る。

他
者
と
の
軋
頼
を
排
除
し
た
作
品
に
対
し、
「
自
分」

は
も
う

飽
き
足
ら
な
く
な
っ
て
い
た。

彼
は、
「
自
分
の
衰
へ
た
気
分
は
中
々
直

り
さ
う
も
な
か
っ
た。

自
分
は
若
し
此
気
分
が
少
し
で
も
続
く
と、

今
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
つ
て
ゐ
る
『
夢
想
家』

の
調
子
ま
で
狂
は
し
か
ね
な
い
と
思
っ
た。」

(
+
-
)

と
も
ら
し
て
い
た。

こ
の
記
述
か
ら、

幾
疫
も
試
み
て
は
挫
折

し
た、

父
と
自
身
と
の
関
係
を
描
い
た
作
品
の
執
箪
を
浙
念
し
て
は
い
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。

父
と
の
関
係
を
作
品
に
盛
り
込
み、

ド
ラ
マ
を

発
生
さ
せ
る
に
は、
「
好
人
物
の
好
迎」
を
拙
く
手
法
で
は
不
可
椛
で
あ
っ

た。

軋
礫
を
記
す
こ
と
が
迎
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

ま
た
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「
実
際
の
悲
劇」

を
恐
れ
て
記
述
を
抑
制
し
た
り、

親
朕
と
の
関
係
改
善

を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
で、

作
品
執
筆
の
理
由
が、

己
の
呉
に
伝
え
た
い

Iji
柄
を
表
現
す
る
姿
勢
か
ら
は
遠
く
な
っ
て
い
た。

身
内
と
の
閲
係
改
善

が、

創
作
の
目
的
の
第
一

義
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

「
白
分」

が
設
け
た
白
家
川
性
の
機
椛
は、
「
実
院」

の
場
で
什
効
に
働

い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か。

答
は
否
で
あ
る。

先
に
引
川
し
た
よ
う
に、
「
自

分」

は
父
と
の
関
係
で
起
こ
り
う
る
不
愉
快
な
出
来
事
を
記
す
こ
と
で、

そ
れ
を
避
け
よ
う
と
考
え
て
い
た。

し
か
し
彼
は
白
覚
し
て
い
な
い
と
思

え
る
か、

父
と
の
軋
梗
を
骸
骨
に
説
れ
ば
綴
る
ほ
ど、
「
実
際
の
悲
劇，一

を
迎
け
る
た
め
に
箪
を
抑
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
抵
触
す
る。

州
来
事
を

「
第一．
者
と
し
て」
（
以
↑
七）

占
く
こ
と
は、

父
と
の
軋
礫
を
未
知
の

虚
者
か
ら
隠
す
偽
装
と
な
り、

家
放
間
の
軋
礫
を
予
防
し
得
る。

だ
が
閃

係
改
善
の
目
的
か
ら
考
え
れ
ば、

父
を
合
め
た
親
族
に
と
っ
て
は、
一
般

讀
者
に
身
内
の
恥
部
が
明
ら
か
に
な
る
の
を
防
い
だ
詔
昧
が
あ
る
だ
け
で

あ
る。

ま
た
先
に
引
川
し
た
よ
う
に、
「
目
分」

は、
「
不
愉
快
な
事」

を

「叩蹄
骨
に
古
く」

こ
と
で
関
係
改
善
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た。

し
か
し
作

品
に
書
か
れ
た
「
不
愉
快
な
事」

を
反
面
教
師
と
し
て
と
も
に
学
ぶ
目
的

が
父
に
迎
じ
な
け
れ
ば、
山曰
か
れ
た
内
容
は
父
に
対
す
る
当
て
つ
け
に
映

り、

か
え
っ
て
「
実
際
の
悲
劇」

を
削
輻
さ
せ
る
こ
と
す
ら
あ
る。

し
か

も
交
渉
が
割
た
れ
て
お
り、
「
白
分」

と
の
意
志
疎
通
が
間
接
的
に
し
か

で
き
て
い
な
い
父
が、

作
品
か
ら
学
ほ
う
と
す
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え

ら
れ
る。

そ
れ
に
加
え
て、

望
ま
し
い
関
係
と
考
え
る
モ
デ
ル
を
提
ポ
し

た
と
こ
ろ
で、

そ
う
し
た
遠
回
し
な
手
法
に
よ
る
意
図
が、

親
族
に
正
確

に
届
く
保
証
は
な
い。

結
局
の
と
こ
ろ、

規
制
が、

十
分
に
自
家
用
性
の

機
能
を
果
た
す
の
は
困
難
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る。

「
自
分」

が
父
と
の
関
係
を
再
襄
喜
く
と
決
め
た
の
は、
〈
現
実〉

の
父

と
の
利
解
を
逹
成
し
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る。

父
と
の
和
解
を
達
成
し

た
後
「
自
分」

は、

次
の
よ
う
に
考
え
る。

自
分
に
は
も
う
父
と
の
不
利
を
材
料
と
し
た

に
続
け
る
気
は
な
く
な
っ
た。
(
+
六）

「
夢
想
家」

を
其
儘

自
分
は
矢
伽
り
今
自
分
の
頭
を
一
番
占
め
て
ゐ
る
父
と
の
利
解
を
書

く
事
に
し
た。
(
+
六）

従
来
の
説
で
は、
「
も
と
も
と
実
体
験
に
即
し
て
梢
想
さ
れ
て
い
た、

不
利
が
悲
劇
に
終
わ
る
物
冶
は、

和
解
と
い
う
結
果
の
変
更
に
よ
っ
て
体

験
の
全
面
的
な
読
み
変
え
か
要
諮
さ
れ
た
の
だ
っ
た。」
（
傍
点
本
文
の
ま

ま）

と
の
意
見
に
梨
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

父
へ
の
憎
し
み
か
ら
作
品

を
客
観
的
に
と
ら
え
ら
れ
ず、

結
果
書
け
ず
に
い
た
も
の
が、

父
と
和
解

し
て
憎
し
み
が
消
え
た
た
め
執
箪
可
能
に
な
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
き
た。

し
か
し
こ
の
論
で
は、
「『
夢
想
家』
を
其
伯
に
続
け
る
気
は
な
く
な
っ
た」

状
態
か
ら
数
日
を
経
て、
「
書
く」

慇
志
を
再
度
立
ち
あ
げ
る
ま
で
の
心

梢
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い。

こ
の
数
日
間
に
彼
の
心
情
が

ど
の
よ
う
に
動
き
続
け
た
か
を
分
析
し
て
い
く。

父
と
の
和
解
が
「
白
分」

に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い。

し
か
し
作
家
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
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う
か。
「
灯
人
物
の
奸
連」
(
JL)

に
飽
き
た
ら
ず、

ト
ラ
マ
を
渇
望
し
て

い
た
彼
か、

利
解
が
成
立
し
た
以
卜
「
悲
劇」

を
憂
慮
す
る
こ
と
な
く
父

と
の
軋
笠
を
記
し
て
も
よ
い
の
に、
「
其
他
に
続
け
る
気
は
な
く
な
っ
た」

と
思
っ
て
い
る。

こ
の
時
点
で
は、
「
白
分」

は、

作
品
の
構
想
を
保
留

と
こ
ろ
か
破
廊
し
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
付
さ
え
あ
る。

父
と
の
相
解
の

％
び
に
ひ
た
る

方
で、

長
年
収
り
糾
ん
で
き
た
小
説
を
つ
い
に
断
念
す

る
こ
と
に
対
し、

失
望
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ。

父
の
不
利
を
囮
材
に
し
た
作
品
「
夢
想
家」

を
「
其
儘
に
続
け
る
気
は

な
く
な
っ
た」

理
由
は、

今
ま
で
の
〈
内
け
な
い〉

理
巾
と
密
接
に
つ
な

が
っ
て
い
た。

先
に
述
べ
た
よ
う
に、
「
白
分」

は
白
己
規
制
を
設
け
た

た
め
甚
け
な
い
で
い
る
と
思
っ
て
い
た。

し
か
し
規
制
を
取
り
払
っ
て
も

巾
は
迎
ま
な
か
っ
た。

父
へ
の
憎
し
み
や
親
放
間
の
軋
鞍
を
占
き
た
い
と

の
思
い
が、

規
制
に
よ
り
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。

逆
に

言
え
ば、

か
つ
て
の
彼
に
は、
「
夢
想
家」

の
な
か
に、

父
へ
の
「
私
怨」

を
晴
ら
す
囚
容
や、

親
放
間
の
軋
性
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
綴
り
た
い
と
の

欲
求
が
滴
ち
て
い
た
の
で
あ
る。

父
と
和
解
し、

規
制
を
罹
く
必
要
が
失

せ
て
も
な
お
内
け
な
い
と
白
化
す
る
こ
と
で、
「
炒
想
家」

に
内
く
べ
き

事
柄
が
な
い
と
わ
か
っ
た。

し
か
し
「
白
分」

は
円
び
潜
く
決
意
を
す
る。

快
箪
を
「
其
伯
に
続
け

る
気
は
な
く
な
っ
た」

彼
が
再
度
「
父
と
の
利
解
を
書
く」

意
志
を
立
ち

あ
げ
る
ま
で
に
何
が
あ
っ
た
の
か。

利
解
後
父
に
会
い
和
解
を
再
雁
諮
し

た
こ
と
が、

執
筆
を
促
す
咀
疫
な
契
機
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い。

今

．

疫、
「
白
分」

の
記
述
が、

自
身
と
父
と
の
利
解
の
過
程
を
綴
っ
た
〈
記

録〉

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い。

そ
し
て
一

章
か
ら
十
六
章
ま
で
続
く

そ
の
〈
記
録〉

を
ま
さ
に
内
き
終
え
よ
う
と
す
る
と
き、

彼
が
作
品
を
書

く
決
怠
を
し
た
点
に
注
怠
す
べ
き
で
あ
る。

六
年
前
か
ら
続
く
さ
ま
ざ
ま

な
軋
頼
を
〈
記
録〉

に
綴
る
過
程
で、

父
と
の
関
係
を
思
い
起
こ
し
検
証

す
る
こ
と
に
よ
り、

長
年
山
き
あ
ぐ
ね
て
い
た
作
品
に
収
り
組
む
覚
梧
が

で
き
た
と
考
え
ら
れ
る。

重
疫
な
の
は、
「
自
分」

が、

父
と
対
面
せ
ず、

什
品
の
発
表
に
よ
り
父
と
つ
な
が
る
通
路
を
模
索
す
る
行
為
を
や
め
た
こ

と
で
あ
る。

利
解
は
実
在
の
父
と
向
き
あ
っ
た
結
果
達
成
さ
れ
た。

作
品

を
関
係
改
善
の
場
と
し
て
機
能
さ
せ
る
の
で
な
く、

作
品
を
離
れ
た
「
実

院」

の
場
で
関
係
を
結
び
直
す
こ
と
が
で
き
た。

作
品
を
利
川
し
て
〈
現

実〉

を
動
か
そ
う
と
す
る
試
み
は
停
滞
し、
〈
現
実〉

の
な
か
で
自
ら
が

動
く
こ
と
に
よ
り
利
解
を
逹
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る。

先
に
述
べ
た
よ
う
に、
「
自
分」

は
決
意
は
し
た
が、

書
き
あ
げ
た
こ

と
を
指
し
示
す
記
述
は
な
い。

過
去
に
何
度
も
試
み
て
は
挫
折
し
た
よ
う

に、

今
回
も
挫
折
す
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い。

し
か
し
十
六
章

に
お
け
る
決
意
が、

今
ま
で
と
は
明
ら
か
に
質
を
変
え
て
い
る
こ
と
も
同

時
に
言
え
る。
な
ぜ
な
ら
か
つ
て
構
想
を
述
べ
る
際
つ
け
ら
れ
て
い
た
「
空

想
家」

や
「
夢
想
家」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
外
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

タ
イ
ト
ル
の
廃
艇
は、

因
こ
う
と
す
る
作
品
の
質
が
今
ま
で
と
大
き
く
変

化
し
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る。

加
え
て
言
え
ば、
「
此
五
六
年
間
父

と
の
不
相
を
材
料
と
し
た
長
篇
を
何
遍
計
画
し
た
か
知
れ
な
い。」
（
七）

と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に、

以
前
は
「
不
利」

の
視
点
で
父
子
の
閲
係
を

描
こ
う
と
し
て
い
た
彼
が、

今
「
父
と
の
和
解
を
書
く」
(
+
六）

決
怠

を
固
め
て
い
る。
「
自
分」

に
と
っ
て
〈
記
録〉

を
綴
る
行
為
は、

父
に

対
し
惑
じ
て
い
た
憎
し
み
を
検
証
し
直
す
行
為
で
あ
っ
た。
〈
記
録〉

の

末
尾
近
く
に
「
和
解
の
安
定
を
も
う
疑
ふ
気
は
し
な
い。」
(
+
六）

と
の

実
感
を
記
し
た
彼
は、

父
を、

か
つ
て
の
よ
う
に、
「
憎
し
み」
（
以
下
二）
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『
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代
文
学
研
究」冷

平
成
九
1

山
口
直
孝
「
『
和
解」

(
「
11
本
文＂
石
仙
究」、

平
成
四
年
1
月）

(
2)

清
水
肌
次

二
利
解」

の
構
成」
（『
女＇し、，
大
文
学

国
文
篇」

第：9-
JL
号、

昭
和

）
 

，
 

＾

 

(
3)

閲
谷

郎
「
「
相
鮒
j

論
の
前
提」
（
了
国
文
芹

解
釈
と
鑑
貨
j、

昭
和
六
二
年
[

月）閲
谷

郎

二
和
州
j

私
晶']
(
『
文
学」、

昭
和
六―

9

年
且
月）

l)
'j
iil
じ”

?
 

t
(
 

闘
1
知口
史
「
「
fII
解」

ー）； 

教
面）

ふ
，
1

/
i
 

よ
り
牛
じ
る
「
私
怨」

で
染
め
あ
げ
る
こ
と
は

い
。

目
家
川
性
の
機
能

を
満
た
す
場
と
し
て
持
ち
続
げ
た
剖
作
行
為
の
意
昧
が、

実
際」

の
場

で
相
解
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ
り
変
質
し、

創
作
に
向
か

こ
と
が
可
能

に
な

の
で
あ
る。

『
和
解
j

本
文
の
引
川
は、
『
志
賀
直
哉
全
集
第
三
巻』
（
平
成

月、

岩
岐
心
店）
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