
生
成
す
る
喜
劇

『
田
舎
教
師
』

は
じ
め
に

『
田
舎
教
師
』

佐
久
間
書一尻
、
一
九
O
九・

一
O
)
は
田
山
花
袋
、
か
、

実
在
し
た
人
物
で
あ
る
小
林
秀
三
の
日
記
を
も
と
に
し
て
、
林
清
三

が
弥
戦
の
小
学
校
の
教
員
に
な
っ
て
か
ら
肺
結
核
で
亡
く
な
る
ま
で

を
書
い
た
小
説
で
あ
る
。
宮
内
俊
介
に
よ
る
と
、
こ
の
小
説
の
概
要

は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

希
望
と
野
心
に
燃
え
た

一
人
の
地
方
青
年
が
、
貧
し
さ
の
た
め

に
田
舎
に
引
き
龍
ら
ざ
る
を
得
な
い
中
で
、
立
身
出
世
を
目
ざ
し

て
様
々
な
努
力
を
重
ね
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
挫
折
し
、
は
じ

め
て
田
舎
で
平
凡
に
生
き
る
こ
と
の
価
値
を
理
解
し
て
、
静
か
な

ふ

mill--

=コ円
H

平
沼

慧
幸

生
活
を
送
ろ
う
と
決
意
す
る
が
、
既
に
彼
の
身
体
は
病
に
冒
さ
れ

て
お
り
、
若
く
し
て
な
く
な
る
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宮
内
俊
介
は
こ
の
よ
う
な
清
三
の

一
生
を

「青
年
の
志
の
悲
劇
」

と
ま
と
め
て
お
り
、

吋
田
舎
教
師
』
の
研
究
に
お
い
て
は
あ
る
程
度

共
通
し
た
読
み
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

特
に
『
田
舎
教
師
』
の
中
に
何
度
か
引
用
さ
れ
て
い
る
清
三
の
日
記

「
悲
劇
」
と
し
て
の
読
み
を
誘
う
清
三
の
悲
壮
感
が
表
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
清
三
、
が
弥
勅
の
小
学
校
の
教
師
を
始
め
る
前
日
に

?
」
斗
品
、

愛
国
か
れ
た
日
記
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

か
れ
は
日
記
帳
に
、

「
あ
¥
わ
れ
終
に
堪
へ
ん
や
、
あ
あ
わ
れ



遂
に
回
舎
の

一
教
師
に
埋
れ
ん
と
す
る
か
。
明
日
!

明
日
は
万

事
定
ま
る
べ
し
。
村
会
の
夜
の
集
合
1

I癒

一
語
以
て
後
日

に
寄
す
」
と
書
い
た
。

九

清
三
が
自
身
の
現
状
を

「運
命
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、

た
し
か
に
彼

の
眼
を
通
し
て
書
か
れ
た
日
記
に
は

「青
年
の
志
の
悲
劇
」
が
読
み

と
れ
る
。
だ
が
、

こ
の
小
説
は
清
三
に
よ
る

一
人
称
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
清
三
を
諮
る
語
り
手
に
よ
る
三
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
小
説
の
語
り
は
清
三
に
焦
点
化
し
た
三
人
称
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
。
し
か

い
き
、
花
袋
の
言
う
「
平
面
描
写
」

し
、
こ
の
語
り
手
も
常
に
清
三
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

清
三
以
外
の
人
物
の
視
点
を
通
し
た
清
三
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
よ

う
な
語
り
や
、
諮
り
手
の
価
値
評
価
が
含
ま
れ
て
い
る
記
述
も
多
く

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
田
舎
教
師
』
が
書
か
れ
た
明
治
四

0
年
代
前
後
は
、
花
袋
が
「
平

面
描
写
」
を
唱
え
た
時
期
と
も
重
な
っ
て
お
り
、
描
写
に
つ
い
て
の

議
論
も
多
く
な
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
吉
田
司
雄
は
『
田
舎
教
師
』

の
三
人
称
の
語
り
に
つ
い
て
、
語
る
「
私
」
を
抹
消
し
た

「
透
明
な

レ
ン
ズ
の
よ
う
な
「
主
体
」
」

と
な
っ
た
語
り
が
、
時
に
は
清
三
と

同
化
し
時
に
は
清
三
を
対
象
化
し
て
語
る
こ
と
で
、

の
描
写
は
生
成
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

『
田
舎
教
師
』

主
人
公
と
同
化
す
る
こ
と
も
、
よ
り
広
い
視
野
を
も
つ
こ
と
も

可
能
で
あ
る
よ
う
な
中
立
可
変
的
な

「主
体
」
を
内
在
化
さ
せ
る

こ
と
で
外
物
も
作
中
人
物
の
行
動
心
理
も
「
印
象
主
義
」
的
に
撒

写
す
る
こ
と
。
そ
こ
に
こ
そ
、
試
行
錯
誤
の
う
え
で
漸
く
花
袋
の

つ
か
ん
だ
方
法
が
あ
っ
た
。

小
説
の
終
盤
で
は
清
三
以
外
に
焦
点
化
さ
れ
た
語
り
が
糟
加
す
る
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が
、
吉
田
司
雄
に
よ
る
と

そ
れ
は
構
成
上
の
必
然
で
あ
っ
た
。
清

三
は
最
終
的
に
結
核
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
の
亡
く
な

る
場
面
や
亡
く
な
っ
た
後
の
出
来
事
は
清
三
以
外
の
視
点
で
な
け
れ

ば
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
清
三
が
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
を
見
る
者
と
し
て

「清
三
に
焦
点
化
せ
ず
、

む
し
ろ
清
三

の
感
性
と
は
ズ
レ
た
ま
な
ざ
し
を
内
包
す
る
「
主
体
」
の
せ
り
だ
し
」

が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
田
舎
教
師
』
の
語
り
は
清
三
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
も
の
と
、

清
三
を
対
象
化
し
た
も
の
が
混
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
清
三



の
視
点
と
三
人
称
の
諮
り
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
永
井
聖
剛
は
、
清
三
に
と
っ
て
の
弥
鞠
へ
の
赴
任
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
、
こ
の
弥
鞠
赴
任
は
、
悲
運
な
文
学
青
年
の
流
離

調
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
自
身
は
こ
の
物
語
に

一
人
称
で
登
場
す

る
悲
劇
の
主
人
公
だ
っ
た
。
つ
ま
り
清
三
は
、
秩
序
と
混
沌
の
間

を
(
不
本
意
な
が
ら
)
往
還
す
る
悲
劇
的
越
境
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

内
み
、
A

っ
こ
o

f
カ
Je
T
'

こ
の
よ
う
に
清
三
の
一
人
称
で
は

「
悲
劇
の
主
人
公
」
と
し
て
語

ら
れ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
清
三
に
と
っ
て
好
都
合
な
枠
組
み
を
相
対

化
す
る
も
の
が
三
人
称
に
よ
る
語
り
で
あ
る
と
永
井
聖
剛
は
指
摘
す

る
。
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
清
三
が
は
じ
め
て
弥
勅
で
一
夜
を

明
か
す
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
清
三
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
よ
う
と
す

る
「
悲
運
な
文
学
青
年
の
流
離
誇
」
も
、
語
り
手
に
よ
る
「
例
の
」

と
い
う
言
葉
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
三
の
心
的
構
造
は
「
相
対

化
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

村
役
場
の
一
夜
は
さ
び
し
か
っ
た
。
(
中
略
)
人
の
好
い
父
親
と

弱
々
し
い
情
愛
の
深
い
母
親
と
を
持
っ
た
此
身
は
、
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
既
に
薄
幸
の
運
命
を
得
て
来
た
の
で
あ
る
。
か
う
思
う

と
、
例
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
感
情
が
烈
し
く
胸
に
迫
っ
て
来

て、

一課
が
お
の
づ
と
押
す
や
う
に
出
る
。

( 

ー
) 

吉
田
司
雄
や
永
井
聖
剛
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に

『
悶
舎
教
師
』

の
語
り
は
清
三
に
寄
り
添
っ
た

一
人
称
の
語
り
と
清
三
か
ら
距
離
を

と
っ
て
語
る
三
人
称
の
語
り
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
後
者
の
語
り

「
清
三
の
感
性
と
は
ズ
レ
た
ま
な
ざ
し
」
に
よ
っ
て
清
三
を
「
相
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斗
品対

化
」
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
語
り
は
清
三

を
単
に
「
相
対
化
」
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
清
三
の
悲
劇
に
語
り
手

の
評
価
が
入
る
こ
と
で
、
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
清
三
の
イ
メ
ー
ジ
も

変
化
す
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。

永
井
聖
剛
が
指
摘
し
た
箇
所
に
つ
い
て
も
、
語
り
手
に
よ
り

{列

の
」
と
い
う
言
葉
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

「
相
対
化
」
す
る
の
み
な

ら
ず
、

「
薄
幸
の
運
命
」
と
い
う
一
一
言
葉
も
そ
の
重
々

し
さ
に
反
し
て
、

「例
の
」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
清
三
が
い
つ
も
こ
の
よ
う
な
考
え



を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。
語
り
手
は
、
清
三
の
思
い
込
み
の

激
し
い
、
極
端
に
考
え
て
し
ま
う
性
格
に
も
言
及
し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
に
お
け
る
清
三
の

「
薄
幸
の
運
命
」

は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
清

三
の
日
常
的
な
習
慣
、
彼
の
大
げ
さ
な
性
格
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に

『
田
舎
教
師
』
の
語
り
手
は

清
三
の
日
記
、

心
情
を
引
用
し
て
清
三
に
寄
り
添
っ
た
悲
劇
の
言
説

「
清
三
の
感
性
と
は
ズ
レ
た
ま
な
ざ
し
」
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
清
三
の
思
い
込
み
ゃ
自
惚
れ
と
し
て
回
収
し
、
悲
劇
を

中
断
さ
せ
て
も
い
る
。
悲
劇
と
そ
の
相
対
化
を
行
き
来
す
る
語
り
は
、

読
み
の
過
程
に
も
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
グ
オ
ル
フ
ン
ガ
ン
グ
・

を
語
る
一
方
で
、

イ
ー
ザ
ー
は
こ
の
諾
り
手
と
登
場
人
物
の
関
係
(
遠
近
法
)
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
二
個
の
遠
近
法
は
、
お
互
い
が
参
照
し
合
っ
て
き

わ
立
っ
て
く
る
。
語
り
手
の
遠
近
法
が
示
す
イ
ロ
ニ

l
は
、
人
物

が
も
っ
願
望
の
評
価
を
せ
ま
り
、
他
方
、
そ
の
願
望
は
語
り
手
の

遠
近
法
を
地
平
に
と
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
語
り
方
が
適
切
で
あ
る

か
ど
う
か
を
考
え
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
、

い
っ
た
ん
記
憶
を
も
と

に
作
り
出
さ
れ
た
地
平
線
が
、
再
度
分
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
が
き
わ
立
っ
て
く
る
と
、
読
者
は
綜
合
を
行
う
刺
激
を
う
け
、

つ
い
に
は
特
定
な
イ
メ
ー
ジ

(
美
的
対
象
)
を
展
開
し
始
め
る
。

こ
こ
で
は
イ
ロ
ニ
!
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
語
り

手
と
登
場
人
物
の
語
り
の
立
場
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読

者
は
そ
の
具
な
る
立
場
の
両
方
を
参
照
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ら
を
ま

と
ま
り
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
持
つ
の
で
あ
る
。

『
田
舎
教
師
』

の
語
り
手
も
、
清
三
、
が
思
い
描
く
悲
劇
の
清
三
像
を
そ
の
ま
ま
で
は

な
く
、
あ
え
て
そ
こ
か
ら
ず
ら
す
こ
と
で
、
悲
劇
と
は
異
な
っ
た
清
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三
像
を
読
者
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
ず
ら
し
も
、

語
り
手
が
持
つ

地
平
に
基
づ
い
て
評
価
が
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語

「
語
り
手
か
ら
読
者
へ
の

り
手
か
ら
の
言
葉
を
、
小
森
陽

一
は

と
呼
ん
で
い
が
。
語
り
手
の
評
価
的
な
言
葉
が
あ
る
枠
組 目

配
せ
〉
」

み
(
コ

i
ド
)
を
生
み
出
し
、

「運
命」

の

葉

そ
の
こ
と
が
清
三
の

の
枠
組
み
を
異
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

読
者
は
、
小
説
の
語
り
手
の
視
線
を
通
し
た
物
語
を
読
ん
で
い
る
。

小
説
の
後
半
で
清
三
を
離
れ
た
視
点
か
ら
の
記
述
が
多
く
な
る
の
は

構
成
上
の
必
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
読



者
の
読
み
も
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

『
田
舎
教
師
』
を
読
む

上
で
は
、
林
清
三
の
モ
デ
ル
の
影
、
特
に
林
清
三
の
日
記
の
言
葉
が

小
説
の
読
み
を
強
く
し
ば
り
つ
け
て
き
た
が

そ
れ
を
い
っ
た
ん
カ

ツ
コ
に
入
れ
て
、
諮
り
自
体
の
声

「
語
り
手
か
ら
読
者
へ
の

配
せ
〉
」
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
清
三
と
は
「
ズ
レ
た
ま
な
ざ
し
」

の
語
り
手
が
清
三
の
悲
劇
の
物
語
に
亀
裂
を
生
む
と
き
、
読
者
は
悲

劇
へ
と
し
か
送
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
田
舎
教
師
』
を
喜
劇
的

に
読
め
る
可
能
性
に
出
会
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

清
三
か
ら
語
る
/
清
一
一
一
を
語
る

『
閏
品
一
口
教
師
』
は
清
三
に
寄
り
添
っ
た
語
り
手
が
自
己
の
「
運
命
」

を
語
る
悲
劇
の
物
語
と
、
清
三
の
性
格
や
日
常
性
、
清
三
の
問
舎
じ

み
た
側
面
を
諮
る
語
り
手
の
言
葉
が
交
差
す
る
小
説
で
あ
る
。
そ
れ

は
『
田
舎
教
師
』
の
構
造
か
ら
も
言
え
る
。
こ
の
小
説
は
実
在
し
た

小
林
秀
三
と
い
う
青
年
の
日
記
を
も
と
に
し
て
作
成
さ
れ
、
林
清
三

と
い
う
登
場
人
物
も
こ
の
日
記
か
ら
田
山
花
袋
が
構
成
し
た
。

そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
小
説
に
は
そ
の
構
成
上
二
つ
の
語
り
方
が
存
在
す
る
。

つ
は
清
三
の
日
記
や
、
小
説
中
に
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
日
記
に
語
ら
れ
る
よ
う
な

「薄
幸
の
運
命
」
を
語
る
清
三

の
悲
劇
的
な
語
り
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
清
三
が
見
ら
れ
な
い
よ
う

な
立
場
か
ら
語
り
、
清
三
に
評
価
的
言
葉
を
つ
け
る
地
の
文
に
見
ら

目

れ
る
語
り
で
あ
る
。

二
つ
の
語
り
方
と
い
っ
て
も
、

そ
の
違
い
は
読
者
の
読
み
の
過
程

で
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。
清
三
の
一
人
称
の
語
り
も
、

そ
れ
を
語
つ

て
い
る
の
は
清
三
に
同
一
化
し
た
語
り
手
で
あ
り
、

日
記
の
引
用
な

ど
も
含
め
て
語
り
手
、
が
読
者
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
清
三
の
イ
メ
|

ジ
に
合
わ
せ
て
諮
ら
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
語
り
を
ど
こ
で
相
対
化
す

る
か
は
、
語
り
手
が
三
人
称
の
語
り
を
ど
こ
で
含
め
る
か
に
よ
っ
て

決
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
機
能
に
つ
い
て
、
ジ
ユ
ラ
l
ル・

ジ
ユ
ネ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
が
。
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語
り
手
は
言
わ
ば
メ
タ
言
語
的
な
(
こ
の
場
合
だ
と
、
メ
タ
物
語

的
な
)
言
説
の
内
部
に
身
を
置
い
て
物
語
テ
ク
ス
ト
に
関
説
す
る

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
物
語
テ
ク
ス

ト
の
分
節
・
関
連
・
相
互
関
係
、

つ
ま
り
そ
の
内
的
組
織
を
一
不
す

た
め
で
あ
る
。



テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手
に
よ
り
配
置
さ
れ
た

物
語
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
内
的
組
織
」

斗

み

、

車

問

円

'
eh
官

、

U
3
1

そ
の

に
と
っ
て
認
識
で
き
な
い
こ
と
ま
で
を
語
っ
て
し
ま
う
箇
所
で
顕
著

に
表
れ
る
。
清
三
が
雑
誌
「
明
星
」
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
場
面
を

語
り
手
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

北
瞬
間
に
は
昨
夜
役
場
に
寝
た
佑
し
さ
も
、
弥
鞠
か
ら
羽
生
ま

で
雨
に
そ
ぼ
ぬ
れ
て
来
た
辛
さ
も
全
く
忘
れ
て
居
た
。

(
七
)

こ
の

「
忘
れ
て
い
る
」
こ
と
は
清
三
に
は
認
識
で
き
な
い
こ
と
で

あ
る
が
、
語
り
手
は
そ
れ
を
語
る
こ
と
で
清
三
の
歌
や
詩
へ
の
熱
心

な
清
三
を
読
者
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
清
三
と
弥
勅
村
の
村
長
と

の
や
り
取
り
に
も
そ
の
語
り
は
表
れ
る
。

横
柄
な
口
の
利
き
方
が
先
づ
わ
か
い
か
れ
の
衿
持
を
傷
け
た
。

何
も
出
来
も
し
な
い
百
姓
の
分
際
で
、
金
が
あ
る
か
ら
と
言
つ

て
、
生
意
気
な
奴
だ
と
思
っ
た
。
初
め
て
の
教
員
、
初
め
て
の
世

間
へ
の
首
途
、
そ
れ
が
か
う
し
た
冷
淡
な
幕
で
開
か
れ
よ
う
と
は

か
れ
は
思
ひ
も
か
け
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
も
語
り
手
は
、
清
三
に
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
こ
と
ま
で

も
語
っ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
透
明
で
あ
る
べ
き
三
人
称
の
語
り
の

逸
脱
、
過
剰
な
語
り
の
介
入
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
れ
る
実
体
的

な
語
り
手
は
、
読
者
に
清
三
の
イ
メ
ー
ジ
を
方
向
づ
け
る
。

そ
れ
は

詩
や
歌
な
ど
に
熱
心
な
関
心
を
持
つ
青
年
、
社
会
へ
進
出
す
る
困
難

を
想
像
も
し
な
い
よ
う
な
、
府
一
間
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
青
年
で
あ
る
。

語
り
手
は
詩
や
歌
へ
の
没
入
や
清
三
の
無
知
さ
の
面
を
読
者
に
強
く

見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
田
舎
教
師
』
の
語
り
手
は
、
清
三
に
寄
り
添
い
つ
つ
悲
劇
の
物
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語
を
一
人
称
的
に
語
り
な
が
ら
、
時
に
は
清
三
か
ら
離
れ
、
清
三
に

は
分
か
ら
な
い
側
面
か
ら
も
諮
る
こ
と
で
、
悲
劇
の
物
語
を
強
化
す

る

そ
の
清
三
の
悲
劇
と
は
異
な
る
形
で
三
人
称
的
な

一
方
で
は
、

語
り
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
、
悲
劇
の
物
語
を
相
対
化
す
る
。
こ
の
小
説

を
読
む
こ
と
と
は
、
こ
の
二
つ
の
語
り
を
行
き
来
し
な
が
ら
清
三
を

読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
読
み
か
ら
は

い
か
な
る
効
果
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
語
り

手
は
ど
の
よ
う
な
物
語
を
読
者
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
ミ
ハ
イ
ル
・
パ
フ
チ
ン
は
、

言
語
的
多
様
性
を
持
つ
形
式
と
し



て
、
最
も
明
牒
に
そ
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
る
の
が
ヒ
ユ
ー
モ
ア
小
説

で
あ
る
と
し
た
。
パ
フ
チ
ン
は
、

文
」
を
挙
げ
て
い
が
。

そ
の
典
型
の

一
つ
に
「
混
成
的
構

そ
れ
(
混
成
的
構
文
l
平
沼
注
)

は
そ
の
文
法
的
な
(
シ
ン
タ
ツ

ク
ス
上
の

ま
た
構
成
上
の
特
徴
に
よ
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば

一
人
の
話
者
に
属
す
る
が
、
そ
こ
に
実
際
に
は
二
つ
の
言
表
、
二

つ
の
言
葉
遣
い
、
二
つ
の
文
体
、
二
つ
の

〈
言
語
〉

、
意
味
と
価

値
評
価
の
二
つ
の
視
野
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
い
る
言
表
で
あ
る

と

こ
れ
ら
の
声
と
言
語
の
分
界
線
は
、
出
早

(
中
略

つ
ま
り
、

一
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
全
体
(
そ
れ
は
単
文
で
あ
る
こ
と
が
多
い

の
枠
内
に
ひ
か
れ
、
し
ば
し
ば
全
く
同
一
の
言
葉
が
、
混
成
的
な

構
文
の
中
で
交
差
し
て
い
る
二
つ
の
言
語
、
二
つ
の
視
野
に
同
時

に
属
し
、
従
っ
て
矛
盾
し
あ
う
こ
つ
の
意
味
、
二
つ
の
ア
ク
セ
ン

ト
を
有
す
る
こ
と
さ
え
し
ば
し
ば
あ
る
。

ヒ
ユ
ー
モ
ア
は
二
つ
の

「
言
表
」
が
一
つ
に
合
わ
さ
っ
て
い
る
場

所
で

「
言
表
」

「
皮
肉
に
み
ち
た

に
も
う
一
方
の
も
の
が

一
方
の

第
二
の
ア
ク
セ
ン
ト
」
を
加
え
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
り
、

そ
れ
は
熱
狂
的
な
語
り
を
見
据
え
る
冷
め
た
視
点
、

そ
の
人

物
の
諮
り
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
-
語
り
手
の
挿
入
な
の
で
あ

『
田
舎
教
師
』
も
パ
フ
チ
ン
の
言
う
「
混
成
的
構
文
」
を
含
ん

るで
い
る
。
清
三
の

「
薄
幸
の
運
命
」
と
い
う
語
り
に
「
例
の
セ
ン
チ

メ
ン
タ
ル
な
感
情
」
と
三
人
称
の
語
り
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、

清
三
の
悲
劇
の
話
か
ら
語
り
手
へ
と
移
さ
れ
、
語
り
手
は
彼
が
感
じ

て
い
る
真
面
白
さ
を
ヒ
ユ
ー
モ
ア
に
し
て
読
者
に
差
し
出
す
の
で
あ

る。
そ
の
よ
う
な
混
成
的
語
り
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
表
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
具
体
的
に
見
て
ゆ
く
と
し
よ
う
。
第
三
章
で
清
三
と
校
長
が

36 

向
か
い
合
っ
た
際
、
語
り
手
は
校
長
を
「
学
校
教
授
法
の
実
験
に
輿

味
を
持
つ
人
間
」
と
言
う
一
方
で
、
清
三
に
は

「
詩
や
歌
に
あ
こ
が

れ
て
居
る
青
年
」
と
評
し
て
い
る
。
清
三
も
「
興
味
」
を
持
っ
て
い

る
点
で
は
同
じ
だ
が
、
語
り
手
は
清
一
一
一
が

「
詩
や
歌
」
を
理
想
と
し

て
思
い
描
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
評
価
の
も
と
に
「
あ
こ
が

れ
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
い
る
。

「
詩
や
歌
」

は
清
三
が
雑
誌
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
身
近
な
東
京

つ
ま
り
都
会
の
世

界
で
あ
っ
た
。

こ
の
後
の
清
三
が
下
宿
し
て
い
る
和
尚
さ
ん
(
山
形

ペコ

古
城
)
に
詩
を
書
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
場
面
に
も
、

こ
の
語
り
手



の
言
葉
は
響
い
て
く
る
。

清
三
の
胸
は
か
う
し
た
言
葉
に
も
動
か
さ
れ
る
ほ
ど
今
宵
は

感
激
し
て
居
た
。

学
問
と
い
う
学
問
も
な
い
。
友
達
の
や
う
に
順
序
正
し
く
修
業
を

(
中
略
)
自
分
に
は
才
能
と
い
う
才
能
も
な
い
。

す
る
環
境
に
も
居
な
い
。
人
並
に
し
て
居
て
は
、
と
て
も
駄
目
で

あ
る
。
か
れ
は
感
情
を
披
露
す
る
詩
人
と
し
て
よ
り
他
に
光
明
を

認
め
得
る
も
の
は
な
い
と
思
っ
た
。

卜
七

「
か
う
し
た
言
葉
に
も
」
と
い
う
語
り
か
ら
は
、
和
尚
さ
ん
の
ち

ょ
っ
と
し
た
誘
い
に
簡
単
に
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
清
三
が
読
み
と
れ

る
が
、

そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
詩
人
と
し
て
生
き
て
い
く
し
か
な

い
と
思
い
込
む
清
三
を
語
り
手
が
示
す
こ
と
で
、
読
者
に
清
三
の
「
あ

こ
が
れ
」
が
作
ら
れ
る
。
清
三
の
興
味
の
対
象
は
小
説
中
で
も
た
び

た
び
移
り
変
わ
っ
て
い
く
が

こ
の
試
み
も
あ
っ
け
な
く
潰
え
て
し

ま
う
。

そ
の
顛
末
は
第
十
八
章
で
短
く
ご
く
あ
っ
さ
り
と
語
り
手
に

よ
っ
て
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
を
諮
る
と
き
も
語
り
手
は

読
者
へ
の

「
〈
目
配
せ
〉
」
を
忘
れ
な
い
。

暑
中
休
暇
は
徒
に
過
ぎ
た
。
自
己
の
才
能
に
対
す
る
新
し
い
試

み
も
見
事
に
失
敗
し
た
。
思
い
は
燃
え
て
も
築
は
こ
れ
に
伴
は
な

3
3
-
-

。

、
刀
て
事
ハ

五
日
の
後
に
は
か
れ
は
断
念
し
て
筆
を
捨
て
た
。

十

八清
三
は
わ
ず
か
五
日
で
清
三
は
創
作
を
や
め
て
し
ま
い
、
そ
の
後

は
一
人
で
赤
城
か
ら
妙
義
の
あ
た
り
に
遊
び
に
出
か
け
て
し
ま
う
の

f
-
S
A
 

f
ヵ

こ
の
詩
へ
の
試
み
の
失
敗
を
語
り
手
は

「
見
事
に
」
と
評
し

て
い
る
。
こ
の
試
み
は
清
三
に
と
っ
て
は
必
死
な
挑
戦
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。

し
か
し
、
語
り
手
は
そ
れ
を
「
詩
や
歌
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
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青
年
」

の
見
事
な
失
敗
と
い
う
コ

!
ド
で
語
り
直
す
。

こ
の
よ
う
な

清
三
の
東
京
へ
の
志
向
、
有
名
に
な
り
た
い
と
い
う
立
身
出
世
欲
に
、

語
り
手
は
清
三
の
外
側
に
立
ち
、
冷
静
な
回
線
か
ら
の
言
葉
を
入
れ

る
の
で
あ
る
。
清
三
の
大
げ
さ
な
考
え
や
、
思
い
込
み
を
た
し
な
め

る
よ
う
な
語
り
手
の
言
葉
が
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
、
語
り
手
は
、
清
三
を
た
だ
提
示
す
る
だ
け
で
は
な

ぃ
。
清
三
を
茶
化
す
よ
う
な
、
清
三
の
都
会
へ
の
あ
こ
が
れ
、

回
舎

の
生
活
か
ら
の
脱
出
を
望
む
青
年
の
田
舎
性
を
評
価
的
に
語
る
。
次



の
引
用
は
、
音
楽
学
校
の
試
験
を
受
け
に
清
三
が
上
京
し
た
場
面
で

あ
る
。
学
費
を
出
せ
な
い
清
三
は
、
官
費
が
あ
る
音
楽
学
校
の
試
験

を
受
け
に
上
野
ま
で
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

田
舎
か
ら
出
る
た
め

に
清
三
に
と
っ
て
は
、
決
死
の
覚
悟
で
の
上
京
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
語
り
手
は
そ
の
よ
う
な
清
三
の
身
な
り
の
み
す
ぼ
ら

し
さ
を
細
か
く
丁
寧
に
語
っ
て
い
る
。

校
内
か
ら
は
ピ
ア
ノ
の
音
が
緩
か
に
問
え
た
。
其
鮮
の
中
に
詰

襟
の
背
広
を
着
て
、
古
い
麦
藁
帽
子
を
冠
っ
て
、

と
塀
際
に
寄
っ
て
歩
い
て
行
く
男
が
あ
っ
た
。

一
人
て
く
ノ
¥

に
劃
判
て

白
く
、
毛
嬬
子
の
幅
掴
傘
は
畑
憎
め
て
羊
禁
色
に
な
っ
て
居
た
。
そ

れ
は
田
舎
か
ら
わ
ざ
ノ
¥
試
験
を
受
け
に
来
た
清
三
で
あ
っ
た
。

(三
十
七
)

清
三
が
田
舎
か
ら
上
京
し
て
き
た
こ
と
を
、
語
り
手
の

「
皮
肉
に

み
ち
た
第
二
の
ア
ク
セ
ン
ト
」

は
繰
り
返
し
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
わ
ざ
わ
ざ
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
語
り
手
に
と
っ
て
清

三
が
こ
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
は
、

田
舎
の
一
青
年
が
受
か
り
も
し

な
い
試
験
を
は
る
ば
る
受
け
に
来
た
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
坂
本
麻

実
子
、
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

「
唱
歌
の
よ
う
な
実
技
は

地
方

に
い
て
独
学
す
る
の
は
難
し
」
く
、
清
三
が
合
格
す
る
可
能
性
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
だ
針
戸
。
そ
れ
は
清
三
が

「
受
け
に
来
た
」

と
し、

う
記
述
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
語
り
手
は
東
京
側
の
立
場
か
ら
清
三

を
誇
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
清
三
と
は
言
わ
ず
、

「
男
」
と
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
田
舎
か
ら
」
と
い
う
記
述
に
も
あ
る
よ
う

に
、
清
三
は
田
舎
者
と
し
て
東
京
か
ら
見
た
語
り
手
に
よ
っ
て
、

そ

の
清
三
が
羽
生
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
田
舎
性
を
読
者
の
前
に
示
す

の
で
あ
る
。

結
局
こ
の
試
験
は
全
く
の
失
敗
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
田
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舎
の
空
気
に
よ
ご
れ
た
今
ま
で
の
生
活
を
遁
れ
て
、
新
し
い
都
会
の

生
活
を
こ
れ
か
ら
開
く
の
だ
」
と
思
っ
て
い
た
清
三
に
と
っ
て
こ
の

出
来
事
は

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
語
り
手
か
ら
す
る

「
悲
劇
」

と
自
分
勝
手
な
計
画
を
立
て

「
中
学
を
出
た
頃
の
若
々
し
い
気
分
」

に
浸
っ
て
、
東
京
の
学
校
の
こ
と
を
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
清
三
の

行
動
は
、
彼
自
身
の
思
い
込
み
と
勘
違
い
の
結
果
で
あ
り
、
充
分
予

想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
語
り
手
の
評
価
が
、
清
三
の
身
な

り
や
「
わ
ざ
わ
ざ
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
田
舎
教
師
』
の

「
混
成
的
構
文
」

は
真
面
目
な
清
三
と
、
こ
の



よ
う
に
清
三
を
絶
え
ず
ず
ら
し
て
し
ま
う
語
り
手
の
声
が
混
ざ
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
の
文
体
、
語
り
手
の
評
価
的
な

言
葉
が
清
三
の
誇
り
と
コ

l
ド
の
ず
れ
と
し
て
示
さ
れ
る
と
き
、
読

者
に
は
『
田
舎
教
師
』
を
喜
劇
的
な
物
語
と
し
て
読
む
可
能
性
が
開

か
れ
る
の
で
あ
る
。

若
い
清
三
/
親
の
よ
う
な
語
り

『
田
舎
教
師
』
に
は
悲
劇
を
語
る
一
人
称
の
語
り
と
、

そ
れ
を
ヒ

ユ
ー
モ
ア
と
し
て
示
す
三
人
称
的
語
り
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
清

二
の
悲
劇
的
な
語
り
に
一
ホ
さ
れ
た

「
悲
運
な
文
学
青
年
」

に
代
わ
っ

て、

「
詩
や
歌
に
あ
こ
が
れ
た
」

、
思
い
込
み
の
激
し
く
飽
き
っ
ぽ

い
田
舎
の

一
青
年
の
姿
も
、
語
り
手
の
言
葉
を
追
う
こ
と
で
示
さ
れ

て
い
た
。
清
三
が
語
る
東
京
へ
の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
を
誇
り
手
の
言
葉
は

茶
化
し
、
そ
れ
が
読
み
の
過
程
で
喜
劇
と
し
て
結
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
喜
劇
と
し
て
の
語
り
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
語
り

の
性
質
を
見
て
ゆ
こ
う
。

ど
の
よ
う
に
語
る
の
か
は
小
説
の
表
現
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る

が
、
明
治
三

0
年
代
か
ら
の
表
現
技
法
に
つ
い
て
は
、
視
覚
が
と
ら

え
る
も
の
を
中
心
に
世
界
を
構
造
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
一
気
に

噴
出
し

ス
ケ
ッ
チ
と
い
っ
た
活
動
へ
と
つ

そ
れ
が
写
生

写
実
、

な
が
っ
て
い
っ
た
。
明
治
四

0
年
代
に
花
袋
が
中
心
と
な
っ
て
議
論

さ
れ
た
描
写
も
こ
の
上
に
位
置
析
が
。
柄
谷
行
人
は
夏
目
激
石
の
写

生
文
に
つ
い
て
の
考
え
を
引
き
合
い
に
出
し
、

そ
れ
が
フ
ロ
イ
卜
の

述
べ
る
ヒ
ユ
ー
モ
ア
の
特
質
と

一
致
し
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
ぞ

激
石
自
身
は
、
こ
の
写
生
文
の
特
質
を
定
義
し
て
、
親
が
子
に

対
す
る
よ
う
な
態
度
に
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
を
合
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む
対
象
を
突
き
放
し
て
見
る
が
、
ど
こ
か
愛
情
を
も
っ
て
そ
う
す

る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
の
考
え
で
は

ヒ
ュ

l
モ

中
略

ア
は
、
自
我
(
子
供
)
の
苦
痛
に
対
し
て
、
超
自
我
(
親
)
が
そ
ん

な
こ
と
は
何
で
も
な
い
よ
と
激
励
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
白

分
自
身
を
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
で
あ
る
。

中
略

ヒ
ユ
ー
モ
ア
は

「
同
時
に
自
己
で
あ
り
他
者
で
あ
り
う
る
力
の

存
す
る
こ
と
を
示
す
」

(
ボ
ー
ド
レ
!
ル
)
も
の
で
あ
る
。

柄
谷
行
人
に
よ
る
と
写
生
文
的
態
度
に
は
、

フ
ロ
イ
ト
が
述
べ
た



よ
う
な
ヒ
ユ
ー
モ
ア
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
対
象
を
突

き
放
し
て
見
る
こ
と
、

メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
語
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
自

分
が
語
っ
て
い
る
文
脈
と
も
う
一
人
の
メ
タ
な
語
り
手
の
文
脈
の
ズ

レ
、
語
り
の
レ
ベ
ル
が
異
な
る
と
き
に
ヒ
ユ
ー
モ
ア
を
生
む
の
で
あ

る

『
田
舎
教
師
』
に
お
い
て
も
こ
の
言
語
表
現
の
影
響
を
受
け
て
お

り
、
写
生
文
的
態
度
に
よ
っ
て
清
三
を
メ
タ
的
な
視
点
か
ら
の
語
り

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
清
三
の
大
げ
さ
な
物
語
、
挫
折
は
清

三
が
思
っ
た
り
日
記
に
書
い
た
り
す
る
こ
と
で
悲
劇
の
文
脈
で
語
ら

れ
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
、
い
?
も
の
こ
と
、

清
三
の
思
い
込
み
で
あ
る
と
示
す
語
り
手
の
言
葉
が
入
る
こ
と
で
、

読
者
に
清
三
を
ヒ
ユ
ー
モ
ア
に
読
め
る
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

で
は
、
清
三
を
相
対
化
す
る
メ
タ
的
な
語
り
が
清
三
の
悲
劇
の
語

り
を
中
断
さ
せ
る
こ
と
で
、
清
三
の
物
語
は
ど
う
諮
り
直
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
ノ
l
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
は
小
説
の
主
人
公
の
行
動
能

カ
に
よ
っ
て
文
学
作
品
を
分
類
し
、
他
の
人
物
よ
り
も
勝
っ
て
い
る

が
自
然
環
境
に
対
し
て
勝
る
も
の
で
な
い
人
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
町
ぷ
。

彼
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
遥
か
に
ま
さ
る
権
威
、
情
熱
、
表
現
力

を
そ
な
え
て
い
る
が
、
彼
の
行
為
は
社
会
の
批
判
を
受
け
る
し
、

ま
た
自
然
の
秩
序
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
高
次
欲
求
の
主

人
公

つ
ま
り
大
部
分
の
叙
事
詩
や
悲
劇
の
主
人
公
で
あ
る
。

一
方
で
、
他
の
人
物
に
も
環
境
に
も
勝
っ
て
い
な
い
人
物
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

他
の
人
聞
に
も
、
環
境
に
も
ま
さ
っ
て
い
な
い
主
人
公
は
、
わ
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れ
わ
れ
の
仲
間
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
平
凡
な
人
間
ら
し
さ

に
感
じ
て
動
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
作
者
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
経
験

に
於
け
る
の
と
同
じ
蓋
然
性
の
基
準
を
守
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
。
こ
れ
は
低
次
欲
求
の
主
人
公
、

つ
ま
り
大
部
分
の
喜
劇
や
リ

ア
リ
ズ
ム
小
説
の
主
人
公
で
あ
る
。

こ
れ
を
『
田
舎
教
師
』
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
清
三
に
寄
り
添

う
語
り
は
高
次
欲
求
の
主
人
公
の
物
語
で
あ
り
、

日
記
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
能
力
は
あ
る
が
、

「
運
命
」
に
よ
っ
て
「
田
舎
の
一
教
師
」



に
終
わ
る
話
で
あ
る
。

一
方
で
、
語
り
手
が
語
る
の
は
低
次
欲
求
の

主
人
公
の
物
語
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
り
能
力
も
人
並
な
人
物
の
話
と

し
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
清
三
は
日
記
な
ど
に
お
い
て
は
「
運
命
」

に
翻
弄
さ
れ
る
人
物
と
示
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
語
り
手

に
と
っ
て
は
、
実
際
清
三
は
他
の
者
よ
り
優
れ
た
才
能
も
持
っ
て
お

ら
ず
、
思
い
込
み
が
激
し
く
、

か
つ
飽
き
っ
ぽ
い
人
物
、
す
な
わ
ち

「平
凡
な
人
間
」
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
清

の
高
次
欲
求
の
語
り
、
悲
劇
の
語
り
を
、
語
り
手
の
低
次
欲
求
の
語

り
に
引
き
戻
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、

メ
タ
的
な
語
り
が
清
三
の

物
語
を
語
る
こ
と
で

ヒ
ユ
ー
モ
ア
が
生
じ
、
悲
劇
的
な
物
語
か
ら

喜
劇
的
な
物
語
へ
と
ず
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

語
り
手
は
、
清
三
が
思
う
「
悲
劇
の
主
人
公
」

と
し
て
の
語
り
と

は
違
っ
た
視
点
か
ら
、
清
三
を
「
平
凡
な
人
間
」
と
し
て
語
り
直
そ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
落
差
が
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
な
る
の
だ
。
例

と
し
て
、
遊
郭
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
清
三
が、

は
じ
め
て
遊
郭

に
行
く
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。

清
三
は
こ
う
し
た
社
会
の
総
べ
て
が
皆
な
新
し
く
め
づ
ら
し

く
見
え
た
。
引
付
け
と
い
う
こ
と
も
お
も
し
ろ
い
し
、
女
が
ず
つ

と
入
っ
て
来
て
客
の
す
ぐ
隣
に
坐
る
と
い
ふ
こ
と
も
不
思
議
だ

し
、
台
の
物
と
か
言
っ
て
大
き
な
阻
に
少
し
ば
か
り
鮪
を
入
れ
て

持
っ
て
来
る
の
も
異
様
に
感
じ
ら
れ
た
。
か
れ
は
自
分
の
初
心
な

こ
と
を
女
に
見
破
ら
れ
ま
い
と
し
て
、
心
に
も
な
い
酒
落
を
言
つ

た
り

こ
う
し
た
処
に
は
通
人
だ
と
い
う
刷
を
見
せ
た
り
し
た

が、

二
階
廻
し
の
中
年
の
女
に
は
、
初
心
な
人
と
い
う
こ
と
が
す

(三
十

二

こ
こ
で
も
清
三
の
視
点
を
離
れ
た
語
り
手
に
よ
っ
て
、
清
三
の
努

カ
は
全
く
効
果
が
な
か
っ
た
こ
と
が
暴
か
れ
て
し
ま
う
。
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そ
の
清
三

の
真
剣
さ
に
、
語
り
手
の
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
の
語
り
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
が
清
三
の
行
動
を
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
読
者
に
提
示
し

て
い
る
の
だ
。

一
日
遊
郭
に
行
っ
た
だ
け
で

「
堕
落
し
た
と
い
う
よ

う
な
悔
」
を
感
じ
て
し
ま
う
清
三
に
と
っ
て
、

小
学
校
教
員

ま
た
、

と
い
う
立
場
か
ら
も
遊
郭
通
い
は
自
身
の

「
運
命
」
を
か
け
た
行
動

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し

こ
れ
ほ
ど
苦
労
を
し
て
続
け
た
遊
郭
通
い
も
、
清
三
が

気
に
入
っ
て
い
た
静
枝
が
身
ぬ
け
し
た
こ
と
で
急
に
終
わ
っ
て
し
ま

ぅ
。
そ
の
こ
と
は
清
三
に
と
っ
て

「
金
槌
か
何
か
で
ガ
ン
と
頭
を
打



た
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
」

ほ
ど
の
衝
撃
で
あ
っ
た
が
、
静
枝
か
ら

の
別
れ
の
手
紙
に
「
覚
束
な
く
別
い
州
の
紋
切
形
の
言
葉
」
が
書
い
て

あ
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
こ
の
清
三
の
衝
撃
も
こ
こ
ま
で
の
清
三
の
金

策
を
め
ぐ
っ
て
の
行
動
や
、
静
校
と
一
緒
に
生
き
よ
う
か
と
煩
悶
し

た
こ
と
も
「
紋
切
形
の
言
葉
」

ほ
ど
の
意
味
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が

語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

柄
谷
行
人
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に

ヒ
ユ
ー
モ
ア
は
単
に
突
き
放

し
、
相
対
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
「
愛
情
」
を
も
っ
て
行

う
こ
と
で
生
じ
る
の
で
あ
る
。

『
回
全
ロ
教
師
』
の
語
り
手
も
親
が
子

に
接
す
る
よ
う
な
「
愛
情
」
を
持
っ
て
語
る
。
そ
れ
は
語
り
手
の
「
若

い
」
と
い
う
一
言
葉
に
表
れ
る
。
清
三
の
一
言
動
に
つ
い
て
「
わ
か
い
か

れ
の
衿
持
」

「
若
い
あ
こ
が
れ
心
」

(
十
五
)
の
よ
う
に
「
若

( 

ー) 

、

い
」
と
断
り
を
つ
け
て
お
り
、
語
り
手
は
清
三
の
全
て
で
は
な
く
若

い
頃
と
限
定
し
て
相
対
化
す
る
。
次
の
、
清
三
の
芸
者
へ
の
考
え
に

も
語
り
手
の
配
慮
が
あ
る
。

時
に
は
清
三
も
真
面
目
に
芸
者
と
い
う
も
の
を
考
へ
て
見
る

こ
と
も
あ
る
。

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
一
幕
な
ど
を
描
い
て

(
中
略
)

見
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
時
に
は
ま
た
節
操
も
肉
体
も
白
か
ら
護
る

こ
と
の
出
来
な
い
芸
者
の
薄
命
な
生
活
を
想
像
し
て
同
情
の
涙

を
流
す
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
。
清
三
に
は
芸
者
な
ど
の
こ
と
は
剖

だ
解
ら
な
か
っ
た
。

(十一
一一)

最
後
の
一
文
で
語
り
手
は
清
三
に
は
認
識
で
き
な
い
こ
と
を
メ
タ

レ
ベ
ル
か
ら
語
っ
て
い
る
が
、

で
「
若
い
今
は
解
ら
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
寄
り
添
い
つ
つ
も
清
三
と
の
落
差
を
示
し
て
い
る
『
回

「
ま
だ
」

と
い
う
言
葉
が
つ
く
こ
と

い
づ
れ
は
」

と
い
う
含
意
が
入
る
。

舎
教
師
』
の
諮
り
に
つ
い
て
、

山
本
歩
は
花
袋
の
青
年
た
ち
へ
の
心

情
で
あ
っ
た
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
町
子
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語
り
に
は
、
清
三
に
対
す
る
優
越
性
が
あ
る
。
未
来
を
見
通
す

術
を
持
ち
、
清
三
の
生
を
、
と
も
す
れ
ば
歴
史
の
点
景
で
し
か
な

い
よ
う
に
、
置
き
去
り
に
す
ら
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
優

越
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
語
り
は
常
に
清
三
の
す
ぐ
傍
に
、
あ

る
い
は
内
部
に
立
ち
戻
り
、
特
に
、
清
三
の
歩
行
に
付
き
従
う
。

(
中
略
)
語
り
手
は
清
三
に
見
え
ぬ
も
の
ま
で
見
て
い
る
し
、
清

三
の
感
情
を
時
に
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
だ
と
相
対
化
す
る
こ
と

も
で
き
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
い
つ
か
清
三
に
も
見
え
る
風
景
、



行
け
る
場
所
で
あ
り
、
ま
た
成
長
す
れ
ば
い
つ
か
相
対
化
で
き
る

(
中
略
)
語
り
の
あ
り
ょ
う
は
、
作
者

・
花

感
情
だ
っ
た
の
だ
。

袋
が
青
年
た
ら
に
持
っ
て
い
た
〈
対
等
/
懸
隔
〉
と
い
う
、

ア
ン

ビ
パ
レ
ン
卜
な
心
情
を
引
き
継
い
だ
も
の
だ
と
言
、
え
る
の
で
あ

る清
三
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル

詩
や
歌
へ
の
あ
こ
が
れ
も
、
経
験
不

足
で
世
間
を
知
ら
な
い

「
若
さ
」
ゆ
え
で
あ
る
と
し
て
語
ら
れ
る
。

そ
れ
が
親
の
よ
う
な
立
場
か
ら
清
三
を
語
る
語
り
手
の

「
愛
情
」

あ
り

そ
こ
か
ら
行
わ
れ
る
清
三
に
お
け
る
悲
劇
の
相
対
化
が
、
読

『
田
舎
教
師
』
の
喜
劇
と

む
過
程
に
お
い
て
ヒ
ユ

ー
モ
ア
を
生
み

し
て
の
構
造
が
表
れ
る
の
で
あ
る
。

距
離
を
失
っ
た
語
り
手

『
田
舎
教
師
』
の

「
例
の
」

ニ
)
の
よ
う
な
語
り
は
、
清
三
の

単
な
る
相
対
化
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
清
三
を
「
悲
劇
の
主
人

公
」
と
し
て
語
り
な
が
ら
も
、
清
三
が
思
う
悲
劇
の
物
語
を
若
さ
ゆ

え
の
言
動
で
あ
る
と
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
立
場
か
ら
、

「
平
凡
な
人

問
」
と
し
て
の
諮
り
を
は
さ
む
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
二
つ
の
語
り

が
読
む
過
程
で
総
合
さ
れ
る
と
き
に

ヒ
ユ
ー
モ
ア
を
生
じ
さ
せ
る

喜
劇
的
な
諮
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
語
り
の
落
差
が
大

き
い
ほ
ど
ヒ
ユ
ー
モ
ア
も
強
く
な
る
。
語
り
手
が
清
三
に
認
識
で
き

な
い
も
の
ま
で
も
語
り
、
清
三
を
幼
い
、

世
間
知
ら
ず
の
よ
う
に
語

る
の
は
、
清
三
の
若
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
三
よ
り
経

験
を
積
ん
だ
語
り
手
に
よ
る
介
入
の
効
果
を
強
く
す
る
た
め
で
あ

る
。
喜
劇
的
な
語
り
の
た
め
に
語
り
手
は
、
清
三
の
都
会
へ
の
進
学

で

や
芸
術
に
よ
り
名
を
挙
げ
る
こ
と
へ
の

「
若
い
あ
こ
が
れ
心
」
を
読

者
に
押
し
出
し
て
い
き
、
語
り
手
に
よ
り
相
対
化
さ
れ
る
前
の
清
三
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の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

こ
の
『
閏
舎
教
師
』
の
語
り
は
第
四
十
章
で

「シ」ヤ」プつ

が
ど
う
し
た
動
機
か
、
清
三
は
急
に
真
面
目
に
な
っ
た
」
と
い
う
記

述
以
降
、

以
前
の
よ
う
な
ヒ
ユ
ー
モ
ア
的
な
語
り
は
姿
を
潜
め
て
い

き
、
語
り
も
変
化
す
る
。
こ
の
章
以
降
で
清
三
の
都
会
へ
の
あ
こ
が

れ
や
、
現
状
を
悲
劇
的
に
語
る
言
葉
が
な
く
な
り
、
田
舎
に
生
き
る

道
を
見
出
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
り
手
は
相
対
化
さ
れ

る
よ
う
な
、
清
三
の

「
若
い
あ
こ
が
れ
心
」
を
提
示
で
き
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
以
下
の
記
述
は
、
清
三
が
東
京
志
向
を
捨
て
て
い
き
、



弥
戦
で
の
小
学
教
員
と
し
て
生
き
よ
う
と
考
え
て
い
く
も
の
で
あ

る

「
過
去
は
死
し
た
る
過
去
と
し
て
葬
ら
し
め
よ
」

「
わ
れ
を
し
て
吾
が
日
々
の
ラ
イ
フ
の
友
た
る
少
年
と
少
女
と

を
愛
せ
し
め
よ
」

(
中
略

か
う
い
ふ
短
か
い
句
、
が
日
記
の
中
に
絶
え
ず
書
か
れ
た
。

又
あ
る
日
は
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
。

「野
心
を
捨
て
』

平
和
に
両
親
の
老
後
を
養
ひ
得
れ
ば
こ
れ

余
の
成
功
に
あ
ら
ず
や
。
母
は
わ
れ
と
共
に
住
ま
ん

こ
と
を
予

想
し
つ
』
あ
り
」

(
四
十
二

清
三
は
以
前
の
よ
う
に
反
対
し
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
昨
年

か
ら
比
べ
る
と
、
心
も
余
程
折
れ
て
来
た
。
絶
え
ず
動
樹
し
た
吋
東

京
へ
」
も
大
分
薄
ら
い
だ
。
あ
る
時
小
畑
へ
や
る
手
紙
に
、

年
の
し
ら
瀧
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
聞
に
終
に
母
を
護
る
の
子
た

ら
ん
と
致
し
居
候
」
と
書
い
た
こ
と
も
あ
る
。

(
四
十
八

こ
の
第
四
十
章
以
降
は
清
三
の
病
も
急
激
に
進
ん
で
い
く
が
、

そ

れ
に
応
じ
て
清
三
の
自
身
の
境
遇
を
脱
す
る
挑
戦
自
体
も
な
く
な
っ

て
い
く
。
清
三
の
都
会
へ
の
あ
こ
が
れ
も
日
記
に
は
表
れ
ず
、
回
舎

で
た
だ
家
族
と
一
緒
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

清
三
が
こ
の
よ
う
に
閏
舎
で
の
生
き
方
を
選
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、

語
り
手
か
ら
の
ヒ
ユ
ー
モ
ア
な
語
り
も
小
説
か
ら
な
く
な
っ
て
い

ヒ
ユ
ー
モ
ア
の
た
め
の
相
対
化
す
べ
き
清
三
の
イ
メ

ー
ジ
を
語
り
手
が
語
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
語
り
手
は
、

都

く
。
そ
れ
は
、

会
へ
の
進
学
や
野
心
を
抱
く
、
過
去
の

「
若
い
あ
こ
が
れ
心
」

を
相

対
化
し
た
清
三
を
語
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
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こ
こ
で
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
語
り
手
が
清
三

を
相
対
化
し
て
示
せ
な
く
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、

ヒ
ユ
ー
モ
ア
の

構
造
自
体
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
体
的
な

諮
り
手
に
よ
る
介
入
は
な
く
な
っ
た
が
、
清
三
自
身
が
自
分
を
メ
タ

レ
ベ
ル
の
位
置
か
ら
見
て
い
る
よ
う
な
語
り
は
存
在
し

ヒ
ュ

l
モ

当

ア
の
構
造
自
体
は
残
っ
て
い
る
。

自
分
と
現
在
の
自
分
と
に
分
か
れ
、
現
在
の
立
場
か
ら
過
去
の
若
か

っ
た
自
分
を
見
て
い
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
だ
。
次
の
場
面
は
、
清

つ
ま
り
、
清
三
の
中
で
、
過
去
の

三
が
荻
生
さ
ん
へ
の
印
象
が
変
わ
っ
た

こ
と
を
自
覚
す
る
場
面
で
あ



る。

清
三
は
荻
生
さ
ん
を
唯
情
に
篤
い
人
、
親
切
な
友
人
と
思
っ
た

だ
け
で
、
自
分
の
志
や
学
聞
を
語
る
相
手
と
し
て
は
常
に
物
足
ら

な
く
思
っ
て
ゐ
た
。
何
う
し
て
あ
』
野
心
が
無
い
だ
ろ
う
、
何
う

し
て
あ
』
普
通
の
平
凡
な
世
の
中
に
安
心
し
て
居
ら
れ
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
居
た
。

中
略
)
そ
れ
が
今
で
は
丸
で
変
っ
た
。

十こ
れ
に
続
け
て
清
三
は
自
分
の
日
記
に
荻
生
さ
ん
と
比
べ
て
自
分

lま

「
世
間
を
知
ら
」
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

「
今
に
し
て
初
め
て
平

凡
の
偉
大
な
る
を
知
る
」

と
書
い
て
い
る
。
以
前
の
ヒ
ユ

ー
モ
ア
の

語
り
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
相
対
化
を
す
る
の
は
語
り
手
の
「
〈
目

に
よ
っ
て
で
あ
り
、
清
三
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

配
せ
〉
」

読
者
に
よ
っ
て
し
か
気
づ
か
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し

こ
で
語
り
手
は
清
三
自
身
が
過
去
の
自
分
を
今
の
見
地
か
ら
相
対
化

し
て
い
る
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
次
の
箇
所
は
そ
れ
が
よ
り
明
確
に

表
れ
て
い
る
。

此
処
で
生
徒
を
相
手
に
笑
っ
た
り
怒
っ
た
り
不
愉
快
に
思
つ

た
り
し
た
こ
と
を
清
三
は
思
い
出
し
た
。
東
京
へ
行
く
瓦
中

を
羨

み
、
人
し
れ
ぬ
失
恋
の
苦
み
に
悶
え
た
自
分
が
、
丸
で
他
人
で
も

あ
る
カ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
見
え
る
。

(
五
十
七
)

清
三
は
過
去
の
自
分
を
「
他
人
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
」
思
い
出

五

し
て
い
る
。
語
り
手
の
評
価
的
な
コ
メ
ン
ト
な
し
に
、
清
三
自
身
が

過
去
の
自
分
に
対
し
て
相
対
的
な
立
場
、

メ
タ
レ
ベ
ル
に
い
る
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
語
り
手
に
よ
る
相
対
化

と
清
三
自
身
に
よ
る
相
刻
化
は
同
じ
「
若
い
あ
こ
が
れ
心
」
を
持
っ

た
過
去
の
清
三
を
対
象
と
し
て
い
る
。
だ
が
構
造
は
同
じ
で
あ
っ
て
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も
、
生
じ
る
ヒ
ユ
ー
モ
ア
に
は
違
い
が
あ
る
。

そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
内

で
読
者
が
仕
事
を
す
る
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

語
り
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
清
三
の
相
対
化
が
総
合
さ
れ
る
の

は
、
読
み
を
通
じ
た
読
者
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

『
田
舎
教
師
』
の

喜
劇
性
と
は
テ
ク
ス
ト
の
構
造
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る

「内
包
さ
れ
た

読
者
」

メ
タ
レ
ベ
ル
の
語
り
手
の
立
場
か
ら
清
三

の
言
動
を
読
む
こ
と
で
あ
っ
た
。

に
沿
い
な
が
ら
、

つ
ま
り
、
読
者
は
清
三
が
若
さ
ゆ

え
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
な
っ
た
り
、
大
げ
さ
に
考
え
た
り
す
る
こ



と
に
つ
い
て
メ
タ
レ
ベ
ル
な
(
親
の
)
立
場
で
読
む
か
ら
こ
そ
ヒ

ユ

ー
モ
ア
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
清
三
自
身
に
よ
る
自

己
相
対
化
は
清
三
を
語
る
語
り
手
の
中
で
全
て
完
結
し
て
い
る
。

こ
に
読
者
の
仕
事
は
残
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
読
者
は
清
三
に
対
し
て

メ
タ
レ
ベ
ル
の
位
置
に
は
立
て
な
い
。

語
り
手
は
、
清
三
に
は
認
識
で
き
な
い
こ
と
ま
で
を
も
示
す
こ
と

で
、
清
三
を
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
自
己
像
か
ら
離
れ
て
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
と
し
て
、
読
む
こ
と
を
読
者
に
求
め
て
き
た
。
清
三
が
自

分
を
対
象
化
し
て
見
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
語
り
手
の
「
例
の
」
(
三
)

の
よ
う
な
評
価
的
な
言
葉
が
活
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
若
い
」
清

三
よ
り
メ
タ
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
語
り
手
を
通
す
こ
と
で
、
読
者
も

清
三
か
ら
距
離
を
と
り
、
清
三
を
茶
化
す
語
り
手
と

一
一
緒
に
な
っ
て

清
三
を
笑
う
こ
と
が
で
き
る
。
喜
志
哲
雄
は
、
喜
劇
に
お
い
て
観
客

が
劇
の
世
界
や
人
物
を
突
き
放
し
て
見
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
喜

劇
的
効
果
の
た
め
に
は
観
客
と
人
物
の
距
離
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

『
田
舎
教
師
』
で
は

メ
タ
的
な
語
り
が
読
者
と
清
三
と

の
距
離
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
距
離
が
語
り
に
お
い
て
失
わ
れ
た
こ
と
で
、
清
三
と
読
者
の

関
係
も
変
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ヒ
ユ
ー
モ
ア
の
変
化
が
起
き
た
の

は
、
語
り
手
が
以
前
の
よ
う
な
「
若
い
」
清
三
を
、

そ
れ
を
相
対
化

し
て
い
た
語
り
手
の
水
準
で
語
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

Jコ
ま

そ

り
、
自
分
を
相
対
化
し
て
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
以
前
と
比
べ
て

成
長
し
た
よ
う
に
清
三
を
語
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
語
り
手
は
清
三

を
喜
劇
的
に
諮
る
こ
と
で
、
清
三
の
よ
う
な
都
会
へ
の
栄
達
や
「
若

い
あ
こ
が
れ
心
」
を
冷
却
(
ク
ー
ル
・
ア
ウ
ト
)
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
計
料
。

だ
が
、
語
り
手
は
清
三
を
喜
劇
的
人
物
と
し
て
読
者
に
語
り
き
る

こ
と
は
で
き
ず
、
清
三
を
笑
う
立
場
か
ら
、
清
三
の
死
を
見
守
る
立

場
へ
と
退
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
語
り
手
と
共
に
清
三
を
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意
味
づ
け
て
き
た
読
者
も
絶
対
的
優
位
を
失
い
、

ヒ
ユ
ー
モ
ア
は
読

者
の
中
で
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
過
去
を
対
象
化
し
た
清
三
の
中
だ

け
で
完
結
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
語
り
手
と
読
者
に
よ
っ
て

作
ら
れ
て
き
た
喜
劇
は
、
読
者
を
置
き
去
り
に
し
て
語
り
手
と
清

だ
け
で
進
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
田
舎
教
師
』
は
林
清
三
に
寄
り
添
っ
て
語
る
語
り
と
そ
れ
を
相



対
化
し
て
語
る
語
り
手
の
言
葉
と
が
入
り
混
じ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る

テ
ク
ス
ト
で
あ
り

そ
れ
は
写
生
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

メ
タ
レ

ベ
ル
の
視
点
か
ら
対
象
を
突
き
放
し
つ
つ
も

ど
こ
か
愛
情
を
も
っ

て
接
す
る
語
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
優
越
性
を
持

っ
た
語
り
に
よ
る
清
三
の
相
対
化
こ
そ
が
、
清
三
を
「
悲
劇
の
主
人

公
」
か
ら
田
舎
の

一
青
年
へ
と
語
り
直
し
、

そ
の
清
三
と
は
ず
れ
た

語
り
が
ヒ
ユ
ー
モ
ア
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
清
三
を
悲
劇

か
ら
喜
劇
と
し
て
語
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
喜
劇
は
、
読
者
が
『
田
舎
教
師
』
を
読
む
過
程
に
お
い
て
、

語
り
手
か
ら
の
「
〈
目
配
せ
〉
」
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

ヒ
ユ
ー
モ
ア
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
。
も
ち
ろ

ん
、
何
を
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
感
じ
る
か
は
個
々
の
読
み
の
体
験
に
よ
っ

し
か
し
、

て
異
な
る
も
の
だ
ろ
う
。

『
田
舎
教
師
』
の
諮
り
自
体
に

は
読
者
を
喜
劇
の
読
み
へ
と
導
く
構
造
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
す

る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
語
り
手
は
清
三
を
世
間
知
ら
ず
な
青
年

と
し
て
語
り
、
彼
が

「
若
い
あ
こ
が
れ
心
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

側
面
を
あ
え
て
押
し
出
す
こ
と
で
、
読
者
に
清
三
の
イ
メ
ー
ジ
を
方

向
づ
け
て
い
た
。

そ
う
し
て
作
り
出
し
た
清
三
像
を
語
り
手
は
相
対

化
し
て
い
く
こ
と
で
、
清
三
の
言
動
を
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
意
味
づ

け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
ヒ
ユ
ー
モ
ア
は
読
者
の
中
で

生
じ
る
の
だ
。

『
田
舎
教
師
』
の
喜
劇
は

こ
の
よ
う
な
語
り
手
と
読
者
と
の
共

同
作
業
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
や
=
、
A

、
軍
口
同
ソ
芋

r斗
品
主
再

F
・
ヵ
ヨ
E
V
J
弓
l

二
を
、
全
編
通
し
て

一
貫
し
た
存
在
と
し
て
は
語
り
き
れ
ず
、
清

を
変
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
に
よ
り
語
り
手
と
読
者
と
の
関
係

は
崩
れ
、
喜
劇
の
質
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
ま
で

清
三
を
ヒ
ユ
ー
モ
ア
な
人
物
と
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
自

分
を
相
対
化
で
き
る
よ
う
な
人
物
と
し
て
語
っ
て
し
ま
っ
た
問
題
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
清
三
と
の
距
離
を
逸
脱
し
、
清
三
を
語
り
手
の
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立
場
ま
で
引
き
上
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
喜
劇
が
最
後
ま
で
成
長

で
き
ず
、
読
者
が
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
。

[注〕宮
内
俊
介
「
田
山
花
袋

『
田
舎
教
師
』
論
ノ
l
ト

(
『
熊
本
高
給

集
』
第
二
九
巻
第
三
号
、

一
九
八
三

・
五

2 

岡
山
花
袋
は
「
平
面
描
写
」
に
つ
い
て
「
単
に
作
者
の
主
観
を
加
へ
な

い
の
み
な
ら
ず
、
客
観
の
事
象
に
対
し
て
も
少
し
も
そ
の
内
部
に
立
ち
入

ら
ず

又
人
物
の
内
部
精
神
に
も
立
ち
入
ら
ず
、
た
だ
見
た
ま
、
、
聴
い



た
ま
、
触
れ
た
ま
、
の
現
象
を
さ
な
が
ら
に
描
く
」
こ
と
と
述
べ
て
い
る
。

(
田
山
花
袋
「
『
生
』
に
於
け
る
試
み
」

『
早
稲
田
文
学
』
第
三
四
号
、

一
九
O
八
・
九
)

3 

吉
岡
司
雄
「
林
清
三
の
い
る
風
景
」

(
『
日
本
文
学
』
第
四
二
巻
一

号

一
九
九
三
・
一
一
)

4 

永
井
正
剛
「
田
舎
教
師
の
境
界
」

(
『
文
整
と
批
評
』
第
八
巻
九
号

一
九
九
九
・
五
)

5 

前
出

「
田
舎
教
師
の
境
界

ま
た
永
井
氏
は
『
回
会
教
師
』

注
4
)

に
お
け
る
視
点
に
つ
い
て
も
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
清
三
は
弥
織
を

問
会
、
自
分
が
住
む
町
を
東
京
に
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
劣
位
/
優
位
の
境

界
を
設
け
て
い
る
。
だ
が
こ
の
清
三
の
「
感
傷
か
ら
生
ず
る
偏
見
に
満
ち

た
ま
な
ざ
し
」
も
諮
り
手
が
他
者
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
相
対
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
清
三
が
校
長
の
細
君
か
ら
「
弱
々
し
い
人
」
と
見
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
諸
問
三
の
引
く
「
境
界
線
」
の
恋

意
性
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

6 

ヴ
オ
ル
フ
ン
ガ
ン
グ
・
イ

l
ザ

l
『
行
為
と
し
て
の
読
書
』

(
轡
回
収

訳

一
九
八
二

・
三
、
岩
波
現
代
選
書

7 

小
森
陽

(
一
九
八
八

・
四
、
新
曜
社
)

『
構
造
と
し
て
の
語
り
』

8 

ジ
ユ
ラ

i
ル
・
ジ
ユ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』

(
花
輪
光

・

和
泉
諒
一
訳
、

一
九
八
五

・
八
、
水
戸
社
)

9 

ミ
ハ
イ
ル
・
パ
フ
チ
ン
『
小
説
の
言
葉
』

一
九
九
六

伊
東
一
郎
訳
、

六
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
)

1 
0 

坂
本
麻
実
子
『
明
治
中
等
音
楽
教
員
の
研
究
|
『
国
会
教
師
』
と
そ

の
時
代
』

ニ
O
O六
・
一
二
、
風
間
書
房一
)

1 
1 

永
井
聖
附
『
自
然
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』

二
O
O八
・
ニ
、
双
文

千土
1 
2 

柄
谷
行
人
『
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
の
唯
物
論
』

(
一
九
九
九
・
一
、

講
談
社
学
術
文
康
)

1 
3 

夏
目
激
石
は
「
写
生
文
」
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(
一
九
O
七
・

一
・
ニ

O
、
読
売
新
聞
)

に
お
い
て
、
写
生
文
家
の
文
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
『
激

石
全
集
』
第
十
六
巻

一
九
九
五

・
四
、
岩
波
書
庖
)
。

写
生
文
家
の
人
間
に
対
す
る
同
情
は
叙
述
さ
れ
た
る
人
間
と
共
に

頑
是
な
く
煩
悶
し
、
無
体
に
号
泣
し
、
直
角
に
跳
癒
し

一
散
に
狂
奔

す
る
底
の
同
情
で
は
な
い
。
傍
か
ら
見
て
気
の
毒
の
念
に
財
唱
え
ぬ
裏
に

微
笑
を
包
む
同
情
で
あ
る
。
(
中
略
)
従
っ
て
写
生
文
家
の
描
く
所
は
多

く
深
刻
な
も
の
で
な
い
。
否
如
何
に
深
刻
な
事
を
か
い
て
も
此
態
度
で

押
し
て
行
く
か
ら

一
寸
見
る
と
底
迄
行
か
ぬ
様
な
心
持
が
す
る
の
で



あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
此
態
度
で
世
間
人
情
の
交
渉
を
視
る
か
ら
大

抵
の
場
合
に
は
滑
稽
の
分
子
を
含
ん
だ
表
現
と
な
っ
て
文
章
の
上
に
あ

ら
は
れ
て
来
る
。

1 
4 

ノ
l
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
『
批
評
の
解
剖
』

(
海
老
根
宏
・
中
村
健

二

・
出
猟
博
・
山
内
久
明
訳
、

一
九
八

0
・
六
、
法
政
大
学
出
版
局

1 
5 

山
本
歩
「
田
山
花
袋
『
田
舎
教
師
』
論
対
等
と
懸
隔
の
は
ざ
ま
で

(
『
日
本
文
献
鉛
学
』
第
五

O
号、

二
O
一
四
・
一
二
)

l 
も

前
出
『
行
為
と
し
て
の
読
書
』

注

6
)

1
i
勾
，

a

喜
志
哲
総
『
喜
劇
の
手
法
』

竹
内
洋
『
立
志
・
苦
学
・
出
世
』 (

二
O
O六
・
二
、
集
英
社
新
書
)

ご
九
九
一

・
二
、
講
談
社
現
代

49 

1 
8 新

書

※
本
文
の
引
用
は
『
田
山
花
袋
全
集

第
二
巻
』

(
一
九
七
一
一了
九
、
文
泉

堂
書
庖
)
に
拠
り
、
適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
ル
ピ
を
省
略
し
た
。
ま
た
、

引
用
館
所
の
傍
線
部
は
全
て
引
用
者
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。


