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晩
年
の

マ
ラ
ル
メ
を
読
む
た
め
に

ー
ー
そ
の
美
学
と
経
済
学
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

立

回
肘
（

J
Hド，amE

’
 

朗

こ
の
稿
は
マ
ラ
ル
メ
の
『
詩
の
危
機
』
、

2
H楽
と
文
芸
』
を
中
心
に
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
〈
危
機
〉
の
所
在
を
見
定
め
る
た
め
に
着

手
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

何
か
を
街
う
こ
と
は
慎
み
た
い
と
願
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
必
然
性
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
稿
は
構
成
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
合
わ
せ
て
マ
ラ
ル
メ
晩
年
の
散
文
テ
キ
ス
ト
の
中
で
危
機
の
意
識
を
織
り
な
し
て
い
る
系
の
い
く
ば
く
か
を
解
き
ほ
ぐ
し

得
た
と
す
れ
ば
、
本
懐
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
詩
の
危
機
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、

一
八
九
四
年
『
詩
句
と
散
文
』
に
「
第
一
デ
ィ
ヴ
ァ
ガ
シ
オ
ン
L

の
題
で
ま
と
め
ら
れ
た
旧
稿
の
段
階

で
み
る
と
、

一
八
九
二
年
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
」
紙
に
発
表
の
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
詩
句
と
古
楽
」
を
基
体
と
し
て
、
そ
れ

に
ル
ネ
・
ギ
ル
の
『
語
録
』
の
序
文
（
一
八
八
六
年
）

を
組
み
入
れ
、
こ
の
部
分
を
「
独
立
評
論
」
誌
に
発
表
の
パ
ン
ヴ
ィ
ル
論
（
一
八
八

か
ら
の
二
箇
所
に
わ
た
る
引
用
で
は
さ
み
、
さ
ら
に
『
詩
句
と
散
文
』
の
時
点
で
数

七
年
六
月
、

「
演
劇
に
関
す
る
覚
え
書
き
」
第
八
回
）

節
の
文
が
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
る
と
い
う
形
で
成
立
し
て
い
る
。

一
八
九
七
年
の
『
デ
ィ
ヴ
ァ
ガ
シ
オ
ン
』
収
録
の
決
定
稿
で
は
、
そ
の

後
別
途
に
発
表
さ
れ
た
雑
誌
記
事
等
か
ら
の
組
み
入
れ
、
組
み
変
え
作
業
は
さ
ら
に
進
ん
で
お
り
、

ほ
と
ん
ど
引
用
符
が
用
を
な
さ
な
く
な
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一
ヶ
所
を
除
い
て
す
べ
て
取
り
去
ら
れ
た
）
、

れ
た
引
用
文
の
中
に
喰
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。

っ
て
し
ま
う
ほ
ど
（
事
実
、

台
木
で
あ
る
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
詩
句
と
音
楽
」
は
接
木
さ

と
も
あ
れ
『
詩
の
危
機
』
は
、
詩
句
な
い
し
は
詩
句
と
音
楽
に
関
す
る
マ
ラ
ル
メ
の
考
察
の
集
大
成
で
あ
り
、
彼
の
詩
論
の
枢
要
部
の
抜

卒
、
い
わ
ば
名
文
句
集
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
成
立
の
事
情
、
各
節
が
も
と
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
ら
ん
で
い
た
問
題

点
を
抜
き
に
し
て
、
と
か
く
マ
ラ
ル
メ
研
究
者
か
ら
託
宣
の
よ
う
に
引
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

マ
ラ
ル
メ
の
こ

れ
ら
の
美
学
的
な
考
察
は
、
詩
旬
、
書
物
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
、
音
楽
と
の
関
係
、
伝
統
詩
と
自
由
詩
、
詩
句
と
散
文
等
々
、

い
く
つ
か

の
主
題
系
に
分
類
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
解
読
の
物
指
し
と
な
る
の
を
見
、
他
方
で
こ
の
物
指
し
が
当
て
が
わ
れ
て
い

る
マ
ラ
ル
メ
の
テ
キ
ス
ト
に
目
を
や
る
に
つ
け
、
時
と
し
て
次
の
よ
う
な
マ
ラ
ル
メ
の
一
文
を
憶
い
浮
か
べ
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う

「
ひ
と
り
の
話
し
手
が
、
そ
う
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
逆
の
意
味
に
解
し
て
欲
し
い
と
・
一
一
一
日
わ
ぬ
ば
か
り
に
、

ひ
と
つ
の
美
学
上
の
見
解
を
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台、断
一
一
一
目
す
る
場
合
、
人
を
魅
了
す
る
雄
弁
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
こ
に
は
あ
る
愚
直
さ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
逆
方
向
に
尾
を
振

っ
て
く
ね
く
ね
と
進
む
想
念
と
い
う
も
の
は
、
魚
の
尻
尾
と
な
っ
て
終
る
こ
と
を
少
し
も
．
肱
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
人
が
こ
れ
を
果
て

ま
で
展
開
し
て
、
公
共
の
事
象
の
よ
う
に
開
陳
す
る
こ
と
は
拒
む
だ
け
で
あ
る
」
（
「
孤
独
」

8
段
。
以
下
数
字
は
段
落
。
）

「
詩
句
と
散
文
』
の
段
階
で
一
応
の
ま
と
ま
り
を
見
せ
た
「
詩
の
危
機
L

に
、
他
か
ら
の
引
用
と
並
ん
で
一
八
九
五
年
九
月
「
白
色
評

論
」
に
発
表
の
「
駿
雨
あ
る
い
は
批
評
」
の
全
文
が
組
み
こ
ま
れ
る
に
及
ん
で
、
九
二
年
以
来
問
題
と
な
っ
て
い
る
〈
危
機
〉
（
「
当
地
で
は

文
学
は
妙
な
る
危
機
を
蒙
っ
て
い
る
」
は
、

い
よ
い
よ
そ
の
所
在
が
つ
か
み
難
く
な
勺
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
か
ら
「
声
高
に
」
導
入
さ
れ
、
伏
線
と
な
り
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
暗
示
さ
れ
、
雨
と
な
っ
て
結
実
し
な
い
嵐
の
予
感
の
よ
う
に



全
篇
に
散
ら
ば
る
危
機
は
、
そ
れ
自
体
の
乾
い
た
旋
風
の
中
で
持
て
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
全
て
を
使
い
果
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

危
機
は
単
に
「
作
詩
法
が
蒙
っ
た
休
息
と
空
位
と
い
う
処
置
」
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

「
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
処
女
な
る
精
神
的

状
況
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
」
（
お
）
。

ユ
ー
ゴ
！
と
い
う
巨
大
な
人
格
の
う
ち
に
体
現
さ
れ
て
い
た
伝
統
詩
型
が
、
彼
の
死
に
よ
っ
て

破
綻
を
来
し
た
と
い
う
事
件
も
、
危
機
を
特
定
化
す
る
ど
こ
ろ
か
、
制
を
解
か
れ
た
詩
句
は
「
器
楽
演
奏
に
近
い
幾
多
の
叫
び
と
な
っ
て
散

乱
し
」
、

嵐
模
様
の
窓
辺
に
散
り
散
り
に
乱
れ
る
雨
つ
ぶ
を
模
し
、

何
年
来
読
み
尽
し
た
と
思
わ
れ
る
世
紀
の
文
学
を
か
こ
う
書
架
の
ガ
ラ

ス
に
亀
裂
の
予
兆
を
映
し
出
す
ま
で
や
む
こ
と
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
青
楽
的
な
嵐

（

O
V内
口
己
－

ω

。の
門
戸

ωゆ）

の
中
で
、
文
学
は
伝
統
的
な
作
詩
法
だ
け
で
な
く
写
実
の
手
法
さ
え
断
た
れ
た
と
い
う

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
。

『
音
楽
と
文
芸
』
で
は
、
何
故
「
文
学
と
い
う
何
も
の
か
が
存
在
す
る
余
地
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
深
刻
な
聞
い
に
結
び
つ
か
な

（

4
）
 

マ
ラ
ル
メ
が
こ
の
間
い
を
立
て
る
に
際
し
て
前
以
っ
て
除
外
し
て
い
る
観
念
的
な
文
学
観
に
陥
る
こ
と
な
し

- 81ー

事
実
が
、

に
、
そ
れ
を
単
に
技
術
的
な
い
し
理
論
的
な
美
学
の
枠
の
内
で
把
え
る
こ
と
は
難
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
か
、
大
学
当
局
の
意
向
を
汲

ん
で
音
楽
と
文
学
と
の
関
係
を
論
じ
、
暗
示
の
手
法
と
書
物
の
構
造
的
適
用
と
を
通
じ
て
古
楽
の
富
を
奪
い
返
す
算
段
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
う

ち
に
も
、
美
学
は
す
で
に
そ
の
枠
を
超
え
出
し
て
い
る
と
一
一
一
一
口
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

先
の
根
本
的
な
聞
い
に
マ
ラ
ル
メ
は
前
も
っ
て
答
え
て
い
る
、
「
そ
う
で
す
、
文
学
は
存
在
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
排
除
し
て
」
。
だ
が
、

彼
自
身
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

」
の
余
り
に
も
性
急
で
「
誇
張
し
た
」
答
え
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
排
除
し
て
」
と
い
う
大
胆
に
す
ぎ
る

「
股
子
一
振
り
』
の
タ
イ
ト
ル
の
導
入
に
続
く
長
い
挿
入
節
を
想
わ
せ
る
よ
う
な
懐
疑
に
さ
い
な
ま
れ
た
対
部

を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
「
祝
祭
」
の
一
旬
、
が
告
げ
て
い
る
よ
う
に
、
「
何
も
の
も
（
他
の
）
全
て
を
排
除
し
て
全
て
で
は
あ
り
得

（

6
）
 

な
い
と
い
う
精
神
的
な
不
可
能
性
の
深
淵
」
が
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
で
あ
る
。
講
演
本
文
の
十
六
段
か
ら
十
七
段
目
に
亘

一
口
い
廻
し
を
導
く
過
程
で
、



っ
て
、
「
こ
こ
で
話
を
や
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
、

儀
式
や
脚
韻
の
し
か
じ
か
の
刷
新
と
い
っ
た
も
の
よ
り
ず
っ
と
広
範
で
、

恐
ら
く
私
自

身
に
も
未
知
な
主
題
に
関
わ
り
合
い
に
来
た
の
だ
と
い
う
気
持
は
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
し
ょ
う
か
」
に
始
ま
り
、

「
た
と
え
夕
暮
れ
の
光

で
も
よ
い
、
天
職
の
因
果
を
照
ら
し
て
ほ
し
い
と
願
う
こ
と
は
・
：
」
で
終
る
一
節
が
そ
れ
で
あ
る
。

八
も
し
文
学
と
い
う
も
の
に
存
在
す
る
余
地
〈
ロ

2
V
が
あ
る
と
す
れ
ば
・
：
（
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
り
う
る
の
か
）
〉
と
い
う
束
の
間
の
仮
定
が
し
つ
ら
え
た
際
ど
い
ひ
ま
に
成
り
立
っ
て

と
も
あ
れ
、
音
楽
と
文
芸
を
め
ぐ
る
考
察
の
本
体
は
、

（

ω
J
1

。円円ロ
σロ）

い
る
。
後

に
、
な
く
も
が
な
の
「
余
談
」
と
い
っ
た
体
裁
で
、
先
に
〈
排
除
V
さ
れ
た
と
忠
わ
れ
る
諸
々
の
問
題
点
が
、
今
度
は
か
ら
め
子
か
ら
把
え

ド
位
さ
れ
て
、
再
び
浮
上
し
て
く
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
体
何
が
起
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

て
か
ら
、

の
ち
に
単
行
本
『
音
楽
と
文
芸
』
（
一
八
九
五
年
）
の
序
文
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
は
ず
の
「
有
益
な
旅
行
」
（
白
色
評
論
十
月
）
が

ア

ナ

ー

キ

ス

ト

マ
ラ
ル
メ
は
、
火
曜
日
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
フ
ェ
ネ
オ
ン
が
折
り
か
ら
無
政
府
主
義
者
に
よ
る
爆
開

- 82ー

一
八
九
四
年
三
月
に
行
な
わ
れ
た
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
川
大
学
で
の
講
演
の
原
稿
が
、
翠
月
「
白
色
評
論
」
に
発
表
さ
れ

発
表
さ
れ
る
ま
で
の
数
ヵ
月
間
に
、

テ
ロ
の
容
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
八
月
に
は
証
人
と
し
て
弁
護
に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
八
月
十
七
日
付
の
「
フ
ィ

ガ
ロ
」
紙
に
は
、
世
紀
の
傑
作
の
売
上
益
の
一
部
を
当
て
て
若
い
文
学
志
望
者
を
救
済
す
る
た
め
の
基
金
と
す
べ
き
だ
と
い
う
主
旨
を
廃
っ

た
「
文
学
基
金
」
を
発
表
し
た
。
だ
が
何
よ
り
も
講
演
は
マ
ラ
ル
メ
に
英
同
の
社
会
を
観
察
す
る
機
会
を
も
た
ら
し
た
。
「
有
益
な
旅
行
」
で

起
し
、
こ
の
よ
う
に
僧
録
に
よ
っ
て
「
外
部
か
ら
認
可
さ
れ
た
、

は
、
僧
院
の
ま
わ
り
で
「
結
構
な
紳
士
方
（
特
別
研
究
員
）
が
歩
み
の
ま
わ
り
に
衣
よ
ろ
し
く
引
き
摺
っ
て
い
る
学
者
め
か
し
た
影
」
を
喚

ひ
た
む
き
に
書
く
行
為
で
な
い
や
ん
ご
と
な
き
身
分
」
に
批
判
の
鉾
先
を

向
け
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
芸
術
的
前
衛
の
一
翼
を
担
う
自
由
詩
の
運
動
が
無
政
府
主
義
者
の
爆
卯
テ
ロ
の
活
動
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
世
間



か
ら
疑
い
の
目
で
見
ら
れ
る
風
潮
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
講
演
稿
の
〈
余
談
〉
の
一
節
（
四
六
段
）

（

9
）
 

英
国
の
聴
衆
の
知
る
よ
し
も
な
い
「
序
文
」
と
合
わ
せ
て
読
む
マ
ラ
ル
メ
の
八
少
数
V
の
読
者
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
な

で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
節
を
、

る
ほ
ど
、
僧
院
で
の
膜
想
と
い
っ
た
、
国
家
か
ら
融
資
さ
れ
た
〈
自
己
V
の
内
に
こ
も
る
な
ど
と
い
う
費
沢
の
許
さ
れ
て
い
な
い
わ
れ
わ
れ

〈
不
信
〉
の
国
の
文
士
は
、
さ
り
と
て
「
興
味
（
利
殖
）

に
向
け
て
競
ひ
合
う
大
多
数
」

に
同
調
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
社
会
に
と
っ
て
は

余
白
的
な
「
例
外
者
」
の
権
利
を
守
る
以
外
に
な
い
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ア
ナ
ー
キ
ー
だ
と
の
懸
疑
に
及
ぼ
う
と
も
、

「
無
償
で
、

無
縁

で
、
お
そ
ら
く
は
虚
し
い
、

し
ょ
せ
ん
は
文
学
的
な
」
権
利
を
、

で
あ
る
。

要
す
る
に
、
『
音
楽
と
文
芸
』
は
、
そ
も
そ
も
の
本
題
で
あ
る
音
楽
と
文
芸
に
直
接
か
か
わ
り
が
な
い
ば
か
り
か
、
〈
紳
士
、
淑
女
諸
君
V

向
け
の
講
演
か
ら
は
〈
除
外
〉
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
、
余
談
的
、
補
足
的
な
考
察
、

一
日
に
言
え
ば
文
学
者
の
生
存
に
絡

ら
む
社
会
、
経
済
的
な
考
察
を
含
ん
で
一
冊
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
の
ち
に
『
デ
ィ
ヴ
ァ
ガ
シ
オ
ン
』
の
中
で
、

〈
序
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文
V
は
「
僧
院
」
と
な
り
、

〈
余
談
V
の
一
部
は
「
糾
弾
」
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
タ
イ
ト
ル
の
下
に
独
立
し
て
も
お
か
し
く
な
い

ほ
ど
の
〈
異
質
な
V
要
素
を
、
す
で
に
そ
れ
は
宇
ん
で
い
た
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
派
生
的
な
考
察
が
す
で
に
本
論
を
喰
い
取
っ
て

い
た
の
で
な
け
れ
ば
、

〈
余
談
〉
の
前
段
（
三
九
段
）

の
未
尾
に
後
註
を
つ
け
て
、
わ
ざ
わ
ざ
次
の
よ
う
な
言
葉
で
全
体
を
位
置
づ
け
直
す

必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
大
学
当
局
の
要
望
に
よ
る
講
演
か
ら
は
、
「
そ
の
社
会
的
な
対
部
は
除
か
れ
て
い
た
」
が
、
「
い

ま
改
め
て
私
は
、
講
演
の
結
節
点
を
な
す
こ
の
断
章
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、
簡
単
な
序
論
と
打
ち
と
け
た
談
話
の
聞
に
置
き
、
思
弁
的
な

劇
作
術
な
い
し
演
出
に
基
づ
い
て
聴
衆
に
提
供
す
る
：
：
：
全
て
は
美
学
と
経
済
学
と
に
要
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
序
論
か
ら
本
論
を
め
ぐ
っ
て
後
註
へ
と
至
る
こ
の
過
程
で
、

マ
ラ
ル
メ
の
考
察
が
何
に
ぶ
つ
か
っ
て

（
あ
る
い
は

何
を
め
ぐ
り
、

回
避
し
て
）
美
学
と
経
済
学
と
に
分
岐
し
、
文
芸
は
音
楽
的
暗
示
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
と
い
う
と
、

ひ
と
ま
ず
そ
れ
は



目
の
前
の
「
紳
士
淑
女
」
、
社
会
、

（叩）

そ
こ
に
想
定
さ
れ
る
根
づ
よ
い
偏
見
と
誤
解
の
暗
礁
だ
と
J

一
口
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
後
註
の
前
半
を

読
め
ば
分
る
通
り
、
講
演
内
部
の
《
結
節
点
》
で
音
楽
と
文
芸
と
の
結
び
つ
き
を
計
っ
て
い
る
の
は
、
テ
キ
ス
ト
に
欄
外
的
に
書
き
こ
ま
れ

「
産
業
が
金
融
に
帰
持
す
る
」
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
こ
の
「
思
弁
的
な
演
出
」
の
視
点
で
あ
る
。

た
こ
の
外
部
の
視
点
、

つ
ま
り
、

「
ひ
と
つ
の
虚
構
の
分
野
を
劃
定
す
る
」
こ
の
視
点
が
な
け
れ
ば
、
「
文
芸
な
し
の
古
楽
は
ご
く
微
妙
な
雲
と
し
て
提
示
さ
れ
、
文
芸
だ
け
で

は
か
く
も
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
る
」
に
す
ぎ
な
い
。

従
っ
て
ま
た
、
講
演
の
席
で
聴
衆
に
語
ら
れ
た
次
の
一
節
は
、
全
篇
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
予
告
し
て
い
る
。

（日）

「
今
し
が
た
跡
づ
け
ま
し
た
あ
の
想
念
の
く
ね
く
ね
と
動
き
や
ま
ぬ
変
奏
を
書
か
れ
た
も
の
は
定
着
し
た
い
と
要
求
し
て
い
る
の
で
す

が
、
皆
さ
ん
の
う
ち
に
は
あ
の
よ
う
な
文
章
に
は
演
奏
会
の
記
憶
を
重
ね
て
聴
か
れ
た
方
が
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
」
（
鈍
）

こ
の
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
も
う
ひ
と
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
拙
き
出
す
自
己
演
出
的
な
ミ
メ
l
シ
ス
の
結
果
、
聴
衆
は
、

い
っ
た
ん
生
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き
た
声
の
連
絡
を
断
っ
た
あ
る
虚
構
の
地
点
、
文
芸
が
白
楽
を
は
ら
む
よ
う
に
美
学
が
経
済
を
は
ら
ん
で
、
紳
士
淑
女
と
し
て
の
彼
ら
に
は

欠
落
し
て
い
る
地
点
か
ら
発
し
て
、
す
で
に
目
の
前
の
講
演
を
読
む
よ
う
に
誘
わ
れ
て
い
る
。
も
は
や
聴
衆
（
読
者
）
は
、
こ
の
全
体
の
仕

掛
け
が
機
能
す
る
た
め
の
無
名
の
モ
ー
メ
ン
ト
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
読
書
会
を
通
じ
て
白
己
を
上
演
す
る

書
物
の
理
論
（
『
マ
ラ
ル
メ
の
「
書
物
L

』
）
を
み
る
の
は
容
易
だ
が
、
果
し
て
そ
れ
が
何
と
川
引
き
替
え
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
と
一
一
一
日
え

「
傑
作
（
わ

y
o
T
2
2
3
σ
）
は
、

可
能
な
天
寸
の
湧
出
の
前
に
、
遮
え
ぎ
る
こ
と
な
く
た
ち
現
わ
れ
る
」
（
「
宮
廷
」
却
）
。

除
え
て
言
え
ば
指
何
者
（
わ
甘
え
〔
H

．2
の

F
2号。）

に
ふ
さ
わ
し
い
無
名
性
の
う
ち
に
背
中
を
見
せ
て
、

ば
、
書
物
の
考
察
と
表
裏
を
な
し
て
紙
片
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
売
上
高
（
入
場
料
）

の
計
算
、

つ
ま
り
「
か
く
も
流
通
す
る
貨
幣
」
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。



「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
」

一
八
九
三
年
二
月
発
表
の
「
三
面
記
事
」
は
次
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い
る
。
資
本
主
義
の
社
会
で

は
、
金
（
貨
幣
）

は
生
産
と
労
働
の
現
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
身
元
を
隠
し
去
る

（
浄
化
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
威
力
を
発
輝
す

る
。
正
体
を
消
し
て
至
る
と
こ
ろ
に
出
没
す
る
八
遍
在
的
な
神
〉
で
あ
る
金
は
、
例
え
ば
パ
ナ
マ
事
件
の
調
書
の
中
で
罪
名
を
連
ね
る
よ
う

に
い
た
ず
ら
に
零
を
つ
ら
ね
て
、
日
没
の
太
陽
の
よ
う
に
威
光
の
中
に
消
滅
す
る
と
き
、
流
通
二
一
一
日
語
（
罪
名
）
、
社
会
関
係
（
被
告
の
人
格
）
、

国
家
機
構
（
裁
判
）
の
虚
構
性
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
金
と
い
う
「
恐
ろ
し
い
ほ
ど
正
確
な
装
置
（
g
m
E）
」
を
、
「
そ
の
昨
裂
が

国
会
を
束
の
間
の
光
亡
で
照
ら
し
、
：
・
立
法
者
の
無
理
解
」
を
浮
き
上
ら
せ
る
無
政
府

E
義
者
の
装
置
（

gm江
口
）
と
重
ね
て
読
み
、

に
そ
れ
を
コ
誌
の
危
機
』
の
書
架
に
亀
裂
の
予
兆
を
刻
む
閃
光
と
重
ね
る
な
ら
ば
、

え
ど
り

マ
ラ
ル
メ
の
企
図
す
る
〈
書
物
〉
が
い
か
な
る
し
く
み

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
が
分
る
の
で
は
た
い
か
。

と
も
あ
れ
金
（
。
可
）

t工

ヨ
日
楽
と
文
芸
』
の
さ
さ
い
な
一
一
一
一
日
い
廻
し
の
隅
々
ま
で
流
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通
の
跡
を
と
ど
め
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
接
続
詞
と
な
っ
て
気
化
し
な
が
ら
、
統
辞
の
要
、
そ
の
旋
同
点
で
、
経
済
を
美
学
に
つ
な

ぎ
、
「
多
数
」
と
文
学
的
「
例
外
」
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。

《

l
巳．
R
8
E・
2

5
。－

5
・
A
z
o
n
o
p
胃
。
旬
。
ω
（
円
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ω
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円
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吉
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ゲ
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お
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v
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円円臥
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｝
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ω110戸口庁公山口止コ出・〉〉

い
や
）
、

（
「
よ
ろ
し
い
、
人
々
が
そ
の
た
め
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
仰
る
な
ら
、
そ
れ
を
助
定
に
入
れ
ま
し
ょ
う
（
金
で
す
、

あ

り

か

と
こ
ろ
で
、
幾
た
り
か
の
精
神
の
所
在
に
た
ゆ
ま
ず
働
き
、

宿
っ
て
い
る
例
外
性
、

胞
の
よ
う
に
ぴ
り
っ
と
利
い
た
真
の
例
外
件

の
必
要
を
述
べ
ま
し
た
が
、
彼
ら
を
讃
え
て
何
と
形
脅
し
て
よ
い
も
の
や
ら
、
無
償
で
、
無
縁
で
、

お
そ
ら
く
は
空
し
い
、

し
ょ
せ
ん
は
文

学
的
な
連
中
と
で
も
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
」
（
必



〈
紳
士
淑
女
諸
君
〉
で
始
ま
る
『
音
楽
と
文
芸
』
の
あ
と
が
き
に
「
文
学
は
飢
餓
と
手
を
結
び
文
筆
遂
行
者
念
日
言
自
汁
）

の
う
ち
に
残

（－
o
冨
。
ロ
ω
－
2
吋
）
を
抹
殺
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
暗
示
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
純
粋
な
作
品
は
詩

人
の
発
話
的
消
滅
を
含
む
・
：
」
こ
の
文
章
を
、
単
に
書
物
の
没
人
格
性
と
い
っ
た
美
学
的
考
察
で
片
づ
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
う
ひ
と
つ

の
視
点
が
、
次
の
「
対
峠
」
（
わ
。

E
B
E
E－oロ）

る
紳
士

の
一
節
で
は
導
入
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
の
男
（
土
方
人
夫
）

は
、
新
し
い
溝
、
が
ど
こ
に
掘
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
こ
か
ら
川
び
た
ち
現
わ
れ
る

（
再
生
す
る
）
｜
｜

努
力
の
確
か
さ
に
祝
福
さ
れ
て
で
あ
る
。

私
t主

（
こ
の
男
に
対
し
て
）

一
人
の
他
人
の
体
裁
を
つ
く
ろ
い
た
い
と
希
っ
て
い
る
が
、
こ
の
他
人
は
、

お
そ
ら
く
た
め
ら
い
と
い
う
も
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の
を
許
容
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
労
働
た
る
や
細
部
に
お
い
て
は
価
値
の
な
い
人
間
の
よ
う
だ
。
い
ま
し
が
た
書
か
れ
た
ば
か
り
の

頁
は
、

た
と
え
ひ
い
き
の
読
者
が
そ
こ
に
欠
陥
を
見
な
い
場
合
で
さ
え
、
｜
｜
友
よ
、
羨
や
ま
し
が
ら
な
い
で
ほ
し
い
が

l
l私
の
う
ち
に

い
る
主
人
が
作
品
を
拒
む
に
つ
れ
て
、
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

生
涯
の
一
日
を
無
駄
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
と
知
り
つ
つ
い
く
ら
か
死
ぬ
こ
と
で
は
な
い
か
。
君
な
ら
さ
ぞ
音
を
上
げ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
尤

も
、
君
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
神
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
の
は
、
誰
か
上
司
の
名
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
君
に
仕
事
を

中
断
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
ね
、
酔
っ
ぱ
ら
い
君
。

犠
牲
の
名
残
り
で
あ
る
こ
の
危
険
だ
け
で
、
興
ざ
め
に
は
十
分
で
は
な
い
か
。
」

（

4
l
8）

 



土
掘
人
夫
の
い
ぶ
か
し
げ
な
視
線
を
感
じ
、
「
そ
れ
を
澄
ま
し
て
受
け
と
め
て
、

反
対
の
方
向
に
立
ち
去
る
」
ま
で
の
、

戸
迷
い
と

猶
予
の
一
瞬
間
に
、
文
学
と
い
う
生
業
の
地
平
を
限
る
あ
ら
ゆ
る
反
省
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
職
業
は
｜
｜
一
体
誰
れ
の
も
の
か
、

も
し
ひ
と
り
の
市
井
の
人
聞
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
飢
餓
に
至
る
ま
で
試
錬
を
追
い
つ
め
な
が
ら
、
基
礎
づ
け
、
詐
取
す
る
の
で
な
い
と
す

れ、
ば、

（
g
z
h
A
C
O
－
－
・
）
」
。
『
音
楽
と
文
芸
』
あ
る
い
は
「
股
子
一
振
り
』
で
は
ひ
と
つ
の
仮
設
的
な
〈
除
外
〉
が
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
他
の

処
で
は
マ
ラ
ル
メ
の
多
用
す
る
言
い
廻
し

（
八
位
口
。
ロ
A
z
o
V
〈
A
S
V
〈
巳

8

D
．0
2
V
〈
l
司

8
・
巳
〉
等
々
）
が
同
じ
機
能
を
果
し
て

ρ
5》
が
、
「
さ
に
非
ず
と
思
う
一
瞬
の
ひ
ま
」
に
、
文
学
と
い
う
余
白
的
、
例
外
的
な
虚
構
の
場
を

限
定
し
て
い
る
。
特
定
の
某
に
も
所
属
せ
ず
、
「
世
間
一
般
の
交
換
に
役
立
つ
よ
う
な
何
か
」
の
労
働
の
手
も
借
り
な
い
。
二
一

J

口
っ
て
み
れ
ば
、

神
を
強
い
て
本
質
で
あ
る
思
想
を

い
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
は
《
ωω
口町

あ
の
「
遍
在
す
る
神
（
金
）
」
の
了
解
を
元
手
に
、

「
幾
多
の
媒
介
を
消
し
て
臼
己
か
ら
神
へ
と
白
接
に
、
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金
屑
で
あ
る
貨
幣
に
変
え
て
認
め
さ
せ
る
」
と
い
う
｜
｜
パ
ナ
マ
事
件
の
非
名
を
借
り
て
一
－
一
パ
え
ば
｜
｜
「
詐
欺
」
ま
が
い
の
手
口
。
い
や
マ

ラ
ル
メ
は
別
の
処
で
は
、
経
済
学
の
「
栄
え
あ
る
、
性
急
な
先
駆
者
し
で
あ
る
錬
金
魔
術
の
擬
似
創
造
に
な
ぞ
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。
流
通
一
一
コ
川

（日）

一
語
は
正
確
に
は
い
か
な
る
実
体
に
も
呼
応
せ
ず
、
会
話
と
は
「
駄
っ
て
他
人
の
子
に
貨
幣
を
置
い
た
り
取
っ
た
り
す
る
」
こ
と
に
等
し
く
、

「
二
人
の
あ
い
だ
に
生
ず
る
最
上
の
も
の
は
、
対
話
者
と
し
て
は
、

彼
ら
か
ら
逃
れ
去
る
」
と
す
れ
ば
、

」
れ
を
逆
子
に
取
っ
て
、
「
こ
と

さ
ら
に
閣
の
中
に
沈
黙
し
た
対
象
を
、
等
量
の
沈
黙
へ
と
還
元
さ
れ
る
陪
示
的
な
語
、
決
し
て
直
接
的
で
な
い
語
で
喚
起
す
る
こ
と
は
、
創

造
す
る
に
近
い
試
み
を
含
ん
で
い
る
」
か
ら
で
あ
る

（
「
魔
術
」

5
）
。
と
も
あ
れ
、

ひ
と
り
の
市
井
の
男
が
文
学
と
い
う
一
大
職
に
と
り
溶
か

れ
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
詐
称
し
て
）
、

「
眠
り
の
な
い
夜
」
を
経
て
、

「
自
分
の
う
ち
で
生
存
を
終
え
た
影
の
相
棒
」
を
土
方
人
夫
の
上
に
見

や
り
な
が
ら
l
｜
折
か
ら
朝
の
太
陽
は
「
一
糸
乱
れ
ぬ
正
午
」
に
近
づ
い
て
い
る
が
ー
ー
す
で
に
「
地
平
を
輝
や
か
す
莫
大
な
金
額
（
総
．
傾
）

に
向
っ
て
、
道
具
を
振
り
上
げ
振
り
下
ろ
し
つ
つ
、
た
え
ず
機
械
的
な
礼
拝
を
棒
、
げ
る
」
人
夫
に
同
調
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
と
時
賭
す



る
。
も
は
や
時
間
と
い
う
概
念
、

ら
い
と
例
外
と
の
、
永
遠
の
朝
の
一
瞬
に
、
文
学
者
の
生
涯
に
ま
つ
わ
る
ん
k

て

ひ
い
て
は
一
語
り

（ロ山口．
ω己。ロ）

と
い
う
概
念
が
成
り
立
ち
え
な
い
処
で
そ
れ
を
用
い
れ
ば
、

」
の
た
め

（
総
額
）
が
語
ら
れ
て
い
る
と
一
一
一
日
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
全
て

を

「

洞

窟

の

内

壁

に

そ

っ

て

投

射

す

る

」

強

烈

な

ラ

ジ

ウ

ム

光

源

を

は

ら

ん

だ

よ

う

に

、

（

「

全

て

は

発

せ

（

別

）

ら
れ
ず
に
は
置
か
ぬ
だ
ろ
う
」
）
通
常
の
統
辞
法
は
、
日
て
の
枠
を
拡
げ
て
」
、
ま
す
ま
す
余
白
を
取
り
こ
ま
ざ
る
を
仰
げ
な
い
だ
ろ
う
。

擁
し
切
れ
ぬ
も
の
を
か
か
え
た

こ
こ
で
文
学
は
詐
欺
や
錬
金
術
に
類
似
す
る
よ
う
に
、
他
の
処
で
は
〈
書
物
〉
は
、
だ
ら
り
と
垂
れ
た
冗
舌
な
舌
の
よ
う
な
、
ま
だ
綴
じ

（
竹
山
）

ら
れ
て
い
な
い
紙
面
（
新
聞
）
と
戯
れ
、
名
声
と
興
味
（
利
舶
）
の
舞
台
で
あ
る
劇
場
を
か
か
え
こ
む
。

「
文
芸
の
中
の
神
秘
」
で
は
、

印叩占、，L
F

合
的
な
批
評
に
煽
が
れ
た
大
衆
の
無
理
解
が
、

の
中
で
、
文
芸
に
固
有
の
神
秘
と
な
い
交
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

不
可
解
な
八
旋
風
〉
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
様
が
、
立
凶
的
と
も
見
え
る
暖
昧
な
J
い
廻
し

（お）

一
」
一
口
語
の
八
舎
巳
〉
は
位
聞
の
〈
庶
寸
巳
〉
と
見
分
け
難
い
。

そ
も
そ
も
一
八
八
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六
年
（
ル
ネ
・
ギ
ル
『
語
録
』
の
序
文
）

の
時
点
で
マ
ラ
ル
メ
が
峻
別
し
た
「
一
一
一
一
口
語
の
二
つ
の
状
態
」
、
詩
の
一
一
一
一
口
語
と
、
新
聞
の
、
劇
場
の
、

物
売
り
の
、
売
文
業
者
の
一
一
一
一
口
語
と
が
、
す
で
に
通
貨
（
。
門
）
の
比
除
を
借
り
て
絡
み
合
っ
て
い
た
の
を
想
え
ば
、

学
を
抱
き
こ
み
、
両
者
が
同
じ
キ
マ
イ
ラ
的
輪
部
ピ
く
る
ま
れ
て
提
出
さ
れ
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
は
、
そ
れ
を
頁
の

マ
ラ
ル
メ
の
美
学
が
経
済

し
か
じ
か
の
場
所
に
表
示
し
て
空
間
的
に
識
別
す
る
以
外
に
は
、

い
か
な
る
観
念
的
操
作
に
よ
っ
て
も
解
き
ほ
ぐ
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
口

マ
ラ
ル
メ
の
晩
年
を
読
む
た
め
の
全
般
的
考
察
の
枠
の
中
で
、
テ
ィ

i
ボ
デ
の
『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
』
が
全
体
と
し
て

（
こ
と
に
そ
の
第
一

部
で
）
喚
起
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
マ
ラ
ル
メ
像
を
想
い
出
す
こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。
詩
人
は
、
作
品
を
完
成
す
る
と
い
う
壮
挙
を
、

「
誰
れ
の
迷
惑
に
も
及
ば
ぬ
よ
う
に
夢
の
中
で
果
明
一
、
あ
る
い
は
ま
た
「
ち
ょ
っ
と
無
関
心
を
示
す
と
い
う
や
り
方
で
し
か
万
人
の
動
機

（お）

を
尊
敬
し
な
い
少
数
の
（
文
学
）
愛
好
家
」
l
以
上
は
マ
ラ
ル
メ
の
一
一
一
一
口
葉
で
あ
る
。
テ
ィ

i
ボ
デ
に
よ
れ
ば
、
絶
対
の
作
品
に
と
り
活
か
れ
た

詩
人
は
、
そ
の
白
侍
を
孤
独
の
中
で
微
笑
と
煙
草
の
煙
で
つ
つ
み
、
公
衆
と
の
溝
を
際
立
た
せ
ぬ
た
め
に
、
何
か
を
明
ら
さ
ま
に
言
う
代
り



に
、
そ
れ
を
ご
般
性
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
で
く
る
む
暗
示
の
芸
術
を
案
出
し
た
。
寵
る
べ
き
砦
の
よ
う
な
孤
独
、
あ
る
い
は
〈
自
己
V
が
マ
ラ

（
幻
）

ル
メ
に
残
さ
れ
て
い
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
テ
ィ

l
ボ
デ
の
詩
人
像
は
、
美
学
に
偏
し
や
す
い
他
の
マ
ラ
ル
メ
論
に
ま
し
て
、

マ
一
フ
ル

て
く
れ
る
。

つ
ま
り
、

（
あ
る
い
は
巡
っ
て
）
音
楽
的
な
暗
示
と
な
る
か
、
こ
の
間
に
横
た
わ
る
大
衆
的
な
無
理
解
の
暗
礁
に
気
づ
か
せ

セ
イ
レ

l
ン

（

泌

）

マ
ラ
ル
メ
の
芸
術
が
岩
礁
を
打
つ
人
魚
の
尻
尾
の
よ
う
に
、

美
学
と
経
済
学
と
に
分
岐
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然

メ
の
芸
術
が
何
を
回
避
し

性
で
あ
る
。

こ
の
流
儀
で
言
え
ば
、

「
般
子
の
一
振
り
は
決
し
偶
然
を
廃
棄
す
ま
い
」

と
一
語
一
一
請
に
章
一
み
を
か
け
て
直
線
的
に
断
言
で
き
る
人
間

で
あ
れ
ば
、
何
も
、

一
語
を
置
く
聞
に
も
す
で
に
そ
れ
を
蝕
ば
む
派
生
的
、
補
足
的
な
一
一
－
一
円
い
廻
し
の
群
れ
の
中
に
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た

か
の
よ
う
な
不
在
の
本
文
を
め
ぐ
っ
て
、
紙
面
を
飛
び
交
う
注
釈
の
断
片
を
読
む
よ
う
な
作
品
を
書
く
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
で

に
み
た
よ
う
に
『
椴
子
一
振
り
』
だ
け
で
は
な
い
。
選
択
軸
に
そ
っ
て
つ
き
ま
と
う
た
め
ら
い
の
全
て
を
回
収
す
る
た
め
に
、
「
統
辞
法
の
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枠
を
拡
げ
て
」
、
句
読
点
に
よ
っ
て
間
取
り
さ
れ
た
空
間
を
用
い
る
や
り
方
で
あ
る
。
詩
学
あ
る
い
は
意
味
論
の
用
語
を
避
け
て
言
え
ば
、

マ
ラ
ル
メ
は
、
思
考
の
営
み
の
一
瞬
一
瞬
に
、
並
列
す
る
に
は
余
り
に
も
似
通
い
、
ど
れ
か
で
代
表
（
表
象
）
さ
せ
る
に
は
余
り
に
も
異
質

な
想
念
の
群
れ
に
襲
わ
れ
る
結
果
、
直
線
的
な
表
記
法
の
枠
の
中
で
可
能
な
限
り
そ
れ
を
脱
す
る
余
白
的
な
飛
び
地
を
必
要
と
し
た
。

寸
了
F
』
通
事
、
‘

一
和
カ
カ

（
他
の
）
全
て
を
排
し
て

（
そ
れ
自
体
で
）
全
て
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
精
神
的
な
不
可
能
性
の
深
淵
」
。

す
で
に
こ
の
文

章
を
、
バ
ン
ヴ
ィ
ル
に
棒
、
げ
た
単
な
る
詩
句
論
と
し
て
で
は
な
く
、
何
ゆ
え
に
マ
ラ
ル
メ
が
詩
句
と
い
う
も
の
に
と
り
愚
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
、
こ
の
経
済
学
に
関
わ
る
も
の
と
受
け
取
っ
て
来
た
。
詩
句
は
「
思
考
の
字
む
深
淵
の
上
に
漂
ょ
う
貴
重
な
雲
を
張
り
め
ぐ

（
お
）

ら
せ
る
」
。
脚
韻
と
い
う
紐
帯
が
な
け
れ
ば
、
詩
句
は
「
翼
の
よ
う
に
対
を
な
し
た
一
瞬
の
均
衝
の
う
ち
に
支
え
ら
れ
」
な
い
で
あ
ろ
う
。

思
考
の
側
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
、
「
ひ
と
つ
の
想
念
は
価
値
に
お
い
て
等
し
い
一
定
数
の
モ
チ
ー
フ
に
分
割
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、



逆
か
ら
見
れ
ば
、
「
詩
句
は
、

弓
矢
の
よ
う
に
連
ら
な
っ
て
継
起
的
と
い
う
よ
り
同
時
的
に
観
念
に
対
し
て
放
た
れ
て
お
り
、

の
精
神
的
な
分
割
へ
と
持
続
を
還
元
す
る
O
L

主
題
に
固
有

『
音
楽
と
文
芸
』
の
「
本
論
」
部
分
と
『
詩
の
危
機
』
と
は
、

ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
な
詩
句
の
美
学
を
骨
子
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
詩
句
の
美
学
は
、
『
詩
句
と
散
文
』
（
一
八
九
四
年
）

の
時
点
で
二
八
八
七
年
六
月
発
表
の
パ
ン
ヴ
ィ
ル
論
か
ら
取
っ
て
『
危
機
』
の
テ

キ
ス
ト
に
挿
入
し
た
二
筒
所
に
亘
る
引
用
文
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が

（
ち
な
み
に
、
こ
の
パ
ン
ヴ
ィ
ル

論
は
「
詩
句
の
原
理
」
の
タ
イ
ト
ル
で
『
パ

I
ジ
ュ
』
に
も
収
め
ら
れ
た
）
、

」
の
二
箇
所
の
引
用
が
『
デ
ィ
ヴ
ァ
ガ
シ
オ
ン
』

の
決
定
稿

で
は
取
り
除
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
旧
稿
を
知
る
者
に
は
物
足
り
ぬ
印
象
を
与
え
は
す
る
も
の
の
、
同
集
に
別
途
収
め
ら
れ
て
い
る
パ
ン

ヴ
ィ
ル
論
（
「
祝
祭
」
）
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
の
配
慮
と
は
別
に
、
ひ
と
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
よ
う
。

マ
ラ
ル
メ
が
〈
書
物
V
の
理
論
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を
体
得
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
追
加
、
削
除
、
組
み
替
え
と
い
う
テ
キ
ス
ト
実
践
を
通
じ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
だ
け
で
は

h
k

、0

4
l
h

し

一
八
九
五
年
か
ら
「
ひ
と
つ
の
主
題
を
め
ぐ
る
変
奏
」
と
題
し
て
一
連
の
散
文
作
品
が
試
み
ら
れ
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
、

マ
一
フ
ル

メ
は
、
観
念
の
分
割
と
同
時
的
整
合
性
と
い
っ
た
詩
句
の
理
論
に
は
あ
き
た
ら
ず
、
詩
句
を
、
そ
れ
が
背
後
に
か
か
え
て
い
る
深
淵
の
感
覚

と
と
も
に
、

八
時
間
V
の
芸
術
で
あ
る
散
文
の
中
に
導
入
す
る
方
向
に
進
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
と
さ
一
日
う
よ
り
む
し
ろ
、
す
で
に
マ
ラ
ル
メ

の
後
期
ソ
ネ
は
、
定
型
詩
の
枠
の
中
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
も
、
音
楽
的
な
可
動
性
に
駆
ら
れ
て
脱
臼
現
象
を
起
こ
し
た
か
の
よ
う
に
、
詩
句

を
超
え
る
も
の
、
頁
、
書
物
と
手
を
結
ん
で
い
た
。
他
方
、
散
文
の
方
も
、
『
音
楽
と
文
芸
』
、
「
対
峠
」
で
見
た
よ
う
に
、
時
間
（
偶
然
）
と

戯
れ
、
「
そ
れ
を
速
め
た
り
遅
ら
せ
た
り
し
て
」
回
避
し
、
語
り
（
丘

ω82ω
）

を
超
え
た
空
間
性
の
中
で
「
統
辞
法
の
枠
を
拡
げ
」
、
あ
る

余
白
的
な
場
に
虚
構
を
探
っ
て
い
た
。
『
股
子
一
振
り
』
は
そ
の
〈
序
文
V
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
詩
と
散
文
と
の
「
結
合
」

の
試
み
で
あ
る
、
と
い
え
ば
一
応
理
屈
の
上
で
は
整
理
は
つ
く
が
、

し
か
し
そ
の
際
、

一
体
〈
危
機
V
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。



問
題
は
、

マ
ラ
ル
メ
を
伝
統
詩
か
ら
距
て
て
い
る
亀
裂
の
深
さ
が
、
な
お
も
彼
を
そ
れ
に
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
危
機
は
危
機

の
不
在
の
中
に
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
詩
句
と
散
文
』
の
時
点
で
『
危
機
』
の
テ
キ
ス
ト
に
書
き
加
え
ら
れ
た
一
節
（
日
）
が

「
例
え
ば
盗
み
を
控
え
る
こ
と
が
ま

語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

っ
と
う
さ
の
条
件
で
あ
る
と
い
っ
た
底
の
法
規
の
よ
う
に
」
、
提
を
「
装
っ
て
包
E
C
Zど
い
る
だ
け
で
、
「
強
い
て
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な

（お）

ら
ぬ
ほ
ど
の
も
の
な
ら
、
自
分
か
ら
前
も
っ
て
従
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
」
そ
の
分
だ
け
自
由
詩
の
試
み
も
、
当
事
者
と
世
間
が
騒
い
で
い
る

旧
来
の
作
詩
法
と
は
そ
れ
自
体
あ
っ
て
な
き
が
如
き
規
則
の
総
体
で
あ
っ
て
、

程
に
は
断
絶
と
は
な
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
や
は
り
そ
れ
は
伝
統
詩
句
と
戯
れ
て
お
り
、

「
本
人
た
ち
は
気
づ
い
て
い
な
い
が
、

文
章

（
散
文
）
と
詩
の
は
ざ
ま
に
：
：
：
詩
句
に
似
た
数
行
を
挿
し
は
さ
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で

（

O
円）、

詩
句
の
方
も
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
え

ょ
う
か
：
：
：
」
（
「
書
物
、
精
神
の
楽
器
L
M
）
。
こ
こ
で
も
ま
た
金
の
蝶
番
（
接
続
詩
H

。
吋
）
が
伝
統
詩
と
自
由
詩
、

自
由
詩
と
マ
ラ
ル
メ
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自
身
の
試
み
を
距
て
ま
た
繋
い
で
い
る
の
に
注
目
し
た
い
。

『
詩
の
危
機
』
と
『
音
楽
と
文
芸
』
で
声
高
に
導
入
さ
れ
て
次
第
に
実
体
を
消

し
て
い
っ
た
あ
の
〈
危
機
〉
が
、
ま
ず
は
世
間
の
略
、
外
国
向
け
の
「
ニ
ュ
ー
ス
」
と
し
て

（
初
出
は
い
ず
れ
も
英
国
の
聴
衆
H
読
者
向

け）、

す
で
に
個
々
人
の
息
吹
き
に
見
合
う
あ
ら
ゆ
る
変
奏
を
許
容
す
る
ほ

（お）

ど
ラ
フ
な
規
則
の
総
体
で
あ
っ
た
伝
統
詩
型
は
、
「
人
が
も
の
を
書
け
ば
詩
句
が
全
て
だ
。
韻
律
が
あ
れ
ば
文
体
が
あ
り
、
作
詩
法
が
あ
る
」

ほ
と
ん
ど
引
用
符
っ
き
の
語
で
あ
っ
た
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。

と
密
か
に
届
い
て
い
た
。
こ
の
詩
句
の
膨
張
現
象
は
、
『
危
機
』
で
は
ユ

l
ゴ

l
の
試
み
と
し
て
引
用
さ
れ
、
『
音
楽
と
文
芸
』
で
は
マ
ラ
ル

メ
自
身
の
考
え
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
な
ど
、
と
か
く
居
す
わ
り
が
悪
い
の
は
、
そ
こ
に
「
遍
在
的
な
神
」
の
論
理
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ

っ
て
、
詩
句
と
い
う
制
度
を
他
の
国
家
や
法
律
な
ど
と
同
じ
く
ひ
と
つ
の
屋
気
楼
（
巳
自
己
E
2
0）
と
し
て
眺
め
さ
せ
る
。
「
誰
れ
で
あ
れ
自

分
の
個
人
的
な
戯
れ
と
聴
覚
と
に
よ
っ
て
息
を
つ
く
や
自
分
用
の
楽
器
を
し
つ
ら
え
、
（
：
：
：
）
そ
れ
を
独
り
で
演
奏
し
ま
た
は
国
語
に
棒
、
げ

〈

お

）

（

幻

）

る
」
と
す
れ
ば
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
詩
句
は
犯
さ
れ
る
前
に
す
で
に
犯
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
ま
た
犯
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。



そ
れ
ゆ
え
、

マ
ラ
ル
メ
は
「
詩
句
」
と
「
散
文
」
、
「
伝
統
詩
」
と
「
自
由
詩
」
な
ど
、
人
々
が
〈
危
機
〉
を
唱
え
て
で
っ
ち
あ
げ
る
見
か

け
の
対
立
を
慎
重
に
避
け
て
、
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
ぬ
ひ
そ
か
な
不
在
の
う
ち
で
人
知
れ
ぬ
危
機
に
耐
え
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

（
あ
る
い
は

2
、
そ
の
併
の
中
で
）
、
言
語
に
本
来
具
わ
る
、
国
籍
を

だ
が
、
言
語
が
、
制
度
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
人
為
的
な
紳
を
解
い
て

超
え
た
、
自
然
の
音
楽
的
な
特
質
に
立
ち
帰
る
と
き
、
そ
こ
に
ど
ん
な
八
危
機
〉
が
伴
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
答
え
る
に
は
、
『
危
機
』
の

初
稿
か
ら
単
行
本
『
音
楽
と
文
芸
』
、

「
ひ
と
つ
の
主
題
を
め
ぐ
る
変
奏
」
を
経
て
、

ゆ
っ
く
り
と
マ
ラ
ル
メ
の
う
ち
に
結
ば
れ
る
危
機
意

識
の
焦
点
の
な
い
焦
点
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
一
一
日
語
の
う
ち
で
音
楽
の
「
浄
め
の
嵐
」
が
昨
裂
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
も
ほ
や
〈
語
V

八
書
物
〉
と
い
う
折
り
た
た
ま
れ
た
精
神
の
内
面
性
と
秩
序
、
統
辞
と
い
う

と
い
う
意
味
の
単
位
、

〈
詩
句
V
と
い
う
対
観
念
の
整
合
性
、

伝
統
論
理
は
、

た
と
え
依
然
と
し
て
そ
の
外
観
を
保
っ
て
い
よ
う
と
も
、
金
や
法
律
や
諸
制
度
を
見
舞
っ
た
膨
張
H
溶
解
の
危
機
を
蒙
り
、

制
度
的
な
「
保
護
」
を
失
っ
た
思
考
は
、
狂
気
と
紙
一
垂
の
と
こ
ろ
で
、
偶
然
の
さ
ざ
め
き
に
曝
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

に
煽
が
れ
た
新
聞
が
、
芝
生
の
上
で
の
〈
書
物
〉
の
夢
想
と

「
書
物
、
精
神
の
楽
器
」
の
中
で
、

折
り
か
ら
の
風
（

85ω
ロ
円
円
包
円
）
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戯
れ
、
そ
の
中
に
紛
れ
こ
ん
で
、

「
鍵
盤
の
上
で
曲
（
巳
円
）

が
弾
か
れ
る
よ
う
に
、

（
書
物
の
）
紙
葉
を
通
し
て
奏
で
ら
れ
る
生
々
と
し
た

演
奏
」
（
叩
）

を
示
唆
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
で
は
、

書
物
の
形
に
折
り
た
た
ま
れ
た
観
念
の
壁
の
中
に
偶
然
も
ま
た
綴
じ
こ
ま
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
が
、
金
銭
、
制
度
、

法
律
な
ど
諸
々
の
世
間
的
な
〈
叫
び
〉

（のユ
ω）

に
引
き

裂
か
れ
て
、
と
り
ど
り
の
配
列
で
ば
ら
播
か
れ
て
い
る
紙
面
は
、
「
厚
み
の
う
ち
に
折
り
た
た
ま
れ
た
」
精
神
の
内
面
性
を
持
っ
て
い
な
い
。

だ
が
、
こ
の
書
物
の
内
面
性
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
。
も
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
状
況
の
風
圧
の
下
で
膨
張
し
、

ほ
と
ん
ど
昨
裂
し
た
あ
れ
ら

の
語
、
紙
面
の
「
内
壁
に
そ
っ
て
投
じ
ら
れ
て
」
散
在
し
、
視
線
の
た
ゆ
ま
ぬ
往
復
に
つ
れ
て

（
語
と
し
て
）
成
就
し
て
は
取
り
壊
わ
さ
れ

る
あ
れ
ら
の
文
字
、
「
基
本
的
な
綴
字
」

に
還
元
さ
れ
た
「
文
字
の
生
成
」
で
な
い
と
す
れ
ば
。
「
一
一
語
一
語
制
圧
さ
れ
た
偶
然
：
：
：
沈
黙
を



真
正
に
す
る
た
め
に
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
ほ
と
ん
ど
楽
天
的
に
み
え
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
は
観
念
が
深
く
偶
然
と
か
か
わ
り
、
そ
の
さ
ざ

キ
マ
イ
ラ
的
相
貌
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
マ

め
き
と
化
し
、
自
分
の
饗
を
た
ど
る
同
じ
手
つ
き
で
偶
然
の
輪
郭
を
な
ぞ
り
、「

偶
然
が
観
念
を
龍
絡
す
る
よ
う
に
見
え
る
そ
こ
に
は
、

何
も
偶

ラ
ル
メ
は
わ
ざ
わ
ざ
次
の
よ
う
に
断
わ
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

発
的
な
も
の
は
な
い
。
卦
骨
ル
拡
即
位
ず
か
し
V

か
か
か
か
Q

だ
か
ら
、
私
が
何
か
産
業
的
な
、
物
質
性
と
関
わ
り
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と

は
忠
わ
な
い
で
ほ
し
い
」

（叩）

註
テ
キ
ス
ト
は
し
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
全
集
版
で
な
く
、
『
デ
ィ
ヴ
ァ
ガ
シ
オ
ン
』
刊
版
（
フ
ァ
ス
ケ
ル
版
）
を
ボ
ン
ヌ
フ
ォ
ワ
の
校
定
版
（
ガ
リ
マ

l
ル
日
ポ
エ

ジ
ー
叢
書
）
に
よ
り
チ
ェ
ッ
ク
し
て
用
い
た
。
引
用
丈
に
は
テ
キ
ス
ト
間
の
互
換
性
を
考
慮
し
て
、
多
少
不
便
だ
が
、
決
定
楠
の
題
名
と
段
落
数
を
記
し

た。
（

1
）
 

（

2
）
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3 

正
確
に
は
、
『
パ

l
ジ
ュ
』
（
一
八
九
一
年
）
の
「
詩
句
の
一
原
理
」
か
ら
。
こ
の
点
は
後
述
。

テ
キ
ス
ト
一
一
一
十
一
段
目
、
『
音
楽
と
文
芸
』
か
ら
の
引
用
。
こ
の
唯
一
の
引
用
符
は
し
か
し
他
の
多
く
の
白
己
刺
窃
を
い
わ
ば
肩
代
り
し
て
不
問

に
付
す
ア
リ
バ
イ
工
作
の
感
が
あ
る
。

マ
ラ
ル
メ
の
詩
句
論
形
成
の
中
核
に
あ
っ
て
触
媒
の
役
目
を
果
し
た
と
忠
わ
れ
る
「
詩
句
の
一
原
理
」
（
『

r

ハ

l
ジ
ュ
』
）
か
ら
の
ニ
ケ
所
の
引
用

が
決
定
稿
で
は
抜
き
取
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
偏
心
傾
向
を
傍
証
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
は
後
述
。

「
（
こ
れ
は
古
典
主
義
時
代
に
は
慣
例
で
あ
っ
た
が
）
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
諸
観
念
の
（
：
：
：
）
洗
練
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
文
芸
は
存
在

す
る
余
地
が
：
：
：
」
（
日
）
。

ボ
ン
ヌ
フ
ォ
ア
の
指
摘
の
通
り
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
に
は
八
ω
て
自
己

5
5ロ
門
甘
さ
E

V
を
八
白
て
の
凶
2
u
t
oロ
己
O
H
O
E
V
と
す
る
誤
り
が
見
ら

れ
る
。

初
出
「
演
劇
に
関
す
る
覚
書
」
（
「
独
立
評
論
」
一
八
八
七
年
六
月
）
で
は
〈
ω
立円
I
c
o
－－o

－
日
吉
ω
ω
F
E
－－忠

ρ
号
室
内
々
ミ

ヘ
ロ
ミ
ミ
：
・
〉
。
全
て
に
代
っ
て
全
能
（
全
て
）
で
あ
り
得
る
の
は
神
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。

4 
（

5
）
 

6 

op。九淀川

ω。
芹



7 

こ
れ
は
十
月
発
表
の
「
有
益
な
旅
行
」
の
後
半
部
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
か
、
「
白
色
評
論
」
の
こ
の
記
事
に
付
し
た
脚
註
を
信
ず
れ

ば
、
「
紀
行
文
か
ら
切
り
離
し
て
」
前
も
っ
て
「
フ
ィ
ガ
ロ
」
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
『
詩
的
言
語
の
革
命
』
（
匂
・
お
H
J
）
に
ア
ナ
l
キ
ス
ム
と
象
徴
主
義
に
つ
い
て
の
示
唆
に
富
む
考
察
が
見
ら
れ
る
。

つ
き
あ
い

一
八
九
五
年
六
月
「
白
色
評
論
」
発
表
の
「
牧
歌
」
の
旧
稿
で
は
「
私
の
多
勢
（
の
読
者
）
と
の
交
流
」
が
、
決
定
稿
で
は
「
少
数
と
の
交
流
」
／

と
直
さ
れ
て
い
る
。
「
陳
列
」
の
二
十
二
段
で
は
、
精
神
的
交
流
の
伝
達
網
が
機
能
し
、
多
数
の
読
者
を
得
た
と
「
夢
み
、
信
じ
う
る
の
は
、
さ

に
非
ず
と
思
う
ま
で
の
一
瞬
の
ひ
ま
」
で
し
か
な
い
。

先
に
引
用
し
た
「
孤
独
」
の
一
節
（
8
）
で
、
観
念
の
蛇
行
性
と
魚
の
尻
尾
に
似
た
分
岐
を
述
べ
た
あ
と
、
マ
ラ
ル
メ
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
二

人
の
対
話
者
の
聞
に
横
た
わ
る
偏
見
と
誤
解
の
溝
を
暗
示
し
て
い
る
。
な
お
、
美
学
と
経
済
学
の
分
岐
に
つ
い
て
は
、
「
精
神
的
な
探
求
に
聞
か

れ
た
も
の
と
し
て
は
、
な
べ
て
に
お
い
て
我
々
の
要
求
が
二
分
化
さ
れ
る
二
つ
の
道
、
つ
ま
り
一
方
で
は
美
学
、
他
方
で
は
経
済
学
し
か
な
い
・
：

・
：
」
（
「
魔
術
」
4
）

マ
ラ
ル
メ
の
文
章
の
〈
ア
ラ
ベ
ス
ク
〉
の
典
型
と
も
言
え
る
三
十
一
段
の
文
を
受
け
る
。

右
に
引
用
し
た
三
十
四
段
目
の
文
章
自
体
が
、
音
楽
の
模
倣
で
あ
る
三
十
一
段
の
文
を
テ
キ
ス
ト
の
中
で
模
倣
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ

〉
勺
ノ
。
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「
牧
歌
」
（
1
）
で
は
〈
社
会
〉
と
い
う
訴
に
つ
い
て
！

l
l
「
哲
学
者
た
ち
の
遺
産
で
あ
る
、
こ
の
一
最
も
内
容
空
疎
な
話
は
、
少
く
と
も
次
の
よ
う

な
安
易
な
利
点
を
持
つ
。
こ
の
厳
め
し
い
概
念
が
喚
び
お
こ
す
禁
令
に
呼
応
す
る
よ
う
な
何
事
も
事
象
の
う
ち
に
は
実
在
し
て
い
な
い
の
で
、

そ
れ
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
主
題
も
扱
わ
な
い
か
、
見
限
っ
て
日
を
つ
ぐ
む
に
等
し
い
」
。
ま
た
他
の
処
で
は
〈
目
。
ロ
2
0
5
V
〈
国
家
V

〈
法
律
〉
〈
作
詩
法
〉
な
ど
が
、
パ
ナ
マ
事
件
の
罪
名
八
詐
欺
〉
と
同
じ
扱
い
を
受
け
て
お
り
、
流
通
（
新
聞
、
風
間
）
に
よ
っ
て
増
殖
し
た
言

語
一
般
の
価
値
低
下
は
、
抽
象
的
な
数
字
と
な
っ
て
流
通
の
中
で
実
質
を
失
う
〈
金
〉
の
失
墜
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
美
辞
麗
句
、
大
言
壮
語

を
求
め
る
の
は
、
こ
の
欠
損
の
過
剰
補
償
な
い
し
症
候
で
は
な
い
か
。
「
抽
象
的
に
し
か
輝
や
か
ぬ
と
い
う
こ
の
通
貨
の
失
陥
に
比
例
し
て
、

〈
真
実
〉
と
か
〈
美
V
と
か
の
語
を
口
に
し
て
光
輝
あ
る
平
明
さ
を
積
み
重
ね
よ
う
と
す
る
才
覚
が
作
家
に
芽
ば
え
る
」
（
「
金
」
5
）
。
だ
が
こ
の
皮

肉
は
、
金
地
に
金
（
泥
）
を
重
ね
て
絢
嫡
た
る
「
夢
幻
的
な
落
日
」
の
扉
風
画
を
描
こ
う
と
す
る
マ
ラ
ル
メ
に
そ
の
ま
ま
返
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
。
だ
が
、
語
が
か
か
え
た
矛
盾
で
昨
閲
す
る
ま
で
、
マ
ラ
ル
メ
は
誇
張
を
押
し
進
め
る
。
日
没
を
背
景
と
し
て
、
歴
史
的
な
事
件
〈
パ
ナ
マ

の
互
解
〉
の
〈
地
V
の
上
に
、
金
塊
と
し
て
の
、
通
貨
と
し
て
の
、
話
と
し
て
の
〈
2

V
の
ド
ラ
マ
が
重
ね
ら
れ
、
こ
の
過
重
追
加
の
一
筆
一
筆



（

U
）
 

（日）

は
、
そ
れ
だ
け
先
在
的
な
地
（
事
実
性
）
を
消
し
て
、
す
べ
て
を
語
八

2
V
の
溶
解
H
散
失
の
ド
ラ
マ
と
変
え
る
。
も
は
や
宮
守
忠
B
ぽ
で
は

な
く
色
町
広
B
E巳
宮
口
、
み
か
け
の
描
写
。
す
で
に
八
パ
ナ
マ
の
互
解
〉
が
マ
ラ
ル
メ
の
筆
の
下
で
事
件
性
自
体
の
互
解
を
含
ん
で
い
な
か
っ

た
ら
、
決
定
稿
「
金
」
で
事
件
の
具
体
的
指
標
（
後
半
部
）
が
と
り
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は

デ
リ
ダ
に
出
逢
う
（
『
戸
何
回
口
広
忠
B
E
E－oロ』匂－
s
h
H
J
包
叶
参
照
）
。
だ
が
、
予
定
の
紙
数
を
ゅ
う
に
呑
み
干
す
で
あ
ろ
う
こ
の
深
さ
の
な
い
深

み
に
踏
み
入
る
こ
と
は
、
本
稿
で
は
見
合
わ
せ
た
。

『
音
楽
と
文
芸
』
（
必
）

「
あ
の
、
人
々
が
私
の
名
前
を
つ
け
て
呼
ぶ
の
を
習
わ
し
と
し
て
い
る
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
便
宜
的
な
足
。
ロ
巴

2
吋
な
る
も
の
：
・
」
（
「
牧
歌
」

1
）
 

「
白
色
評
論
」
一
八
九
五
年
十
月
発
表
の
旧
稿
（
「
C
S
己
ゅ
の
O
ロ
ω
巳

8
2」
）
か
ら
の
引
用
。
文
中
で
唯
一
の
生
の
事
実
性
を
と
ど
め
て
い
た
引

用
の
後
半
部
は
決
定
稿
で
は
削
ら
れ
た

Q

「
葛
藤
」
（
わ
。
ロ
岳
昨
日
）

「
魔
術
」
（
5
）

『
詩
の
危
機
』
（
却
）

『
デ
ィ
ヴ
ァ
ガ
シ
オ
ン
』
の
後
記
「
書
託
叫
」
参
照
。

こ
れ
ま
で
の
一
節
の
中
で
の
引
用
は
註
記
の
な
い
場
合
は
原
則
と
し
て
「
対
峠
」
か
ら
。

「
陳
列
」
（
口
）
。
八
舌
〉
の
比
除
は
ガ
ス
灯
の
炎
だ
が
、
新
聞
も
〈
〈
口
百
巴
店
主

ω
g
E
2広
〉
（
日
）
で
あ
る
。

特
に
七
段
目
。

・：
Z
F
ω
ロ
宅
。
同
門
HvCBσ
吋0・
円
。
C
M

庶
巴
mロ
0・
ロ
o
E
R
2
ω

ロロ

B
Oデ
仏
O尽
ロ
釦

ι

〈
ωロデ

ρ尺
ω認
の
戸
口

ω。。。
5
5
0
5
ρ
c
o
ペ
白
け

ふ
け
弘
巳
－
0・
宗
ロ
仲
間
日
夕
。
－
－
0

5
同S
R
F
0・
B
吋

5

8名
門
ご
〈

B
E－－己
0
2
ω

吉
宮
ω
一

《

（

U

。
日
℃
E
E
ω

日出
ω一
》

l
コ
ロ
ロ
02HH片

山凶ロロ。口前川町
47
己
ωσ

ロ
Hocnyo吋・

薄
氷
を
踏
む
思
い
で
試
訳
す
れ
ば
l
「
彼
ら
（
大
衆
）
か
ら
閣
の
手
先
だ
と
名
指
さ
れ
た
男
は
、
以
後
一
一
百
で
も
書
こ
う
も
の
な
ら
、
彼
女
（
大
衆

の
盲
信
）
が
、
八
ほ
ら
、
ま
た
ぞ
ろ
謎
だ
〉
と
砕
を
揺
す
り
、
八
分
ん
な
い
わ
／
〉
と
ス
カ
ー
ト
を
煽
い
で
、
一
蹴
さ
れ
る
の
が
お
ち
だ
。
た
と

え
こ
の
罪
の
な
い
男
が
鼻
を
か
み
た
い
と
言
っ
た
だ
け
で
も
こ
の
始
末
」

戸

h
dnu 

16 （口）
（時）

（叩）
（別）

（幻）
（幻）

（幻）



〈：－

ozo－
－
ぷ

E
m
Bタ
巳
－
0・
：
〉
｜
文
芸
と
い
う
神
秘
の
祭
壇
に
捧
げ
ら
れ
た
こ
の
三
幅
対
（

5
宮

2
5）
、
八
謎
〉
の
前
で
（
あ
る
い
は
謎
を

め
ぐ
っ
て
）
腫
を
返
す
こ
の
ス
カ
ー
ト
の
旋
回
、
二
つ
の
〈
色
。
〉
の
交
錯
ダ
ン
ス
。
マ
ラ
ル
メ
は
初
稿
の
男
性
名
詞
〈

R
2
5
V
を
女
性
名
詞

八角川

Emgmw〉
に
置
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
意
図
的
に
、
〈
書
か
れ
た
も
の

V
に
ひ
そ
む
神
秘
と
、
そ
れ
に
拒
絶
的
に
感
応
す
る

盲
信
の
不
可
解
さ
と
を
、
同
じ
〈
謎
〉
の
輪
郭
の
下
に
な
い
交
ぜ
に
し
た
の
で
は
な
い
か
？

こ
の
〈
（

U
E
B
V
R
V
は
、
単
に
神
話
的
意
味
で
な
く
、
生
物
学
的
な
接
木
用
語
と
も
看
倣
し
た
い
。

「
制
限
さ
れ
た
行
動
」
（
日
）

『
音
楽
と
文
芸
』
（
必
）

僧
院
、
学
士
院
、
宮
廷
、
都
市
：
：
；
こ
れ
ら
外
部
か
ら
〈
自
己
〉
を
保
護
す
る
諸
制
度
は
、
ゴ
フ
ル
メ
の
限
に
は
〈
ま
や
か
し

2
5巳
R
B
V
と

映
る
。
「
引
き
寵
ろ
う
に
も
、
自
己
は
す
で
に
遠
す
ぎ
は
し
な
い
か
」
と
「
僧
院
」
は
結
ば
れ
て
い
る
。
マ
ラ
ル
メ
の
描
く
詩
人
像
は
、
「
彼
を

ゆ
っ
く
り
と
埋
葬
す
る
廃
虚
か
ら
、
伝
説
と
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
中
へ
と
自
己
の
亡
霊
を
遣
わ
す
嘆
か
わ
し
い
領
主
」
（
『
音
楽
と
文
芸
』
は
）
で
あ
っ

て
、
展
気
楼
の
よ
う
に
「
櫨
の
城
館
」
（
『
股
子
一
振
り
』
）
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
ω

テ
ィ
！
ボ
デ
の
限
界
は
人
物
批
評
に
基
づ
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

世
間
の
側
か
ら
は
、
〈
謎
〉
を
打
つ
「
ス
カ
ー
ト
の
一
煽
ぎ
」
と
拒
絶
的
な
百
円
0
5
2
0、
観
念
の
側
か
ら
は
、
川
行
礁
を
打
つ
セ
イ
レ

l
ン
の
宙

返
り
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
c

〈
巡
る
〉
と
は
阿
避
的
に
解
消
す
る
（
打
つ
）
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
立
ち
昇
る
飛
沫
の
宙
づ
り
状
態
が
そ
の
鍵
を

握
っ
て
い
る
。
《
、
吋
ロ
－
o
g
F
2
Z
B
P
白
色
ω
M
1
σ
ω
〈
め

ω》

「
文
芸
の
中
の
神
秘
」
（
問
）

「
祝
祭
」
（
8
）

『
詩
の
危
機
』
（
別
）

『
音
楽
と
文
芸
』
の
後
註
。

『
詩
の
危
機
』
（
日
）
。
こ
の
部
分
は
字
面
と
は
逆
に
訳
し
た
。

「
実
際
に
、
私
は
ニ
ュ
ー
ス
を
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の
上
な
く
驚
く
べ
き
ニ
ュ
ー
ス
を
：
・
」
（
『
背
楽
と
文
去
』

3
）

こ
れ
に
口
を
出
し
て
い
ま
す
：
・
」
（
『
詩
の
危
機
』

3
）

『
音
楽
と
文
芸
』
（
6
）

（剖）
（お）

（お）
（幻）28 （却）

（初）
（
出
）

（認）
（お）

（社）35 
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「
新
聞
で
さ
え
、
（
：
・
）



36 （幻）
（犯）

（鈎）

『
詩
の
危
機
』
（
臼
）
。
引
用
に
よ
り
文
脈
を
歪
め
た
が
、

独
立
不
定
法
、
と
解
し
た
。

「
（
詩
句
か
ら
の
）
解
放
だ
と
い
う
冗
談
は
、
戸
高
に
笑
い
、
序
文
書
き
の
演
層
に
ね
た
を
提
供
す
る
だ
け
だ
・
：
」
（
『
詩
の
危
機
』
弘
）

す
で
に
指
摘
の
あ
る
通
り
、
マ
ラ
ル
メ
の
〈

R
V
は
英
語
の
接
続
詞
（
。
と
と
も
戯
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

新
聞
、
ガ
ス
燈
（
舌
）
を
煽
ぐ
風
は
、
煽
動
さ
れ
た
大
衆
の
盲
信
、
噂
の
〈
旋
風
〉
と
な
り
、
ス
カ
ー
ト
を
持
ち
上
げ
（
パ
レ

l
）
、
〈
扇
〉
に

た
ゆ
た
い
、
〈
書
物
V
の
演
奏
に
つ
な
が
り
、
風
の
〈
テ

i
マ
系
V
を
引
き
つ
れ
て
、
独
白
劇
の
構
想
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
風
」
に
も
通
ず
る
。
テ

キ
ス
ト
の
下
に
通
う
音
楽
的
な
八
浄
め
の
嵐
〉
は
、
偶
然
の
さ
ざ
め
き
、
〈
現
代
の
虚
無
〉
に
な
じ
み
、
狂
気
を
か
す
め
、
霊
感
（
あ
る
い
は
そ

の
不
在
）
と
戯
れ
、
デ
リ
ダ
の
い
う
「
声
の
源
泉
」
の
問
題
と
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。

〈
g
c
s
o
V
ま
で
が
〈
A
E
g
D
A
z
o
V
の
主
語
節
、
〈
］
ぬ
同
円
。
一
。
〉
以
下
述
部
、

以
下
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