
主
膝
と
エ
ク
リ
チ
ュ
盈
ル
ー
日
本
懸
想
へ
の
一
視
点
1

訂厘ノ

多
佳
子

　
明
治
以
降
一
世
紀
半
に
わ
た
る
日
本
の
近
代
化
は
、
「
西
洋
化
」
で
あ
っ
た

と
も
い
わ
れ
る
。
科
学
技
術
を
は
じ
め
と
す
る
諸
学
問
、
杜
会
や
政
治
の
諸
制

度
、
生
産
や
経
済
の
仕
組
、
衣
食
住
な
ど
の
外
的
鰯
面
…
…
こ
れ
ら
は
確
か
に

ほ
ぼ
全
面
的
に
西
洋
化
さ
れ
、
分
野
に
よ
っ
て
は
西
洋
と
肩
を
並
べ
、
水
準
を

越
え
る
も
の
さ
え
多
々
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
外
的
な
目
に
見
え
る
も
の
に
対
し
、
い
わ
ば
内
的
な
、
精

神
的
領
野
は
、
西
洋
近
代
と
同
じ
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
近
代
的
科
学
技
術

の
弊
害
や
、
近
代
の
抑
圧
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
－
エ
コ
ロ
ジ
i
や
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
い
た
る
ま
で
－
は
、
わ
れ
わ
れ
の
直
面
す
る
深
刻
な
問
題
と
も
な
っ
て

い
る
し
、
八
O
年
代
に
は
欧
米
と
時
代
の
ず
れ
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ポ
ス
ト
・

「
モ
ダ
ン
」
が
華
や
か
に
論
じ
ら
れ
た
。
だ
が
他
方
、
内
部
の
近
代
化
は
、
西

洋
と
は
異
質
な
次
元
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
も
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
第

二
次
大
戦
後
に
限
っ
て
み
て
も
、
戦
後
近
代
の
思
想
に
お
い
て
は
近
代
市
民
社

会
の
精
神
で
あ
る
「
個
人
主
体
の
自
立
」
が
指
標
と
し
て
示
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
七
〇
年
代
に
お
け
る
近
代
合
理
主
義
体
制
へ
の
異
議
申
し
立
て
、
八
O
年

代
に
お
け
る
戦
後
近
代
思
想
の
脱
構
築
や
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
近
代
批
判
、
そ

れ
ら
を
へ
た
九
〇
年
代
に
お
い
て
も
な
お
、
内
的
に
は
、
「
日
本
で
は
依
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

し
て
近
代
が
根
付
い
て
い
な
い
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
日
本
人
の
生
活
に
は
深
く
「
世
間
」
が
根
差
し
て
い
る
し
、
日

本
の
杜
会
や
日
本
人
の
心
性
に
は
常
に
集
団
主
義
の
基
調
が
指
摘
さ
れ
る
。
社

会
学
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
社
会
構
造
は
、
個
人
主
義
が
根
底
に
あ
る
欧
米
と

ち
が
っ
て
、
「
資
格
」
に
た
い
し
て
「
場
」
を
強
調
し
、
「
ウ
チ
」
と
「
ソ
ト
」

を
強
く
意
識
す
る
単
一
社
会
と
し
て
分
析
さ
れ
、
「
タ
テ
」
組
織
に
よ
る
全
体

像
が
構
成
さ
れ
る
。
心
理
学
者
の
分
析
で
は
、
大
部
分
の
日
本
人
が
自
我
不
確

実
感
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
不
安
が
集
団
依
存
主
義
、
運
命
依
存
主
義
に

向
か
う
こ
と
に
も
な
る
。
精
神
医
学
で
は
、
欧
米
か
ら
移
入
さ
れ
た
諸
概
念
や

治
療
方
法
が
必
ず
し
も
適
合
し
な
い
多
く
の
日
本
人
の
症
例
が
み
ら
れ
、
そ
れ

に
た
い
し
て
土
居
健
郎
、
木
村
敏
、
小
此
木
啓
吾
氏
ら
が
独
自
の
理
論
展
開
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
デ
寸
一
り
イ
川
丁
コ
ー
’
ル

試
み
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
、
西
洋
の
「
自
我
」
や
「
　
個
　
」

と
は
異
な
っ
た
日
本
人
の
心
の
あ
り
方
が
問
題
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
。

　
　
＾
2
一

等
々
…
…
。

　
日
本
的
な
個
の
あ
り
方
は
、
欧
米
と
は
、
歴
史
的
に
も
、
社
会
構
造
的
に

も
、
文
化
的
に
も
、
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
西
洋
近
代
哲
学
に
お
い
て
こ

う
し
た
個
や
主
体
の
基
底
に
あ
る
；
兀
論
の
原
理
一
主
／
客
、
心
／
身
、
精
神
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／
物
質
一
は
、
□
口
本
の
思
想
伝
統
と
は
異
質
な
内
実
を
も
つ
。
西
洋
哲
学
の
受

容
に
お
い
て
も
近
代
の
日
本
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
、
ず
れ
や
隔
た
り
が
み

ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
わ
た
し
た
ち
の
思
想
や
文
化

の
領
域
で
残
存
し
て
い
る
。

、
西
洋
近
代
の
主
体
を
め
ぐ
っ
て

－
問
題
点
の
素
描

　
個
や
主
体
、
そ
し
て
近
代
的
自
我
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
西
洋
に
お
い

て
は
深
い
重
層
的
な
内
容
の
う
え
に
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
近
代
的
白
我

は
、
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
主
義
の
基
礎
構
造
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
が
、
そ
の

前
史
に
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
思
想
や
哲
学
の
流
れ
の
な
か
で
、
そ
れ
よ
り
は
る
か

以
前
か
ら
、
深
く
強
靭
な
伝
統
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
古
代
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
白
己
知
は
周
知
で
、
そ
の
自
知
や
自
己
へ
の
配
慮
の
伝
統
は
、
以
後
多
く

の
時
代
に
流
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
の
教
義
論
争
の
時
代
に
は
、
近
代
の
個
よ
り

は
少
し
漢
然
と
し
た
、
「
意
識
」
に
は
遼
元
さ
れ
き
っ
て
い
な
い
、
生
命
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

ふ
れ
た
「
個
」
の
概
念
が
生
き
て
い
て
、
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
H
ペ
ル
ソ
ナ
と
い

う
よ
う
な
豊
か
な
概
念
が
兇
い
だ
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
さ
ら
に
中
杜
末

期
、
神
と
の
対
話
を
通
じ
て
自
分
の
内
面
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
「
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
↓

人
」
が
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
し
、
近
代
化
の
原
点
と
も
な
っ
た
。
宗
教
改
革

派
、
そ
れ
に
対
す
る
反
改
革
派
の
い
ず
れ
に
も
、
魂
の
内
奥
へ
の
関
心
は
共
通

す
る
も
の
が
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
、
文
芸
や
芸
術
、
自
然
や
宇
宙
と
の
関

係
を
通
し
て
、
「
個
」
は
具
体
的
に
解
放
さ
れ
確
立
さ
れ
て
い
く
。

　
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
の
登
場
。
近
代
的
な
「
意
識
」
の
も
と
と
な
る
語

く
8
蟹
〇
一
昌
萱
v
は
そ
れ
ま
で
、
道
徳
意
識
・
良
心
と
い
う
倫
理
的
意
味
と
、

共
謀
・
関
知
・
自
覚
と
い
う
よ
う
な
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
、
哲
学
用
語

と
し
て
は
お
も
に
倫
理
的
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
語
を
「
意
識
」
と

い
う
新
し
い
意
味
で
用
い
た
の
は
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
以
降
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
派
の
哲
学
者
た
ち
を
中
心
に
広
ま
る
。
英
語
や

フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
も
こ
の
意
昧
が
確
立
し
て
い
く
の
は
、
ロ
ッ
ク
や
ラ
イ

プ
ニ
ツ
ツ
の
綿
密
な
用
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の

思
想
が
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
ま
さ
し
く
、
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス

ム
「
私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
」
は
、
近
代
精
神
の
確
立
を
告

げ
、
近
代
西
洋
哲
学
の
出
発
点
と
な
る
。
疑
い
え
な
い
く
私
V
と
は
、
人
問
と

か
理
性
的
動
物
の
た
ぐ
い
で
は
な
く
、
「
〈
考
え
る
私
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
疑
う
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
考
え
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
思
考
だ
け
は

〈
私
〉
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
〈
私
V
と
は
す
ぐ
れ
て
く
思
考
す

る
も
の
v
嚢
8
o
・
ぎ
易
な
の
で
あ
る
」
一
『
省
察
』
H
一
。
そ
し
て
こ
の
考
え
る

私
は
く
精
神
V
と
し
て
、
異
な
る
実
体
で
あ
る
物
質
か
ら
峻
別
さ
れ
る
。
近
代

的
二
元
論
の
出
発
点
で
あ
り
、
以
降
こ
の
；
兀
論
一
精
神
／
物
質
、
心
／
身

体
、
主
体
／
客
体
一
は
近
代
の
学
問
と
科
学
の
巾
心
原
理
を
な
し
て
い
く
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
意
識
」
を
自
我
の
現
わ
れ
と
し
て
い
く
が
、
他
方
デ
カ

ル
ト
的
な
自
我
の
確
証
と
は
別
の
や
り
方
で
－
あ
る
意
味
で
は
パ
ラ
ド
ク
サ
ル

な
や
り
方
で
1
、
近
代
の
個
を
、
理
性
や
法
と
の
関
係
、
そ
し
て
宇
宙
の
表
象

と
の
関
連
で
あ
ら
わ
し
て
い
く
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
個
」
は
、
無
意
識
的
な

心
の
活
動
に
も
つ
な
が
る
微
小
表
象
に
よ
っ
て
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ

は
ま
た
「
自
ら
に
充
足
し
」
　
「
白
分
白
身
の
本
性
一
白
然
一
に
よ
っ
て
の
み
」

統
御
さ
れ
る
。
そ
し
て
各
々
の
個
は
、
宇
宙
の
合
理
性
と
調
和
を
表
す
の
に
貢

献
す
る
。
そ
れ
は
、
「
創
造
さ
れ
た
も
の
の
宇
宙
の
鏡
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

神
の
似
姿
で
さ
え
あ
る
」
一
『
白
然
と
恩
寵
の
原
理
』
一
四
一
。
予
め
定
め
ら
れ

4－1



た
合
理
性
は
、
各
々
の
「
個
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
通
し
て
表
さ
れ
、
個
の

「
本
性
一
白
然
一
」
が
完
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
以
降
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
西
洋
の
思
想
と
哲
学
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
的
な

「
私
は
考
え
る
一
わ
れ
思
う
一
」
の
主
観
的
自
我
が
本
流
と
な
っ
て
、
確
立
さ

れ
、
展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
近
代
的
主
観
・
主
体
を
ミ

シ
ェ
ル
・
フ
i
コ
ー
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ

の
構
造
を
示
し
て
い
る
一
『
監
視
と
刑
罰
』
一
。
「
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
」
っ
ま
り
一

望
監
視
施
設
は
、
も
と
も
と
刑
務
所
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
。
周
囲
に
は
円
環

状
の
建
物
が
あ
り
、
中
心
に
塔
を
配
し
、
双
方
の
窓
を
通
し
て
、
塔
の
な
か
か

ら
中
庭
越
し
に
周
囲
の
建
物
の
な
か
が
監
視
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
自

分
の
ほ
う
は
見
ら
れ
ず
に
、
相
手
を
完
全
に
監
視
で
き
る
構
造
を
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
近
代
に
お
け
る
「
冷
や
や
か
な
視
覚
の
支
配
」
と

し
て
も
説
明
さ
れ
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
対
立
、
さ
ら
に
は
、
白

分
の
ほ
う
は
見
ら
れ
ず
に
相
手
を
完
全
に
監
視
で
き
る
と
い
う
、
管
理
の
思
想

の
形
態
と
も
み
な
さ
れ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
セ
；
ル
に
よ
れ
ば
、
一
」
う
し
た
視
覚

の
支
配
に
つ
い
て
は
、
情
報
化
社
会
と
と
も
に
、
神
話
に
お
け
る
よ
う
に
パ
ノ

プ
チ
コ
ン
の
守
護
神
、
百
般
の
パ
ノ
プ
テ
ス
が
情
報
の
神
ヘ
ル
メ
ス
に
打
ち
倒

さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
情
報
化
社
会
と
な
っ
た
現
在
も
、
支
配
や
管
理
の
構
造
は

つ
、
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
科
学
技
術
の
先
端
性
の
抑
圧
的
構
造
は
改
善
さ
れ

て
は
お
ら
ず
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
以
降
の
現
代
世
界
の
悲
劇
性
を
セ
ー
ル
は
語
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

続
け
る
こ
と
に
な
る
（
『
五
感
』
一
。

　
主
輔
と
な
っ
た
「
私
は
考
え
る
」
あ
る
い
は
「
考
え
る
私
」
そ
の
も
の
に
つ

い
て
も
、
現
代
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
フ
ー
コ
ー
は
、
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
思
考
と
、
言
語
と
の
間
に
横
た
わ

る
、
溝
に
光
を
あ
て
る
。
思
考
と
言
語
、
哲
学
の
歴
史
で
の
ロ
ゴ
ス
と
言
葉
、

思
考
と
表
現
、
・
」
う
し
た
両
者
の
微
妙
な
ず
れ
、
あ
る
い
は
乖
離
は
、
「
私
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

考
え
る
」
と
「
私
は
語
る
」
の
う
ち
に
凝
縮
的
に
示
さ
れ
る
。
「
私
は
語
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
寸
ス
ク
ー
ル

が
、
そ
れ
を
支
え
る
対
象
命
題
を
与
え
る
よ
う
な
一
個
の
言
説
に
参
照
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
寸
ス
ク
ー
ル

と
き
、
私
が
そ
れ
に
つ
い
て
言
う
言
説
は
、
　
「
私
は
語
る
」
と
私
が
言
う
瞬
間

に
は
現
実
的
に
発
話
一
言
表
一
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
は
存
在
せ
ず
、

ま
た
、
私
が
口
を
つ
ぐ
む
瞬
間
に
消
え
て
し
ま
う
。
「
《
私
は
語
る
》
と
い
う

む
き
出
し
の
仕
方
で
自
己
を
取
り
戻
し
た
い
と
欲
す
る
言
語
は
、
い
か
な
る
極

度
の
細
さ
、
い
か
な
る
特
異
で
か
す
か
な
尖
端
に
身
を
お
一
」
う
と
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
《
私
は
語
る
》
の
内
容
的
な
薄
弱
さ
を
露
呈
す

る
空
虚
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
空
虚
た
る
や
、
他
方
で
主
体
－
語
る

〈
私
〉
1
が
断
片
化
し
、
分
散
し
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
、
つ
い
に
裸
形
の
空

間
に
消
え
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
一
つ
の
絶
対
的
な
出
口
、
言
語
が
そ
れ
を
通

じ
て
無
隈
に
広
が
っ
て
い
く
出
口
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
…
言
語
は
露
呈
さ
れ

た
純
粋
な
外
在
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
語
る
主
体
は
、
も
は
や
言
説
の
責
任
者

⊥
胃
説
を
維
持
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
断
定
し
、
判
断
し
、
適
切
な
文
法
的
形
式

の
下
に
そ
こ
に
し
ば
し
ば
白
己
を
表
現
す
る
言
説
の
責
任
者
－
で
あ
る
よ
り

は
、
非
存
在
、
そ
の
空
虚
の
う
ち
に
お
い
て
た
え
ず
言
語
の
無
際
眼
な
溢
出
が

な
さ
れ
る
非
存
在
で
あ
る
」
一
『
外
［
部
］
の
思
考
』
一
。

　
ラ
カ
ン
も
ま
た
コ
ギ
ト
の
考
え
る
私
の
確
実
性
が
思
考
そ
の
も
の
の
外
部
に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
言
語
活
動
の
発
話
行
為
か
ら
、
コ
ギ
ト
を
問

題
と
す
る
。
「
私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
」
を
、
試
し
に
、
私
は

考
え
る
、
《
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
》
、
と
第
二
句
を
引
用
符
で
く
く
っ
て
み

る
。
そ
し
て
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
読
む
i
思
考
は
、
あ
ら
ゆ
る
働
き
が
そ
こ
に
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お
い
て
言
語
活
動
の
本
質
に
触
れ
る
パ
ロ
ー
ル
の
な
か
で
結
ば
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
存
在
を
基
礎
づ
け
る
、
と
。
一
「
科
学
と
真
理
」
一

　
デ
カ
ル
ト
の
「
私
は
考
え
る
」
は
、
発
話
一
言
表
一
行
為
に
よ
っ
て
、
パ

ロ
ー
ル
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
表
さ
れ
て
い
る
。
「
発
話
一
言
表
一
い
竃
竃
い
1
－
言

わ
れ
た
こ
と
」
と
、
「
発
話
一
言
表
一
行
為
9
9
a
隻
塞
H
も
の
を
言
う
行

い
」
の
区
別
は
、
言
語
学
の
領
域
で
指
摘
さ
れ
た
が
、
ラ
カ
ン
は
そ
れ
を
用
い

て
、
発
話
一
言
表
一
に
お
け
る
主
語
く
私
V
と
、
発
話
一
言
表
一
行
為
を
す
る

　
　
　
　
　
　
一
7
一

主
体
を
区
別
す
る
。
　
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
く
私
V
・
：
そ
こ
で
は
、
表
現

さ
れ
た
も
の
の
主
語
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
現
に
話
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
主
体
を

指
示
す
る
の
は
、
転
換
子
あ
る
い
は
直
接
法
以
外
は
何
も
な
い
。
－
…
そ
れ

は
、
発
話
一
言
表
一
行
為
の
主
体
を
指
示
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
主
体
を
意
味

し
て
い
る
の
で
は
な
い
…
。
発
話
行
為
の
主
体
の
い
か
な
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

も
、
発
話
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
は
…
欠
け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

く
私
V
ざ
と
は
異
な
っ
た
だ
れ
か
が
い
る
ほ
か
に
、
：
・
単
数
一
人
称
の
例
と
よ

ば
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
は
白
己
暗
示
作
用
の
〈
白
己
〉
o
。
〇
一

に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
そ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
住
ま
い
を
そ
こ
に
建
て
ま
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
－
」
一
「
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
に
お
け
る
主
体
の
壊
乱
と
無

意
識
の
弁
証
法
」
一
。
ラ
カ
ン
は
、
発
話
に
お
け
る
主
体
と
発
話
行
為
の
主
体

が
異
な
る
こ
と
を
、
「
私
に
は
3
人
の
兄
弟
が
あ
る
。
ポ
ー
ル
と
エ
ル
ン
ス
ト

と
白
分
だ
」
、
と
言
っ
て
、
自
分
自
身
を
混
同
し
て
数
え
て
し
ま
う
子
供
の
例

を
あ
げ
て
示
し
て
い
る
（
『
セ
ミ
ネ
ー
ル
』
曽
一
這
）
。
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
を

く
8
0
・
ぎ
9
竃
v
と
し
て
し
ま
う
く
嚢
8
σ
・
ぎ
婁
V
の
混
同
と
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を

な
す
も
の
だ
、
と
ラ
カ
ン
は
い
う
。
つ
ま
り
、
考
え
る
私
と
、
「
私
は
考
え

る
」
と
言
う
私
と
は
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
「
コ
ギ
ト
に
確
実
性
を
与

え
て
い
る
の
は
、
発
話
行
為
ぎ
昌
〇
一
邑
畠
の
次
元
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
、
発
話
と
は
同
一
で
な
い
の
で
あ
る
（
『
セ
ミ
ネ
ー
ル
』
曽
L
畠
）
。

　
こ
う
し
て
ラ
カ
ン
の
視
点
か
ら
は
、
「
私
は
考
え
る
」
に
確
実
な
発
話

い
竃
竃
⑭
｛
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
発
話
行
為
い
冨
篶
雲
一
暮
が
「
私
は
存
在

す
る
」
と
い
う
実
体
的
存
在
に
変
わ
る
必
然
性
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
が
「
私
は

考
え
る
」
を
「
私
は
存
在
す
る
」
に
結
び
つ
け
て
実
体
と
な
し
た
こ
と
を
、
ラ

カ
ン
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
「
デ
カ
ル
ト
は
知
の
虚
無
化
と
懐

疑
論
の
あ
い
だ
の
思
考
で
あ
る
・
・
地
点
に
し
る
さ
れ
る
〈
私
は
考
え
る
〉
を
、

…
確
実
な
概
念
と
な
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
デ
カ
ル
ト
の
誤
り
は
、
そ
こ
に
知

一
轟
く
◎
5
が
あ
る
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
知
の
虚
無
化
と
懐
疑
論
は
、
類

似
な
二
つ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
彼
の
誤
り
は
ま
た
、
こ
の
確
実
性
に
つ

い
て
何
も
の
か
を
知
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
く
私
は
考
え
る
V
を
消
失
の
地
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
『
セ
ミ
ネ
ー
ル
』
曽
し
寝
）

　
二
〇
世
紀
初
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
、
現
象
学
の
先
験
的
主
観
性
の
立
場

か
ら
、
デ
カ
ル
ト
が
エ
ゴ
を
思
惟
実
体
と
し
た
こ
と
を
批
判
し
た
。
「
デ
カ
ル

ト
は
偏
見
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
す
る
真
剣
な
意
思
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し

…
疑
い
え
な
い
唯
一
の
も
の
と
し
て
の
、
自
我
に
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
、
諸

原
理
に
従
っ
て
世
界
の
他
の
部
分
を
推
論
し
、
…
エ
ゴ
は
、
思
惟
実
体
ω
昏
1

。
。
叫
§
慧
8
町
・
ぎ
竃
、
孤
立
し
た
人
間
の
精
神
あ
る
い
は
霊
魂
蟹
①
富
身
①
竃
ま
婁

と
さ
れ
、
因
果
性
に
よ
る
推
論
の
出
発
点
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
カ

ル
ト
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
先
験
的
実
在
論
の
父
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
…
」
一
『
デ

　
　
　
　
　
　
一
9
一

カ
ル
ト
的
省
察
』
一
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ほ
ぼ
同
時
代
、
フ
ロ
イ
ト
は
無

意
識
を
提
示
し
、
精
神
分
析
の
手
法
を
確
立
し
て
、
意
識
や
自
我
を
括
弧
に
入

れ
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
的
自
我
・
近
代
的
主
体
に
根
底
的
な
疑
問
を
投
じ
る
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こ
と
に
な
る
。
ラ
カ
ン
も
無
論
そ
の
系
譜
に
つ
な
が
る
。

　
し
か
し
、
一
見
両
極
端
に
立
つ
か
に
見
え
た
〈
無
意
識
〉
の
人
フ
ロ
イ
ト
が

〈
意
識
〉
の
人
サ
ル
ト
ル
と
、
と
も
に
西
欧
形
而
上
学
の
特
徴
で
あ
る
「
対
象

化
＜
q
⑰
・
晶
9
ω
§
婁
O
ぎ
晶
論
理
」
の
土
俵
に
あ
る
こ
と
を
示
す
例
は
少
な
く
な

い
。
ア
ド
ル
ノ
は
三
〇
年
代
に
『
認
識
論
の
メ
タ
批
判
』
で
、
「
現
象
学
は
市

民
哲
学
の
自
我
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
最
後
の
英
雄
的
な
試
み
だ
」
と
言
っ
て

い
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
防
衛
」
理
論
の
背
後
に
は
「
守
る

べ
き
近
代
的
自
我
」
の
前
提
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
抑
圧
を
典
型
と
す
る
自
我

の
防
衛
に
失
敗
す
れ
ば
人
は
狂
気
に
陥
る
と
い
う
発
想
が
あ
り
、
治
療
と
は
白

我
の
防
衡
や
適
応
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
と
い
う
こ
と
に
な

一
型

る
。　

フ
ー
コ
ー
や
ラ
カ
ン
が
、
語
る
主
体
の
非
存
在
や
分
裂
を
、
難
解
に
1
こ

の
難
解
さ
は
間
題
そ
の
も
の
が
要
求
す
る
難
解
さ
で
も
あ
る
－
、
か
つ
力
を
こ

め
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
を
み
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
逆
に
、

〈
主
体
V
を
前
提
と
し
た
西
洋
思
想
の
伝
統
が
い
か
に
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
わ
れ
わ
れ
に
感
じ
さ
せ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
が
日
本
に
お
い
て
考
え
る
よ

う
な
〈
主
体
〉
は
、
か
れ
ら
の
そ
れ
と
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
。

2
、

ヨ
本
の
主
体
㌔
主
観
・
主
語

　
一
」
う
し
た
西
洋
近
代
の
主
体
を
指
し
示
す
基
本
的
な
言
葉
と
し
て
は
、
竃
σ
－

」
8
二
嘗
育
ら
竈
9
①
奪
が
あ
る
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
は
、
「
主
体
」
と
い
う
翻

訳
語
で
日
本
の
知
的
語
彙
の
な
か
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
の
他
の
翻
訳

語
と
し
て
「
主
観
」
が
あ
る
。
そ
し
て
「
主
語
」
　
「
主
題
」
　
「
臣
民
」
な
ど
の

訳
語
も
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
が
輸
入
さ
れ
る
以
前
の
日
本
の
知
的
世
界

で
は
、
窪
箒
9
に
対
応
す
る
も
の
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
は
見
ら

れ
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
3
章
で
そ
の
一
端
に
触
れ
た
い
。
ま
ず
、

こ
う
し
た
語
が
輸
入
さ
れ
翻
訳
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
近
代
哲
学
に
お
け
る
主

体
の
諸
概
念
に
内
在
す
る
問
題
も
現
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
自
己
を
主
題
的
に
思
惟
す
る
、
あ
る
い
は
知
覚
す
る
「
主
語
／
主

観
／
主
体
」
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
と
き
、
「
考
え
る
」
と
い
う
動
詞
の
不
安
定

さ
が
示
さ
れ
る
。
「
考
え
る
」
と
い
う
日
本
語
そ
の
も
の
の
、
暖
味
さ
と
多
義
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
坐

も
す
で
に
指
摘
さ
れ
・
て
い
る
が
、
こ
の
動
詞
と
の
関
係
で
。
。
虜
亙
§
を
定
立
す

る
と
き
に
異
な
っ
た
二
つ
の
方
法
が
あ
る
か
ら
だ
。
一
つ
は
、
「
考
え
る
」
の

竃
亙
婁
が
認
識
論
的
で
、
知
識
に
係
わ
り
、
「
主
観
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、
行
為
の
問
題
、
そ
し
て
実
践
一
般
の
問
題
に
結
び
付

く
竃
σ
」
賢
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
考
え
る
」
こ
と
が
ひ
と
つ
の
賢
と
さ
れ
る

と
き
、
　
「
考
え
る
」
と
い
う
動
詞
は
、
「
作
る
」
、
「
行
う
」
、
そ
し
て
「
話
す
」

と
い
っ
た
一
群
の
動
詞
と
、
等
価
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
語
は
「
主
体
」
と
翻

訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
主
体
V
は
、
ま
ず
そ
の
実
践
的
性
格
か
ら
、
認
識

論
的
く
主
観
V
と
区
別
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
主
観
i
客
観
の
対
立
の
内

に
お
さ
ま
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
日
本
哲
学
で
は
し
ば
し
ば

「
主
体
」
と
「
主
観
」
は
交
換
可
能
の
ご
と
く
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

両
者
の
区
別
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。

　
酒
井
直
樹
氏
は
、
こ
の
日
本
語
の
「
主
観
」
と
「
主
体
」
と
い
う
2
種
類
の

定
義
の
あ
い
だ
を
、
差
動
と
仮
設
す
る
。
「
主
体
」
と
い
う
造
語
が
、
。
。
蛯
9
⑭
？

雪
身
の
一
般
性
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
は
疑
間
視
さ
れ
、
「
主
体
」
と
い

う
語
の
英
語
へ
の
再
翻
訳
は
し
ば
し
ば
、
。
。
昼
婁
と
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
が

指
摘
さ
れ
る
。
酒
井
氏
は
、
語
と
し
て
の
「
主
体
」
を
、
暮
二
〇
身
艮
窒
暮
－
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〇
一
萱
昌
と
し
て
、
発
話
行
為
の
身
体
と
し
て
捉
え
る
。
認
識
論
的
主
観
・
主
体

と
語
と
し
て
の
主
体
、
認
識
論
的
主
観
と
実
践
作
因
の
、
作
動
的
区
別
で
あ

一
1
3
一

る
。
日
本
語
そ
の
も
の
を
み
て
も
、
「
主
体
」
と
い
う
語
に
は
す
で
に
「
体
」

と
い
う
、
身
体
性
を
も
想
起
さ
せ
る
文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
酒
井
氏
に
よ

れ
ば
、
語
と
し
て
の
「
主
体
」
シ
ュ
タ
イ
は
、
「
発
話
行
為
の
身
体
」
と
な

り
、
シ
ュ
タ
イ
の
・
目
由
、
シ
ュ
タ
イ
と
し
て
の
白
由
も
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
タ

イ
の
物
質
性
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
タ
イ
は
、
　
「
主
観
」
と
の
差

動
一
g
壽
8
ま
邑
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
差
動
は
、
根
本
的
な
文
化
・
文
化
的
差
異
と
そ
の
記
述
を
間
題
化
し
て

　
一
ど

い
く
。
文
化
的
差
異
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
研
究
者
が
、
そ
の
文
化
的
差
異

を
、
実
践
で
な
く
観
察
で
き
る
よ
う
な
特
定
の
発
話
の
位
置
を
確
立
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
の
人
々
と
の
出
会
い
－
他
の
人
々
と
の
杜
会
関
係
に

参
与
す
る
こ
と
1
な
し
に
文
化
的
差
異
と
の
出
会
い
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
原

則
が
あ
る
。
文
化
的
差
異
に
出
会
う
の
は
、
本
質
的
に
は
社
会
的
な
も
の
で
あ

る
実
践
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
記
述
は
、
つ
ね
に
、
文
化
的
差

異
そ
の
も
の
に
対
し
て
遅
延
し
た
反
応
と
な
る
。
出
会
い
、
出
会
わ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
の
直
接
性
に
お
い
て
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
文
化
的
差
異
と
、
記

述
さ
れ
た
文
化
的
差
異
と
の
区
別
と
、
サ
か
。
人
は
あ
ら
か
じ
め
限
定
さ
れ
た
記

述
対
象
と
し
て
で
な
け
れ
ば
文
化
的
差
異
を
知
覚
で
き
な
い
。
だ
か
ら
文
化
的

差
異
は
知
覚
で
き
ず
、
そ
れ
は
儒
学
の
語
法
で
い
う
「
情
」
　
「
動
く
も
の
」
1

つ
ま
り
「
理
」
の
意
味
作
用
の
共
時
性
に
お
い
て
捕
捉
不
可
能
な
1
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
一

は
ラ
カ
ン
の
い
う
「
現
実
界
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
る
。

さ
て
、
旨
σ
宥
9
1
呈
g
も
巨
g
艮
吋
1
は
ま
た
「
主
語
」
と
も
翻
訳
さ
れ
る
。

日
本
語
で
は
主
語
の
な
か
で
も
重
要
な
人
称
代
名
詞
を
み
て
み
よ
う
。
人
称
代

名
詞
は
、
個
体
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
主
体
性
を
示
し
て
言
語
的
に
表
出

す
る
機
能
を
も
ち
、
自
己
の
主
体
性
の
あ
り
か
た
に
深
く
か
か
わ
る
の
だ
か
ら
。

　
一
人
称
代
名
詞
を
み
る
と
、
欧
米
の
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
は
、

ご
⑭
㌧
9
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
人
称
代
名
詞
を
も
つ
だ
け
で
あ
り
、
特

殊
な
場
合
以
外
省
略
さ
れ
な
い
し
、
省
略
さ
れ
る
と
し
て
も
、
動
詞
の
人
称
変

化
な
ど
に
よ
っ
て
主
体
が
明
示
さ
れ
る
一
二
人
称
、
三
人
称
に
っ
い
て
も
同

様
一
。
こ
れ
に
対
し
日
本
語
で
は
、
「
私
」
「
ぼ
く
」
「
白
分
」
な
ど
使
用
頻
度
の

高
い
も
の
だ
け
で
も
十
指
に
余
る
し
、
主
体
の
年
齢
や
階
層
・
性
、
社
会
関
係

や
状
況
、
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
語
と
用
法
、
使
い
分
け
が
あ

る
。
日
常
会
話
な
ど
で
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
し
か
も
省
略
さ
れ
た
場

合
、
会
話
の
主
体
を
明
示
す
る
よ
う
な
動
詞
や
助
動
詞
の
人
称
変
化
も
存
在
し

な
い
。

　
　
一
人
称
代
名
詞
が
た
と
え
ば
宥
の
一
語
だ
け
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
、
自
己

が
ど
の
よ
う
な
状
況
や
事
情
に
お
い
て
も
1
司
一
の
白
己
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し

て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
デ
カ
ル
ト
が
宥
潟
舅
p
｝
昌
o
育
竃
訂
H
コ
ギ
ト
・

エ
ル
ゴ
・
ス
ム
「
私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
」
と
言
う
と
き
、
「
私

は
存
在
す
る
」
を
導
く
た
め
の
「
私
は
考
え
る
」
が
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
自

己
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
木
村
敏
氏
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト

が
コ
ギ
ト
か
ら
導
き
出
し
た
ス
ム
は
、
反
省
さ
れ
客
観
視
さ
れ
た
「
私
は
存
在

す
る
」
で
あ
っ
て
、
反
省
以
前
の
主
体
的
な
「
私
は
存
在
す
る
」
が
コ
ギ
ト
の

前
に
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
不
変
で
同
一
的
な
一
人
称
代
名

詞
の
存
在
が
、
そ
の
よ
う
な
主
体
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
を
示
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
面
一

い
う
わ
け
で
あ
る
。
一
人
称
代
名
詞
が
さ
ま
ざ
ま
に
使
い
分
け
ら
れ
、
あ
る
い
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は
省
略
さ
れ
る
日
本
語
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
前
提
が
存
在
し
な
い
こ
と
に

な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
日
本
語
の
文
は
、
欧
米
語
の
よ
う
な
「
主
語
－
述
語
」
の
構
造
を

持
っ
て
い
な
い
。
「
主
語
－
述
語
」
の
枠
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
日
本
語

の
文
に
は
多
く
の
例
外
が
出
て
し
ま
う
。
大
野
晋
氏
は
、
「
主
語
i
述
語
」
で

は
な
く
、
「
係
り
結
び
」
に
よ
る
日
本
語
の
原
理
的
な
特
性
を
明
ら
か
に
し

一
1
7
一た

。
日
本
語
の
文
の
一
つ
の
典
型
は
、
題
目
を
立
て
て
、
そ
の
も
と
で
展
開
す

る
と
い
う
形
式
を
も
つ
こ
と
、
ハ
と
モ
の
役
目
は
題
目
を
提
示
し
て
、
解
説
・

説
明
を
そ
の
下
に
要
求
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
主
語
・
主
格
に
代
わ
る
、
日
本
語

の
文
の
構
造
の
把
握
へ
遭
が
開
か
れ
る
。

　
大
野
氏
に
よ
る
係
り
結
び
論
の
骨
組
み
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
係
助
詞
に

は
二
種
あ
る
。
一
つ
は
「
題
目
・
対
象
の
提
示
」
を
本
来
の
任
務
と
す
る
も
の
、

一
つ
は
「
文
末
の
陳
述
の
変
容
」
を
任
務
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が
倒
置
に

よ
っ
て
係
に
転
じ
た
。
ど
ち
ら
も
日
本
語
の
構
成
の
基
本
的
部
分
に
か
か
わ

る
役
目
を
負
う
が
、
一
括
し
て
係
り
助
詞
と
名
付
け
ら
れ
、
日
本
語
の
文
の
枠

組
み
を
決
定
す
る
重
要
な
役
目
を
負
う
も
の
で
あ
る
。

　
係
り
結
び
は
、
万
葉
の
時
か
ら
平
安
、
鎌
倉
時
代
へ
と
し
だ
い
に
変
化
し
、

つ
い
に
は
姿
を
消
し
て
い
く
。
大
。
野
氏
は
、
そ
の
変
遷
の
あ
り
さ
ま
を
こ
ま
や

か
な
用
例
に
も
と
づ
き
、
ま
た
社
会
の
移
り
変
わ
り
に
も
照
ら
し
て
説
明
し
て

い
く
。
そ
し
て
、
係
り
結
び
の
基
本
構
造
が
現
代
日
本
語
の
構
文
法
の
基
礎
に

対
応
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
き
明
か
す
の
で
あ
る
。

　
係
り
結
び
の
研
究
は
、
一
八
世
紀
、
本
居
宣
長
が
古
典
語
の
形
式
上
の
法

則
と
し
て
把
握
し
、
き
わ
め
て
多
数
の
例
を
あ
げ
て
実
証
的
に
そ
れ
を
示
し
て

い
る
（
『
詞
の
玉
緒
』
一
。
そ
こ
で
は
さ
ら
に
、
言
語
を
軸
と
し
て
、
あ
る
べ
き

日
本
語
、
ま
た
そ
の
普
遍
性
が
通
用
し
た
は
ず
の
共
同
体
、
そ
し
て
固
有
に
日

本
的
な
も
の
の
原
型
が
探
求
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
限
定
的

に
、
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
と
仮
名
の
併
存
と
い
う
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は

異
質
な
日
本
語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
視
点
を
宣
長
ら
の
問
題
設
定
を
基
に
考

察
し
て
い
こ
う
。

、
言
語
、

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
ー
そ
し
て
情
的
主
体
へ

　
日
本
語
に
は
、
漢
字
と
仮
名
の
二
種
類
の
文
字
が
あ
る
。
漢
字
は
中
国
か
ら

移
入
さ
れ
一
五
泄
紀
頃
一
、
仮
名
は
そ
の
漢
字
を
元
に
し
て
口
本
で
考
案
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
の
は
、
日
本
の
な
か
で
こ
の
空
問
全
部
に
通
用

す
る
文
字
あ
る
い
は
エ
ク
リ
チ
ュ
i
ル
が
発
明
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す

　
　
　
　
一
些

る
わ
け
だ
し
、
以
後
日
本
に
お
け
る
言
語
行
為
の
特
徴
の
一
つ
に
、
書
き
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
9
一

と
話
し
言
葉
と
が
見
え
ざ
る
緊
張
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
話
し

言
葉
と
書
き
言
葉
が
ず
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
は
、
い
ま
も
な
お
私
た
ち
の
日

常
に
も
多
々
み
ら
れ
、
さ
ら
に
精
神
医
学
や
神
経
医
学
の
面
で
、
失
語
症
に
お

い
て
、
欧
米
と
も
中
国
と
も
異
質
な
、
漢
字
の
失
語
症
や
漢
字
の
文
字
新
作
の

症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
・
つ
し
た
病
理
現
象
に
対
応
す
る
脳
神
経
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

枢
の
位
置
の
差
異
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
日
本
に
人
っ
て
き
た
文
字
が
漢
字
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
こ
と
の
源

泉
で
あ
っ
た
。
漢
字
は
、
音
声
を
伴
う
け
れ
ど
、
形
象
文
字
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
視
覚
に
訴
え
て
意
味
を
喚
起
す
る
特
質
を
も
つ
。
こ
れ
は
文
字
と
し
て
の

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
基
本
的
に
は

表
音
の
記
号
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
異
な
る
漢
字
の
移
入
は
、
受
容
す
る
側
に
次
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の
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
。
形
象
文
字
で
あ
る
漢
字
は
意
味
を
内
包
し
て
い
る
の

だ
が
、
そ
の
発
生
の
場
に
あ
っ
た
原
音
と
、
移
入
さ
れ
た
場
で
そ
の
文
字
の

意
味
に
相
当
す
る
事
物
が
発
音
さ
れ
て
い
る
仕
方
が
異
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
漢

字
の
読
み
に
音
と
訓
と
い
う
複
合
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
書
き
言
葉
と
話
し
言

葉
の
間
の
ず
れ
、
相
違
に
あ
ら
わ
れ
た
緊
張
あ
る
い
は
錯
綜
の
関
係
が
生
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
｛
肌
）

仮
名
が
案
出
さ
れ
た
。

　
一
八
世
紀
、
一
」
う
し
た
二
種
類
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
併
存
、
二
つ
の
質
の

言
語
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
一
八
世
紀
ま
で
の

日
本
列
島
の
い
く
つ
か
の
地
域
で
は
一
」
う
し
て
、
読
み
書
き
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
一
つ
以
上
の
言
語
媒
体
を
用
い
る
こ
と
で
あ
り
、
慣
れ
親
し
ん
だ
言

語
と
は
異
な
る
雅
俗
混
清
的
な
媒
体
に
よ
る
能
力
を
し
ば
し
ば
意
味
し
、
そ
こ

で
は
漢
文
、
和
漢
混
交
文
、
い
わ
ゆ
る
擬
古
文
、
候
文
、
歌
文
、
そ
し
て
俗
語

文
な
ど
、
多
数
の
異
な
る
文
体
と
書
記
体
系
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
一
」
う
し
た

状
態
が
、
あ
る
べ
き
均
質
な
言
語
媒
体
の
欠
如
の
状
態
と
し
て
認
知
す
る
可
能

性
を
残
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
と
思
わ
れ
て
い
た
雑
種
的
な
多
言
語

状
況
が
、
問
題
視
さ
れ
、
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
言
語
を
軸
と
し

て
、
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
あ
る
べ
き
日
本
語
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
日
本
語

が
普
遍
的
に
通
用
し
た
は
ず
の
共
同
体
の
存
在
が
仮
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
一
2
2
一

探
究
が
な
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
仮
設
に
ま
ず
、
古
代
中
国
の
聖
人
に
よ
る
理
想
社
会
と
純
粋
古
代

中
国
語
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
荻
生
祖
株
は
儒
学
の
根
拠
を
次
の
よ
う
に
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
3
）

す
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
漢
語
に
対
応
す
る
発
言
が
み
ら
れ
る
。

　
「
東
海
、
聖
人
を
出
さ
ず
、
西
海
、
聖
人
を
出
さ
ず
。
こ
れ
た
だ
詩
書
礼
楽

の
教
え
た
る
な
り
一
中
略
一
。
」
一
『
学
則
』
工
、
一
八
八
頁
、
引
用
は
、
日
本

思
想
大
系
三
六
『
荻
生
但
株
』
、
以
下
も
同
様
一
。
つ
ま
り
、
「
聖
人
」
は
中
国

の
「
東
」
で
も
「
西
」
で
も
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
学
間
と
し
て
は
中

国
の
聖
人
の
教
え
「
詩
書
礼
楽
」
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
「
東
方
の

民
」
が
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
の
規
則
を
述
べ
た
『
学
則
』
で
、
祖
株
は
次
の
よ
う

に
説
い
て
い
る
。
話
題
は
漢
文
を
訓
読
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

　
「
黄
備
氏
と
い
う
者
出
づ
る
こ
と
あ
り
、
西
の
か
た
中
国
に
学
び
、
和
訓
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
・
「

作
為
し
て
、
以
て
国
人
に
教
ふ
る
も
、
ま
た
な
ほ
乳
に
易
ふ
る
に
穀
を
以
て

し
、
虎
は
　
す
な
わ
ち
於
菟
に
し
て
、
そ
の
読
み
を
顛
倒
し
、
錯
え
て
こ
れ
を

す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
曲
り
け
き
ぜ
つ

綜
べ
、
以
て
二
邦
の
志
を
通
ず
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、
吾
こ
れ
を
株
個
鳩
舌
と

謂
ひ
し
者
、
吾
視
る
こ
と
吾
の
ご
と
し
」
。
漢
文
訓
読
法
を
創
始
し
た
の
は
吉

備
真
備
で
あ
り
、
そ
の
訓
読
の
仕
方
は
、
あ
た
か
も
楚
の
国
人
が
乳
を
穀
と
な

ま
り
、
虎
を
於
菟
と
し
た
よ
う
に
、
語
を
読
み
替
え
、
語
順
を
転
倒
さ
せ
て
す

る
。
こ
の
訓
読
法
に
よ
っ
て
、
「
株
個
鳩
舌
」
と
い
っ
た
奇
妙
な
意
味
不
明
の

異
言
語
と
見
て
い
た
中
国
の
言
説
を
、
自
分
の
言
語
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
中
国
の
言
語
か
ら
な
る
「
詩
書
礼
楽
」
は
、
漢
文
訓

読
に
よ
っ
て
日
本
の
「
詩
書
礼
楽
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

「
…
吾
視
る
こ
と
吾
の
ご
と
く
な
れ
ど
も
、
詩
書
礼
楽
は
、
ま
た
中
国
の
言
た

ら
ず
。
…
こ
れ
を
目
に
す
る
と
き
は
す
な
わ
ち
是
、
こ
れ
を
耳
に
す
る
と
き
は

す
な
わ
ち
非
…
」
。
つ
ま
り
、
眼
で
読
む
と
い
う
限
り
で
は
そ
の
や
り
方
で
よ

い
が
、
音
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
は
欠
落
が
生
ず
る
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
。

　
狙
株
は
漢
文
を
訓
読
し
て
理
解
す
る
や
り
方
を
、
「
こ
れ
を
目
に
す
る
と
き

は
す
な
は
ち
是
、
こ
れ
を
耳
に
す
る
と
き
は
す
な
は
ち
非
」
と
し
、
い
わ
ば

021



「
目
」
に
よ
る
想
像
力
の
錬
磨
と
も
い
う
べ
く
、
「
耳
口
」
で
は
な
く
、
「
心
と

目
」
と
に
よ
っ
て
、
異
国
の
文
字
に
接
し
て
生
ず
る
困
難
を
越
え
て
、
中
国
の

古
典
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
て
「
詩
書
礼
楽
」
に
通
暁
し
、
異
文
化

と
し
て
あ
る
中
国
古
典
の
読
解
を
、
心
の
問
題
と
し
て
内
化
す
る
方
向
を
目
指

　
　
　
　
　
｛
型

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
祖
株
？
」
う
し
た
問
題
提
起
は
、
中
国
の
異
質
な
言
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
己
れ
の
言
語
に
よ
る
理
解
の
う
ち
に
取
り
込
ん
で
、
何
の

間
題
意
識
も
持
た
な
い
当
時
の
儒
学
者
た
ち
の
立
場
に
解
体
的
な
衝
撃
を
与
え

る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
他
方
さ
ら
に
、
国
学
者
た
ち
に
お
け
る

「
自
己
一
日
本
一
」
へ
振
り
向
け
ら
れ
る
視
線
と
言
説
を
形
成
す
る
契
機
と
も

　
　
　
｛
2
5
一

な
っ
て
い
く
。
中
国
の
言
語
か
ら
な
る
「
詩
書
礼
楽
」
の
異
質
性
に
つ
き
あ
た

ら
な
い
、
同
二
言
語
に
よ
る
対
象
理
解
の
循
環
を
破
り
な
が
ら
、
「
東
方
」
の

民
と
し
て
、
中
国
の
聖
人
の
道
を
い
か
に
学
ぶ
か
と
い
う
問
題
提
起
は
、
新
た

な
学
間
の
規
則
一
『
学
則
』
一
と
そ
の
方
法
一
古
文
辞
学
一
と
を
要
請
す
る
。

　
だ
が
し
か
し
、
，
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
「
聖
人
の
国
」
中
国
は
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
だ
L
く
に

る
意
味
で
祖
株
学
を
経
由
す
る
宣
長
に
お
い
て
は
、
「
異
国
」
と
い
う
、
言
語

を
異
に
し
、
思
惟
を
異
に
す
る
異
質
な
否
定
的
な
他
者
像
を
構
成
す
る
。
そ
れ

は
彼
方
に
立
て
ら
れ
た
「
異
国
一
中
国
一
」
を
反
照
板
と
し
て
、
「
自
己
一
日

本
）
」
へ
向
か
う
視
線
と
な
る
。
か
つ
て
聖
人
の
制
作
に
な
る
礼
楽
を
備
え
た
、

「
聖
人
」
の
国
、
中
国
は
、
宣
長
に
お
い
て
、
否
定
的
な
「
異
国
し
へ
転
換
さ

れ
る
。
狙
株
の
、
「
礼
楽
」
の
制
作
者
先
王
の
概
念
が
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
後

世
儒
家
の
観
念
性
は
、
儒
教
的
思
惟
一
般
の
観
念
性
・
憶
見
性
へ
と
推
し
広
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
ご
こ
ろ

ら
れ
、
「
異
国
の
さ
だ
」
を
な
す
「
漢
意
」
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
い
わ
ば
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
づ
か
ら

定
的
な
「
異
国
」
像
と
相
関
的
に
、
「
自
己
（
皇
国
）
」
の
像
や
「
自
然
」
の
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
6
一

念
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
宣
長
は
こ
う
し
て
「
異
国
」
　
「
漢
意
」
を
否
定
し
、
儒
学
の
観
念
的
思
惟
を

ー
さ
ら
に
は
儒
学
者
た
ち
の
モ
ラ
ル
を
さ
え
i
批
判
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、

日
本
に
固
有
と
み
な
し
う
る
心
の
あ
り
方
を
求
め
、
そ
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
す

る
作
業
を
徹
底
し
て
行
っ
た
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
感
じ
る
心
に
人
間
の
本

性
を
と
ら
え
、
『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
神
々
の
事
跡
に
人
問
の
行
為
の

原
型
を
み
い
だ
せ
る
と
考
え
、
深
く
日
本
的
心
性
の
探
求
に
か
か
わ
っ
た
。
そ

し
て
お
そ
ら
く
は
、
日
本
人
が
現
在
に
至
る
ま
で
共
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
思

惟
の
原
質
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
「
異
国
」
を
構
成
す
る
「
漢
意
」
に
対
置
さ
れ
る
の
は
、
　
「
神
の
御
国
の

こ
・
ろ
ば
え
」
で
あ
り
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
上
つ
代
の
正
実
」
が
備

わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
史
典
の
記
述
の
あ
り
方
、
古
語
の
ま
ま
な
る
エ
ク
リ

チ
ユ
ー
ル
に
か
か
わ
る
。
宣
長
が
『
古
事
記
』
の
記
述
に
み
る
の
は
、
「
言
語

の
さ
ま
」
で
あ
る
。
漢
字
に
よ
る
表
記
が
な
さ
れ
る
以
前
は
、
古
代
の
故
事
は

口
承
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
口
承
に
よ
る
伝
え
は
、
　
『
日

本
書
紀
』
の
言
辞
の
よ
う
で
は
な
く
、
『
古
事
記
』
の
よ
う
で
あ
っ
た
は
ず
な

　
　
　
　
　
　
　
か
ら
ぷ
み
の
あ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や

の
だ
。
「
書
記
は
、
漢
文
章
を
思
は
れ
た
ゆ
え
に
、
皇
国
の
古
言
の
文
は
、
失

わ
れ
た
る
が
多
き
を
、
此
の
記
は
、
古
言
の
ま
・
な
る
が
故
に
、
上
つ
代
の
言

の
文
も
、
い
と
美
麗
し
き
も
の
を
や
…
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

　
「
上
つ
代
の
正
実
」
を
保
持
す
る
「
言
呈
叩
の
さ
ま
」
へ
の
視
点
は
、
「
意
」
と

　
こ
と
　
　
　
　
　
こ
と
ぱ

「
事
」
と
「
言
」
の
即
応
関
係
で
あ
る
。
「
そ
も
そ
も
意
と
事
と
言
と
は
、
み

　
か
　
な

な
相
称
へ
る
物
に
し
て
、
上
つ
代
は
、
意
も
事
も
言
も
上
つ
代
、
後
の
代
は
意

も
事
も
言
も
後
の
代
、
漢
困
は
、
意
も
事
も
言
も
漢
国
な
る
を
、
書
記
は
、
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後
の
代
の
意
を
も
て
、
上
つ
代
の
事
を
記
し
、
漢
国
の
言
を
も
て
、
皇
国
の
意

を
記
さ
れ
た
る
故
に
、
あ
ひ
か
な
は
ざ
る
多
か
る
を
、
此
の
記
は
、
い
さ
・
か

も
さ
か
し
ら
を
加
へ
ず
て
、
古
へ
よ
り
云
ひ
伝
へ
た
る
ま
・
に
記
さ
れ
た
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

ば
、
そ
の
意
も
事
も
言
も
相
称
ひ
て
、
皆
上
つ
代
の
実
な
り
。
是
れ
も
は
ら
古

　
　
　
こ
と
ぱ
　
　
　
む
ね

へ
の
語
言
を
主
と
し
た
る
が
故
ぞ
か
し
。
す
べ
て
意
も
事
も
、
言
を
も
て
伝
ふ

る
も
の
な
れ
ば
、
書
は
そ
の
記
せ
る
言
辞
ぞ
主
に
は
有
り
れ
る
」
一
『
古
事
記

伝
』
一
之
巻
「
総
論
」
一

　
　
「
意
」
と
は
、
「
皇
国
の
意
」
と
か
「
漢
意
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
思
想

形
態
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
や
習

俗
の
厚
み
を
も
っ
た
「
書
呈
叩
の
さ
ま
」
で
あ
り
、
宣
長
は
そ
れ
を
「
敷
島
の
や

ま
と
こ
と
ば
」
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
『
漢
字
三
音
考
』
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
漢
字
音
の
研
究
を
も
と
に
し
て
、
門
古
事
記
』
の
漢
字
・
漢
文
表

一
記
の
、
口
承
の
エ
ク
リ
チ
ュ
i
ル
を
訓
み
取
る
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
こ

の
漢
字
音
の
研
究
は
、
わ
が
正
し
い
声
音
と
そ
れ
に
も
と
、
づ
く
正
し
い
言
語
が

す
で
に
あ
っ
て
、
そ
の
正
し
い
声
音
言
語
に
導
入
さ
れ
た
漢
字
・
漢
文
が
ど
の

よ
う
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
か
を
研
究
す
る
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ

に
あ
る
の
は
、
皇
国
の
正
し
い
声
音
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
言
語
は
、
漢
字
受

容
以
前
に
先
在
し
て
い
た
と
い
う
確
信
、
「
人
の
声
音
言
語
の
正
し
く
美
し
き

事
、
亦
は
る
か
に
万
国
に
優
」
る
と
い
う
確
信
で
あ
り
、
五
十
音
と
い
う
純
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
7
一

な
音
声
の
体
系
は
す
で
に
先
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
に
仮
設
さ
れ
る
日
本
語
は
、
漢
字
渡
来
以
前
、
書
記
以
前
の
直
接

的
な
言
語
活
動
、
話
し
言
葉
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
酒
井
氏
の
表
現
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ノ
ー
ノ
．
ン
閂
’
ー
ソ
斗
‘
ー
ノ

よ
れ
ば
、
書
記
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
な
い
「
発
話
行
為
」
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。
古
の
日
本
語
と
日
本
的
心
性
の
探
求
は
、
書
き
こ
と
ば
に
で
は
な
く
、
発

話
行
為
と
し
て
の
話
し
言
葉
の
水
準
に
、
あ
る
べ
き
日
本
語
の
場
を
求
め
る
欲

望
と
な
る
。
言
語
の
形
象
の
な
か
か
ら
、
書
か
れ
た
言
語
そ
し
て
表
意
性
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
8
一

非
本
来
的
な
も
の
と
し
て
追
放
さ
れ
る
。

　
宣
長
ら
国
学
や
、
古
学
の
言
語
研
究
に
み
ら
れ
る
統
辞
論
と
原
初
的
な
発

音
へ
の
強
い
執
着
は
一
」
う
し
た
発
話
行
為
の
話
し
こ
と
ば
へ
の
執
着
の
一
面
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
9
一

と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
文
字
と
し
て
固
定
さ
れ
た
言
語
の
水
準
に
で
な

く
、
音
声
的
な
も
の
と
し
て
の
発
訴
行
為
に
古
代
の
純
粋
な
口
本
語
は
求
め
ら

れ
て
い
る
。
　
ジ
ャ
ツ
ク
・
デ
リ
ダ
が
三
〇
年
ほ
ど
前
に
定
式
化
し
た
音
声
中

心
主
義
の
問
題
に
、
こ
の
仮
設
さ
れ
た
日
本
語
は
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
音
声
中
心
主
義
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
た
ん
に
文
字
の
否
定
と
音

声
言
語
へ
の
執
着
と
し
て
固
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、
た
ん
に

西
洋
音
声
中
心
主
義
の
外
部
と
し
て
中
国
あ
る
い
は
日
本
を
想
定
す
る
こ
と
に

は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
リ
ダ
の
い
う
音
声
申
心
主
義
の

基
点
に
は
、
一
方
的
な
音
声
の
強
調
で
な
く
、
書
記
と
音
声
と
が
弁
別
可
能
と

い
う
前
提
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
話
し
こ
と
ば
を
も
書
記
に
含
め
て
、
と
も

に
「
原
初
的
書
記
弩
茅
－
凧
＆
薫
①
」
と
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
音
声
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
3
0
一

主
義
批
判
の
原
点
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
根
本
的
に
は
、
現
前
や

表
象
と
の
関
連
で
、
こ
う
し
た
テ
i
マ
が
考
察
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
先
に

み
た
く
語
る
私
V
の
言
語
に
お
け
る
非
存
在
一
フ
ー
コ
↓
、
発
話
行
為
と
主

体
の
分
裂
一
ラ
カ
ン
一
も
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
移
入
語
を
軸
と
し
た
「
理
」
の
言
葉
が
書
き
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
話
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
理

言
葉
の
言
語
は
「
歌
」
で
あ
っ
た
。
宣
長
は
じ
め
、
一
八
世
紀
の
国
学
者
の
話

一22



し
言
葉
へ
の
執
着
は
歌
や
歌
謡
へ
の
思
い
入
れ
に
み
ら
れ
る
が
、
宣
長
も
「
我

国
歌
論
中
の
自
眉
と
す
べ
き
名
著
」
と
い
わ
れ
る
『
石
上
私
淑
言
』
を
三
四
歳

の
と
き
に
著
し
、
そ
の
歌
論
は
「
物
の
あ
は
れ
」
概
念
に
よ
っ
て
新
た
に
再
構

成
さ
れ
る
。
同
時
期
に
彼
の
『
源
氏
物
語
』
論
で
あ
る
『
紫
文
要
領
』
も
成

り
、
こ
の
二
つ
は
『
古
事
記
伝
』
執
筆
に
先
立
つ
形
で
成
立
し
て
い
る
。
そ
こ

で
は
歌
物
語
り
文
学
の
自
律
的
な
存
立
は
、
「
感
ず
る
心
」
の
自
律
性
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
聾

て
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

　
「
物
の
あ
は
れ
」
概
念
は
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
の
物
語
理
解
に
か
か
わ
っ
て

構
成
さ
れ
る
。
人
に
語
ら
な
い
で
は
や
ま
な
い
心
の
衝
動
が
生
じ
、
物
語
は
そ

こ
に
お
い
て
生
起
し
、
詩
歌
も
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
。
宣
長
の
歌
論
の
起
点

は
、
　
「
冊
の
本
体
、
政
治
を
た
く
す
る
た
め
に
も
あ
ら
ず
、
た
“
心
に
思
ふ
こ

と
を
い
ふ
よ
り
外
な
し
」
と
『
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
』
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
感
ず
る
心
」
の
自
律
で
あ
り
、
　
「
感
ず
る
心
」
と
は
「
物
の
あ
は
れ

を
し
る
心
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
物
語
や
詩
歌
を
生
じ
さ
せ
る
心
、
泄
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
に
ふ
れ

て
深
く
動
き
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
う
心
、
そ
れ
が
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
心
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
世
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
事
に
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
物
の
哀
あ
る

也
」
一
『
紫
文
要
領
』
一
と
し
て
世
界
全
体
い
た
る
と
こ
ろ
に
充
満
し
て
い
て
、

人
間
の
認
識
作
用
は
す
べ
て
、
こ
の
「
物
の
あ
は
れ
」
を
「
し
り
」
「
感
じ

る
」
と
こ
ろ
に
集
中
さ
れ
、
知
的
活
動
と
み
ら
れ
る
は
ず
の
仕
事
も
す
べ
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
聾

こ
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
物
の
あ
は
れ
」
を
感
じ
る
心
に
人
間
の
本
性
が
と
ら
え
ら
れ
、
「
理
」
に
よ

る
推
論
は
強
い
ご
と
、
虚
妄
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
宣
長
に
と
っ
て
人
問
は

「
情
」
的
存
在
で
あ
っ
て
、
「
理
」
は
「
情
」
を
圧
殺
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら

ず
、
中
国
的
思
考
つ
ま
り
「
漢
意
」
は
こ
の
よ
う
な
硬
化
し
た
「
理
」
の
象
徴

と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
　
「
私
」
を
立
て
る
こ
と
は
、
「
お
の
が
私
の
か
し
こ
だ
て
の
料

簡
」
と
し
て
否
定
さ
れ
、
自
己
の
み
に
属
す
る
領
域
を
思
想
展
開
の
場
合
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
型

る
可
能
性
は
論
理
的
に
も
否
定
さ
れ
て
い
る
一
『
玉
く
し
げ
』
一
。
「
御
自
分
の

御
か
し
こ
だ
て
の
御
料
簡
を
ば
用
い
へ
ひ
た
ま
は
ざ
り
し
」
あ
り
か
た
が
、

「
ま
こ
と
の
遭
」
で
あ
り
、
性
情
の
「
自
然
」
な
る
「
な
ほ
さ
」
が
人
問
の
生

の
基
で
あ
る
。
そ
し
．
て
そ
れ
は
古
代
日
本
に
固
有
の
特
徴
と
し
て
叙
述
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

註

一
ユ
）
た
と
え
ば
浅
田
彰
氏
の
発
言
、
朝
日
新
聞
一
九
九
七
・
八
・
二
一
夕

　
　
u
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
、
コ

一
2
一
拙
論
「
日
本
の
近
代
化
に
お
け
る
自
我
の
不
在
」
一
『
文
化
の

　
受
容
と
変
貌
』
文
化
書
房
博
文
社
一
九
九
三
一
参
照
。

一
3
）
坂
口
ふ
み
『
〈
個
〉
の
誕
生
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
。

一
4
）
阿
部
謹
也
『
「
世
間
」
と
は
何
か
』
講
談
社
、
一
九
九
五
。
阿
部
氏

　
に
よ
れ
ば
、
ヨ
i
ロ
ッ
パ
で
も
二
一
他
紀
こ
ろ
ま
で
、
日
本
的
な
世
間

　
が
あ
り
、
個
人
の
内
面
化
さ
れ
た
モ
ラ
ル
は
な
か
っ
た
。

一
三
ミ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
は
こ
う
し
た
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
の
守
護
神
、
百
眼

　
の
パ
ノ
プ
テ
ス
が
、
情
報
の
神
ヘ
ル
メ
ス
に
打
ち
倒
さ
れ
る
神
話
に
こ

　
と
よ
せ
て
、
現
代
ー
ヒ
ロ
シ
マ
以
降
ー
の
状
況
を
語
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
セ
ー
ル
に
と
っ
て
、
〈
私
V
を
決
定
す
る
の
は
五
感
全
体
で
あ
る
。

一
6
一
以
下
フ
ー
コ
ー
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
を
参
照
。
申
村
雄
二
郎
「
自
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己
・
言
語
・
生
命
」
『
思
想
』
一
九
九
七
∴
一

一
7
一
佐
々
木
孝
次
『
ラ
カ
ン
の
世
界
』
弘
文
堂
、
一
九
八
四
、
撃
き
1
δ

　
　
　
参
照

一
8
）
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
発
話
の
主
体
は
、
決
め
ら
れ
て
一
思
蔚
暮
一
款
Φ
）
は

　
　
い
る
が
、
規
定
さ
れ
て
一
思
穿
亘
い
な
い
ま
ま
、
変
化
す
る
「
ひ
と
つ

　
　
の
場
所
」
§
①
旦
8
⑬
で
あ
る
。
そ
れ
は
場
所
で
あ
り
、
い
わ
ば
分
裂
し

　
た
主
体
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
場
所
で
あ
ろ
う
。
主
体
は
、
発
話
の
主

　
体
と
発
話
行
為
の
主
体
に
分
裂
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
欲
望
一
α
置
H
）

　
と
し
て
と
ど
ま
る
。
ラ
カ
ン
は
主
体
の
場
所
を
示
す
た
め
に
《
他
者
》

　
一
，
＞
暮
①
を
提
示
し
た
。
主
体
が
《
他
者
》
に
近
づ
き
、
《
他
者
》
に
出

　
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
欲
望
が
現
在
形
と
し
て
生
じ
る
。
そ
れ
は
ま
た

　
主
体
が
現
在
形
と
し
て
分
裂
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ

　
　
の
主
体
は
、
発
話
の
主
体
と
発
話
行
為
の
主
体
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ラ
カ
ン
に
と
っ
て
、
パ
ロ
ー
ル
の
行
為
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
主
体

　
は
、
思
考
で
は
な
く
欲
望
の
そ
れ
で
あ
る
。
「
主
体
と
は
考
え
る
主
体

　
　
で
は
な
い
」
一
『
セ
ミ
ネ
ー
ル
』
×
〆
旨
一
。
思
考
一
統
合
一
と
欲
望

　
　
一
分
裂
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と

　
り
あ
え
ず
は
、
ラ
カ
ン
の
主
体
が
「
精
神
」
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で

　
　
の
「
身
体
」
で
あ
る
こ
と
も
、
お
さ
え
て
お
こ
う
（
＞
婁
己
暮
竃
く
昌
p

　
卜
§
§
“
ミ
ざ
、
ミ
ざ
竃
、
ミ
“
一
甲
c
．
声
s
o
〇
十
甲
薫
N
）

一
9
一
艶
嚢
⑭
芦
O
ミ
邑
§
ぎ
ぎ
§
§
§
§
§
1
曽
さ
“
撃
き
き
轟
ぎ
き

　
　
　
哨
膏
き
o
§
｝
δ
ζ
等
～
（
s
N
ゆ
）
一
旬
9
気
雲
①
ま
撃
＜
①
ユ
晶
一
s
一
メ
甲
～
⑩

一
1
0
一
丸
山
圭
三
郎
「
近
代
的
自
我
に
風
穴
を
」
『
思
想
』
一
九
九
〇
、
一
。

　
な
お
、
対
象
あ
る
い
は
も
の
に
つ
い
て
、
ラ
カ
ン
が
そ
の
分
離
な
い
し

　
不
在
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
文
脈
か
ら
も
検
討
に
値
す
る

　
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
加
藤
敏
「
分
裂
病
者
に
お
け
る
主
体
と

　
対
象
」
『
臨
床
精
神
病
理
』
八
、
一
九
八
七
、
参
照
。

一
1
1
）
一
九
世
紀
中
庸
に
西
洋
文
明
が
流
入
す
る
以
前
の
日
本
に
あ
っ
て
は

　
　
「
考
え
る
こ
と
」
は
、
西
洋
に
お
け
る
よ
う
な
重
要
性
と
優
位
を
持
た

　
な
か
っ
た
こ
と
を
森
有
正
氏
は
指
摘
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
《
潟
易
浄
》

　
が
日
本
語
で
「
考
え
」
「
思
考
」
「
思
想
」
「
思
索
」
な
ど
と
訳
さ
れ
、
し

　
か
も
多
義
的
で
多
く
の
領
域
に
広
が
り
、
西
洋
に
お
け
る
よ
う
な
厳
密

　
に
明
淋
な
内
容
を
伴
う
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
、
宗
教
や
歴
史
の
諾

　
事
象
を
ふ
ま
え
て
説
明
し
て
い
る
一
＞
。
雲
o
只
9
需
竃
浄
」
岩
竃
陣
冨

　
①
叫
o
o
①
o
o
似
H
似
畠
①
員
房
α
Ω
げ
印
o
o
p
肉
き
〔
｝
〔
～
o
、
“
㌧
訂
、
“
『
§
Q
き
s
き
、
“
註
、
◎
』
く
、

　
畠
d
一

一
2
以
下
は
酒
井
直
樹
『
日
本
思
想
と
い
う
問
題
』
岩
波
書
店
、
一
九
九

　
七
、
唱
．
8
ω
1
8
。
酒
井
氏
は
和
辻
哲
郎
の
場
合
を
あ
げ
て
こ
の
間
題

　
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

一
皇
酒
井
、
前
掲
書
、
三
お
。
。
“
及
び
『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本

　
人
』
新
曜
杜
、
一
九
九
六
、
甲
邑
を
参
照
。
こ
の
よ
う
に
「
主
体
」
に

　
発
話
行
為
の
身
体
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
ラ
カ
ン
が
発
話
行
為
の
視

　
点
か
ら
近
代
的
主
体
の
亀
裂
を
示
し
、
身
体
に
ま
で
つ
な
げ
て
い
く
こ

　
と
に
、
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
検
討
を
要
す
る
。

（
μ
一
酒
井
『
日
本
思
想
…
』
電
・
H
拳
ー
口
ω

（
1
5
）
旨
a
．
甲
ご
N

一
些
木
村
敏
『
自
覚
の
精
神
病
理
』
『
人
と
人
と
の
間
－
精
神
病
理
学
的

　
日
本
論
』
な
ど
参
照
。
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一
η
一
以
下
は
大
野
晋
『
係
り
結
び
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
を
参
照
。

扁
一
こ
の
事
態
の
間
題
点
に
つ
い
て
は
野
崎
守
英
『
歌
・
か
た
り
・
理
』

　
　
　
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
、
署
、
8
†
1
8
い
参
照

一
ど
野
崎
、
前
掲
書
℃
』
8
拳
参
照

一
2
0
一
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
講
演
で
述
べ
た
。
冒
ぎ
ぎ
弓
＞
呂
Ω
＞
峯
戸

　
　
ご
。
凧
a
婁
Ω
①
二
①
呈
9
豊
ぎ
勺
O
戸
O
竃
穿
竃
8
蟹
寄
巴
。
C
邑
く
婁
ま
宗

　
　
勺
陣
ユ
ω
－
＜
｛
戸
｝
ゆ
⑩
牡
．
H
．
N
⑩
．

五
一
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
に
お
い
て
歌
や
物
語
り
と
い
う
表
現
に
あ
ら
わ
れ

　
　
て
い
る
も
の
を
表
記
す
る
た
め
に
も
、
仮
名
の
よ
う
な
記
号
の
発
関
は

　
　
必
須
で
あ
っ
た
一
以
上
は
野
崎
、
前
掲
書
甲
8
け
参
照
一

一
2
2
一
酒
井
『
死
産
さ
れ
る
…
』
署
。
易
ω
1
冨
■
甲
蟹
一
。
『
日
本
思
想
…
』

　
　
署
．
ビ
ω
1
N
二
。
酒
井
氏
は
、
こ
う
し
た
日
本
語
と
口
本
民
族
の
存
在

　
　
が
、
古
代
に
存
在
し
て
も
現
在
に
は
存
在
し
な
い
も
の
、
現
在
に
お
い

　
　
て
は
す
で
に
喪
失
し
た
も
の
と
し
て
仮
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

　
　
と
を
指
摘
す
る
。

一
2
3
一
以
下
は
次
を
参
照
。
野
崎
、
前
掲
書
、
事
8
①
ー
ヨ
o
。
子
安
宣
邦

　
　
　
『
本
居
宣
長
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
二
、
毛
．
ま
1
お
。

一
2
4
一
野
崎
、
前
掲
書
、
P
日
◎
。

一
2
5
一
子
安
、
前
掲
書
、
署
．
串
ー
さ
。

（
％
）
　
｛
ぴ
川
p
℃
勺
．
仁
◎
1
払
ド

一
2
7
一
婁
α
。
電
』
Q
－
。
。
ド
な
お
宣
長
は
漢
字
導
入
が
古
言
を
喪
失
さ
せ
た

　
　
害
を
説
く
（
℃
．
8
）

一
2
8
一
『
古
事
記
伝
』
一
巻
、
全
集
九
、
毛
し
ー
畠
。
酒
井
『
死
産
さ
れ
る

　
　
…
』
、
℃
」
3
以
下
参
照

（
2
9
）
酒
井
、
曇
α
．
署
」
8
1
δ
u
．

一
3
0
一
ぎ
o
｛
9
◎
撃
己
P
b
Φ
註
鷺
§
昌
鮎
S
9
◎
阻
P
婁
書
貝
δ
α
一
．
酒
井

　
　
曇
α
ら
」
8
及
び
署
．
畠
ム
ー
虜
い
註
一
2
4
一
参
照

一
引
一
野
崎
、
前
掲
書
、
や
ご
ω
ω
o
■

一
3
2
一
子
安
宣
邦
「
和
歌
の
俗
流
化
と
美
の
自
立
－
「
物
の
あ
は
れ
論
」

　
　
の
成
立
」
『
思
想
』
八
七
九
、
一
九
九
七
・
九
、
三
ご
ρ
。

一
3
3
一
野
崎
守
英
『
本
居
宣
長
の
世
界
』
塙
書
房
、
一
九
七
一
事
に
甲
竈
H
、

（
弘
）
　
串
σ
…
α
．（

た
に
が
わ
・
た
か
こ

筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
助
教
授
一
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