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第
四
章

表
情
に
関
し
て
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
､
誰
も
が
知
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
(
承
前
)

作
り
笑
い
､
作
り
顔
､
端
を
も
ち
上
げ
た
口
も
と
､
ふ
く
れ
っ
面
､
そ
の
他
数
知
れ
ぬ
多
く
の
幼
稚
な
気
取
り
を
､
優
美
さ
と
混
同

し
て
は
な
ら
な
い
し
､
ま
し
て
や
表
情
と
混
同
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
｡

｢
情
念
を
つ
く
り
顔
な
し
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
(
九
六
行
)
と
言
わ
れ
て
い
た
｡
情
念
は
自
ら
に
表
情
を
も
た
ら
す
｡

そ
れ
は
自
然
の
現
象
で
あ
り
､
た
と
え
苦
痛
の
表
情
で
あ
っ
て
も
美
し
い
｡
そ
れ
に
ひ
き
か
え
､
美
し
さ
を
狙
っ
た
｢
作
り
顔
｣
は
､

戒
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡
前
段
で
の
｢
作
り
顔
｣
を
う
け
て
､
こ
こ
で
は
､
そ
の
類
似
現
象
が
枚
挙
さ
れ
､
そ
れ
ら
を
総
括
す
る
概
念

と
し
て
｢
気
取
り
(
a
f
f
か
t
e
r
i
e
)
｣
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
意
志
の
介
在
こ
そ
､
表
情
と
い
う
自
然
現
象
を
歪
め
､
顔
を
醜
く
す
る

も
の
に
他
な
ら
な
い
(
3
3
)
｡

君
の
描
く
頭
部
は
､
先
ず
､
美
し
い
性
格
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
情
念
は
､
美
し
い
顔
の
は
う
が
､
そ
こ
に
よ
り
容
易
に

描
き
出
さ
れ
る
｡
情
念
が
極
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
､
こ
の
場
合
に
､
そ
れ
は
い
よ
い
よ
恐
し
い
も
の
に
な
る
だ
け
で
あ
る
｡
古
代
人
の■



二

エ
ウ
メ
ニ
ー
ド
は
美
し
く
､
そ
し
て
そ
の
実
し
さ
の
故
に
い
よ
い
よ
恐
し
く
見
え
る
だ
け
で
あ
る
｡
同
時
に
激
し
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
､

1
0
5
は
ね
つ
l
ナ
ら
れ
る
と
き
に
こ
そ
､
わ
れ
わ
れ
は
最
も
強
く
不
安
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
美
女
の
顔
形
の
大
筋
を
残
し
て
お

く
な
ら
､
エ
ウ
メ
ニ
ー
ド
は
そ
の
よ
う
な
効
果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
｡

顔
の
輪
郭
線
は
､
男
の
顔
の
場
合
縦
長
で
､
上
部
は
幅
広
く
､
下
方
で
す
ぼ
ま
っ
て
お
り
､
高
貴
さ
と
い
う
性
格
を
示
し
て
い
る
｡

顔
の
輪
部
線
は
､
女
や
子
供
の
顔
の
場
合
､
丸
味
を
帯
び
て
お
り
､
そ
れ
は
若
さ
の
性
格
を
示
し
､
優
美
さ
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
｡

或
る
種
の
趣
味
に
と
っ
て
は
､
ラ
オ
コ
ー
ン
の
よ
う
な
苦
悶
の
表
情
は
､
醜
い
顔
に
似
合
う
､
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

そ
の
方
が
写
実
的
な
迫
真
性
に
お
い
て
勝
る
､
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
｡
だ
が
デ
ィ
ド
ロ
は
､
情
念
の
表
現
の
た
め
に
美
し
い
顔

を
要
求
す
る
｡
｢
情
念
は
､
美
し
い
顔
の
は
う
が
､
そ
こ
に
よ
り
容
易
に
描
き
出
さ
れ
る
｡
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
美
し
い
顔
は
歪
ん

で
い
な
い
鏡
に
誓
え
ら
れ
よ
う
か
｡
こ
れ
は
一
般
的
な
要
求
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が
､
こ
こ
に
は
注
意
す
べ
き
こ
と
が
二
つ

あ
る
｡
一
つ
は
こ
の
思
想
が
言
語
上
の
常
套
句
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
､
も
う
一
つ
は
デ
ィ
ド
ロ
自
身
の

感
性
も
し
く
は
趣
味
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
｡

第
一
の
常
套
句
と
は
､
こ
の
段
落
の
最
初
の
行
に
あ
る
｢
君
の
描
く
掛
取
掛
､
卦
い
い
掛
掛
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣

と
い
う
表
現
で
あ
る
｡
｢
美
し
い
性
格
｣
と
い
う
句
は
､
そ
れ
自
体
､
或
る
偏
差
を
感
じ
さ
せ
る
｡
そ
の
｢
性
格
｣
の
語
の
用
法
は
､

五
六
行
目
以
下
で
語
ら
れ
て
い
た
｢
性
格
｣
と
は
明
ら
か
な
遠
い
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
は
た
し
て
こ
れ
は
絵
画
の
専
門
的
術

語
と
し
て
の
用
法
と
思
わ
れ
る
｡
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
.
■
C
a
r
a
c
t
㌢
e
｡
(
e
n
p
e
i
n
t
u
r
e
)
の
項
目
(
ラ
ン
ド
ワ
L
a
n
d
O
i
s
著
日

課
浮
)
に
は
､
｢
或
る
物
の
本
質
を
構
成
し
､
そ
れ
を
他
か
ら
分
つ
諸
々
の
質
(
q
u
巴
i
t
針
)
(
巴
｣
と
い
う
語
の
定
義
が
示
さ
れ
た

上
で
､
ま
さ
に
こ
の
表
現
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
頭
部
の
美
し
い
性
格
(
b
e
a
喜
a
r
a
C
t
㌢
e
d
e

t
か
t
e
)
｣
と
は
､
｢
頭

部
が
そ
の
人
物
の
感
じ
て
い
る
情
念
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
､
と
い
ケ
た
め
だ
け
で
な
く
､
デ
ッ
サ
ン
が
こ
の
頭
部
に
ふ
さ
わ
し
い



こ
と
を
報
せ
る
た
め
に
も
言
う
｣
表
現
で
あ
る
｡
こ
の
第
一
の
意
味
が
､
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
の
用
い
た
表
現
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
｡
情
念
を
よ
く
表
わ
す
頭
部
が
｢
美
し
い
性
格
｣
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
情
念
を
よ
く
表
現
す
る
た
め
に

｢
美
し
い
性
格
｣
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
だ
が
､
そ
の
直
後
の
文
を
読
め
ば
､
デ
ィ
ド
ロ
が
｢
美
し
い
性
格
｣
を
端
的

な
美
し
さ
と
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
｡
こ
れ
は
､
専
門
的
術
語
と
し
て
の
意
味
を
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
ラ
ン

ド
ワ
の
説
明
に
あ
る
二
つ
の
意
味
は
､
い
ず
れ
も
､
対
象
と
し
て
の
頭
部
そ
の
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
り
は
､
む
し
ろ
､
そ

の
絵
画
表
現
の
特
質
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
情
念
が
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
よ
う
な
透
明
感
を
以
て

措
か
れ
た
頭
部
が
､
｢
美
し
い
性
格
｣
と
呼
ば
れ
た
､
と
判
断
で
き
よ
う
｡
当
時
の
専
門
家
た
ち
が
､
美
し
く
な
い
顔
を
も
つ
頭
部

の
表
現
に
つ
い
て
も
､
｢
美
し
い
性
格
｣
を
認
め
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
｡
作
例
を
参
照
す
れ
ば
､
人
々
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性

を
考
え
も
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
ラ
ン
ド
ワ
の
定
義
に
従
っ
て
論
理
的
に
考
え
る
な
ら
､
美
し
く
な
い
顔
の
美
し

い
性
格
と
い
う
可
能
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

デ
ィ
ド
ロ
は
端
的
な
美
し
さ
を
強
調
し
て
､
｢
美
し
い
性
格
の
頭
部
｣
と
い
う
術
語
に
つ
い
て
の
一
つ
の
解
釈
を
提
出
し
た
｡
そ

の
解
釈
が
第
二
の
注
目
点
で
あ
る
｡
文
脈
か
ら
し
て
､
こ
こ
で
は
恐
怖
の
情
念
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
｡
幸
福
な
情
念
が
美
し
い

顔
と
調
和
す
る
こ
と
は
､
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
デ
ィ
ド
ロ
の
説
明
は
恐
怖
の
よ
う
な
不
幸

の
情
念
に
こ
そ
よ
く
あ
て
は
ま
る
｡
或
い
は
そ
れ
ら
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
､
と
い
う
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
｡
何
故
な
ら
､

そ
れ
は
顔
の
美
し
さ
と
情
念
と
の
間
の
対
比
に
基
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
基
く
説
明
の
テ
ー
ゼ
は
､
｢
同

時
に
激
し
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
､
は
ね
つ
け
ら
れ
る
と
き
に
こ
そ
､
我
々
は
最
も
強
く
不
安
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
｣
に
見
ら
れ
る
｡

こ
れ
は
､
情
念
の
表
現
の
効
果
を
強
調
し
て
｢
不
安
を
覚
え
る
｣
と
し
て
い
る
が
､
そ
れ
は
美
的
な
効
果
と
し
て
デ
ィ
ド
ロ
の
求
め

て
い
る
も
の
で
も
あ
る
｡
そ
の
証
拠
は
､
前
段
の
次
の
一
文
に
あ
る
｡
｢
君
の
画
面
に
目
を
と
め
る
こ
上
も
､
そ
こ
か
ら
目
を
離
す

こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
､
し
て
は
し
い
｡
｣
(
九
九
行
)

こ
.
の
牽
引
と
拒
絶
の
力
動
的
な
心
理
状
態
の
典
型
は
､
美
女
エ
ウ
メ
ニ
ー

三



四

ド
(
復
皆
の
女
神
)
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
､
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
な
性
感
覚
さ
え
窺
わ
れ
る
｡

｢
顔
の
輪
郭
線
(
○
昌
-
e
)
｣
に
つ
い
て
の
二
つ
の
節
は
､
｢
美
し
い
性
質
の
頭
部
=
美
し
い
顔
｣
の
画
き
方
の
基
本
を
述
べ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
｡
確
か
に
こ
こ
で
男
女
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て
言
わ
れ
て
い
る
｢
性
格
｣
は
､
美
し
い
性
格
と
は
別
の
形
容
が
さ
れ
て

い
る
が
､
性
の
違
い
に
よ
る
差
異
を
特
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
特
に
女
性
の
丸
味
を
帯
び
た
顔
が
､
若
さ
を
含

意
し
､
優
美
な
効
果
を
持
つ
こ
と
に
注
意
し
よ
う
｡
優
美
は
以
下
の
部
分
の
主
題
と
な
る
｡

髪
の
毛
一
本
の
太
さ
ほ
ど
線
を
ず
ら
し
た
だ
け
で
､
顔
が
美
し
く
な
っ
た
り
､
醜
く
な
っ
た
り
す
る
｡

そ
れ
故
､
優
美
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
､
す
な
わ
ち
､
行
動
の
性
質
へ
の
四
肢
の
あ
の
厳
密
で
正
確
な
適
合
性
を
､
心
得
て
く
れ
た

ま
え
｡
と
く
に
､
優
美
を
俳
優
や
踊
り
の
師
匠
の
言
う
優
美
さ
と
間
違
え
な
い
で
く
れ
た
ま
え
｡
行
動
の
優
美
さ
と
マ
ル
セ
ル
の
優
美

さ
と
は
､
正
し
く
矛
盾
し
あ
う
も
の
で
あ
る
｡
も
し
も
マ
ル
セ
ル
が
､
ア
ン
テ
ィ
ノ
ウ
ス
の
像
の
よ
う
な
か
っ
こ
う
を
し
た
人
に
出
会
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
､
片
手
を
こ
の
人
の
あ
ご
の
下
に
あ
て
､
も
う
一
方
の
手
を
両
肩
の
上
に
置
い
て
､
こ
う
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

｢
や
れ
や
れ
､
よ
く
ま
あ
こ
ん
な
か
っ
こ
う
を
し
て
い
ら
れ
る
も
ん
だ
ね
､
君
｡
｣
そ
れ
か
ら
､
自
分
の
膝
を
彼
の
膝
に
あ
て
て
押
し
の

1
1
5
ば
し
､
肢
の
下
に
手
を
さ
し
込
ん
で
立
た
せ
な
が
ら
､
こ
う
つ
け
加
え
て
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢
こ
れ
じ
ゃ
ま
る
で
蝋
人
形
じ
ゃ
な

い
か
､
溶
け
ち
ま
い
そ
う
だ
ぞ
｡
い
い
か
ね
君
､
こ
の
膝
を
ぴ
ん
と
し
て
く
れ
た
ま
え
｡
こ
の
顔
を
も
っ
と
見
せ
て
く
れ
給
え
よ
､
こ

の
鼻
を
も
う
少
し
上
に
あ
げ
て
｡
｣
そ
し
て
､
†
｣
の
人
を
全
く
も
っ
て
味
気
の
な
い
酒
落
男
に
仕
立
て
上
げ
た
な
ら
ば
､
彼
は
こ
の
人

物
に
は
は
え
み
か
け
､
自
分
の
作
品
に
拍
手
を
送
り
始
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

微
妙
な
表
現
の
差
異
が
､
効
果
の
上
で
大
き
な
違
い
を
生
み
出
す
､
と
す
る
最
初
の
一
行
は
､
内
容
的
に
は
重
要
で
も
､
格
別
論

ず
る
必
要
は
な
い
｡



先
ず
注
目
す
べ
き
は
､
優
美
の
殆
ど
定
義
と
言
っ
て
よ
い
は
ど
簡
潔
な
規
定
で
あ
る
｡
優
美
と
は
即
ち
､
｢
行
動
の
性
質
(
】
a

邑
u
r
e
d
e
-
-
a
c
t
i
O
n
)
へ
の
四
肢
の
あ
の
厳
密
で
正
確
な
適
合
性
(
c
O
n
f
O
r
m
i
-
か
)
｣
で
あ
る
｡
だ
が
こ
れ
は
定
義
と
は
言
え
.
な

い
｡
何
故
な
ら
､
こ
れ
は
ま
さ
し
く
デ
ィ
ド
ロ
の
主
張
す
る
｢
自
然
｣
の
在
り
方
に
他
な
ら
ず
､
こ
の
規
定
を
満
足
す
る
す
べ
て
が

優
美
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
直
前
に
あ
っ
た
苦
悶
す
る
ラ
オ
コ
ー
ン
に
つ
い
て
も
､
｢
行
動
の
性
質
へ
の
厳

密
な
適
合
｣
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
そ
の
効
果
は
優
美
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
従
っ
て
､
さ
し
当
た
り
は
､
優
美
に
関

し
て
も
デ
ィ
ド
ロ
は
自
然
の
在
り
方
を
要
求
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
し
か
言
え
な
い
｡
だ
が
そ
れ
で
も
､
こ
の
規
定
の
中
に
は
一

点
､
注
目
す
べ
き
所
が
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
行
動
｣
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
､
こ
こ
に
は
､
優
美
を
動
き
と
結
び
つ
け
る
表
象
が
垣
間

見
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
舞
踊
の
師
匠
マ
ル
セ
ル
の
逸
話
と
つ
な
が
っ
て
く
る
｡

マ
ル
セ
ル
と
ア
ン
テ
ィ
ノ
ウ
ス
像
と
に
関
す
る
こ
の
議
論
は
､
ホ
ガ
ー
ス
の
『
実
の
分
析
』
の
中
の
図
版
に
基
く
も
の
で
､
プ
.
ク

ダ
ル
に
よ
れ
ば
､
そ
の
着
想
を
与
え
た
の
は
グ
リ
ム
で
あ
る
｡
こ
の
逸
話
の
中
で
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ

ば
､
そ
れ
は
､
優
美
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
手
が
か
り
と
な
り
う
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
｡
ア
ン
テ
ィ
ノ
ウ

ス
は
｢
行
動
の
性
質
=
自
然
｣
に
適
合
し
た
優
美
き
の
典
型
と
さ
れ
て
い
る
｡

そ
こ
で
ホ
ガ
ー
ス
の
版
画
を
参
照
し
っ
つ
､
デ
ィ
ド
ロ
の
言
葉
を
再
吟
味
し
て
み
よ
う
｡
こ
の
版
画
を
見
る
と
､
ア
ン
テ
ィ
ノ
ウ

ス
の
姿
勢
は
､
腰
を
心
持
ち
左
に
押
し
出
し
､
そ
の
左
の
腰
に
左
手
を
あ
て
､
両
脚
は
く
つ
ろ
い
で
膝
を
軽
く
曲
げ
､
足
は
開
い
て

い
る
が
両
膝
は
つ
い
て
い
る
｡
顔
は
わ
ず
か
に
う
つ
向
き
加
減
で
左
の
方
を
向
い
て
い
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
視
覚
的
に
不
自

然
な
感
じ
は
な
い
が
､
実
際
に
模
倣
し
て
み
る
と
､
か
な
り
無
理
が
感
じ
ら
れ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
が
こ
れ
を
自
然
で
優
美
な
も
の
と
見

た
の
は
､
そ
こ
に
こ
と
さ
ら
作
っ
た
よ
う
な
わ
ざ
と
ら
し
さ
が
な
く
､
全
身
に
或
る
な
め
ら
か
な
動
勢
(
｢
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足

の
つ
ま
先
ま
で
う
ね
る
よ
う
に
し
て
広
が
っ
て
い
る
効
果
｣
第
〓
早
八
六
行
)
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
対
し
て
､

舞
踊
の
師
匠
マ
ル
セ
ル
の
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
､
顔
を
正
面
に
向
け
､
少
し
上
を
見
る
よ
う
に
す
る
こ
と
､
そ
し
て
膝
を
伸
ば
す

五
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こ
と
で
あ
る
｡
正
確
な
と
こ
ろ
は
判
ら
な
い
が
､
こ
れ
が
今
日
の
バ
レ
エ
の
締
り
手
の
独
得
の
姿
勢
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
で
あ

る
こ
と
は
､
間
違
い
な
い
｡

デ
ィ
ド
ロ
が
『
サ
ロ
ン
』
の
中
で
マ
ル
セ
ル
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
即
ち
『
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
カ
ル
ル
･

ヴ
ァ
ン
ロ
ー
の
絵
画
｢
実
の
三
女
神
｣
を
扱
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
｡
実
の
女
神
を
意
味
す
る
.
.
】
e
s
G
r
許
e
s
.
-
は
正
し
く
｢
優
美
｣

を
意
味
し
､
こ
こ
で
も
優
美
と
マ
ル
セ
ル
が
対
比
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の
オ
ー
ド
第
四
番
の
冒
頭
部
分
を
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
し
た
デ
ィ
ド
ロ
は
､
そ
れ
と
マ
ル
セ
ル
の
ポ
ー
ズ
を
対
比
し
､
主
題
で
あ
る
ヴ
ァ
ン
ロ
ー
の
実
の
三
女
神
の
特
に
中
央
の
女
神
の

像
を
マ
ル
セ
ル
的
な
も
の
と
す
る
｡
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の
情
景
は
全
く
型
に
は
ま
っ
た
も
の
だ
が
､
次
の
よ
う
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
｡
春
､
月
夜
と
そ
の
や
わ
ら
か
い
光
､
小
川
､
若
葉
､
森
に
近
い
草
原
､
若
々
し
い
肉
体
と
そ
の
踊
り
､
パ
ン
の
笛
､
踊
る
女

神
た
ち
を
目
で
追
う
牧
神
た
ち
の
欲
望
､
踊
り
に
加
わ
る
ニ
ン
フ
達
…
…
こ
こ
に
デ
ィ
ド
ロ
が
読
み
と
っ
て
い
た
の
は
､
自
然
な
､

若
々
し
い
生
命
力
の
発
露
と
し
て
の
舞
踊
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
証
拠
に
､
こ
れ
と
対
比
さ
れ
た
中
央
の
女
神
は
｢
硬
直
し

て
い
る
(
r
a
i
d
e
)
｣
と
言
わ
れ
､
｢
ま
る
で
マ
ル
セ
ル
に
振
り
付
け
ら
れ
た
(
a
r
r
a
n
g
か
)
よ
う
だ
｣
と
評
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
絵
の
図
版
を
見
る
と
､
問
題
の
女
性
像
は
､
完
全
に
正
面
を
向
き
､
ご
く
細
身
で
､
か
な
り
堅
い
線
が
身
体
の
細
さ
を
強
調
し
､

右
足
を
わ
ず
か
に
前
に
出
し
て
踵
を
浮
か
し
て
は
い
る
が
､
ほ
ぼ
直
立
の
姿
勢
で
い
る
｡
こ
れ
は
､
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
と
は
ぼ

符
合
す
る
｡
つ
ま
り
､
マ
ル
セ
ル
の
｢
優
美
｣
の
具
体
像
と
し
て
､
こ
の
ヴ
ァ
ン
ロ
ー
の
三
女
神
の
中
央
の
像
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
｡
ま
た
こ
の
絵
に
つ
い
て
の
評
言
の
中
で
は
､
｢
彼
女
た
ち
は
そ
れ
を
誇
示
し
て
い
る
(
s
e
m
O
n
t
r
e
r
)
｣
と
い
う
言
葉
に
も

注
目
し
よ
う
｡
そ
れ
は
､
自
然
さ
に
反
す
る
｢
気
ど
り
｣
の
表
れ
に
他
な
ら
な
い
｡

他
人
の
中
に
ま
じ
っ
て
い
る
男
と
行
動
し
て
い
る
利
害
の
当
事
者
の
違
い
､
ひ
と
り
居
る
男
と
他
人
に
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
男
の
達

1
2
い
の
感
覚
を
失
う
な
ら
ば
､
絵
筆
を
火
の
中
に
投
げ
込
ん
だ
方
が
い
い
｡
君
の
措
く
人
物
は
ど
れ
も
こ
れ
も
､
ア
カ
デ
､
､
､
Ⅰ
風
で
､
し
つ



ん
と
つ
っ
ぱ
っ
た
姿
勢
を
し
､
し
や
ち
こ
ば
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
差
違
を
感
じ
と
り
た
い
と
い
う
の
か
ね
｡
君
は
ひ
と
り
で
自
宅
に
居
る
も
の
と
し
よ
う
｡
君
は
僕
の
原
稿
を
待
っ
て
い
る
が
届

か
な
い
｡
君
主
と
い
う
も
の
は
ち
ょ
う
ど
欲
し
い
と
思
っ
た
そ
の
と
き
に
奉
仕
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
も
の
だ
､
な
ど
と
君
は
考
え

て
い
る
｡
そ
こ
で
君
は
､
わ
ら
椅
子
の
上
で
身
体
を
伸
ば
し
､
腕
を
膝
に
お
い
て
い
る
｡
ナ
イ
ト
キ
ャ
ッ
プ
が
眼
に
か
か
る
ほ
ど
に
さ

1
2
5
が
っ
て
い
る
か
､
或
い
は
髪
は
乱
れ
､
曲
っ
た
櫛
で
か
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
き
ち
ん
と
な
っ
て
い
な
い
｡
君
の
部
屋
着
は
前
が
は
だ

け
両
側
と
も
大
き
な
ひ
だ
を
な
し
て
脇
に
垂
れ
下
っ
て
い
る
｡
こ
ん
な
様
子
の
君
は
､
全
く
絵
に
書
い
た
よ
う
だ
し
､
美
し
い
｡
そ
こ

ヘ
ド
･
カ
ス
ト
リ
1
侯
爵
来
訪
の
報
せ
だ
｡
す
る
と
ナ
イ
ト
キ
ャ
ッ
プ
は
き
ち
ん
と
上
げ
ら
れ
､
部
屋
着
の
前
は
合
わ
さ
れ
る
｡
こ
の

実
直
な
る
人
物
は
手
足
を
見
事
に
と
り
す
ま
し
､
気
ど
っ
て
マ
ル
セ
ル
風
の
姿
勢
を
と
る
｡
こ
れ
は
や
っ
て
き
た
来
客
に
は
い
と
も
快

か
ろ
う
が
､
垂
術
家
に
と
っ
て
は
い
た
く
退
屈
だ
｡
先
刻
の
君
は
聾
術
家
の
友
で
あ
っ
た
が
､
今
は
も
う
そ
う
で
は
な
い
｡

こ
れ
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
考
え
る
自
然
な
在
り
方
に
つ
い
て
･
の
一
般
的
な
表
明
と
､
そ
の
実
例
に
よ
る
説
明
で
あ
る
｡
人
の
自
然
な

在
り
方
と
は
､
ま
さ
し
く
｢
人
生
の
様
々
な
場
面
｣
(
八
九
行
)
に
即
し
て
､
人
が
自
然
に
と
っ
て
い
る
態
度
で
あ
り
､
姿
勢
で
あ

る
｡
(
こ
れ
が
更
に
一
般
的
な
次
元
で
類
型
化
さ
れ
る
と
､
そ
の
前
の
部
分
で
語
ら
れ
た
政
体
の
違
い
の
問
題
に
つ
な
が
る
｡
)
こ
れ

は
殆
ど
実
存
論
的
な
意
味
で
の
状
況
の
函
数
と
し
て
の
人
の
在
り
方
で
あ
り
､
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
よ
う
な
占
e
f
i
n
d
-
i
c
b
k
e
i
t
=

(
自
分
の
現
在
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
感
覚
)
に
近
い
｡
こ
れ
は
自
ら
内
側
か
ら
感
じ
と
る
よ
り
仕
方
の
な
い
違
い
で
あ
り
､
｢
感
覚

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
)
｣
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
外
形
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
､
自
ら
に
形
を
類
型
化
し
て
し
ま
い
､
ア
カ
デ
､
､
､
-

風
に
堕
す
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
グ
リ
ム
の
実
例
に
注
目
す
る
な
ら
､
そ
こ
に
一
つ
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
｡
後
援
者
で
あ
る
貴
族
の
来
訪
を
告
げ
ら
れ
た

グ
リ
ム
が
､
｢
気
ど
っ
て
(
s
e
m
a
n
i
㌢
e
r
)
マ
ル
セ
ル
風
の
姿
勢
を
と
る
(
s
e
m
a
r
c
e
-
i
s
e
r
)
｣
の
も
､
そ
れ
自
体
は
や
は
り
状
況

七
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の
函
数
で
あ
り
､
こ
の
気
取
り
は
､
そ
の
状
況
に
お
い
て
は
自
然
な
も
の
で
あ
る
､
と
も
言
え
よ
う
｡
そ
れ
は
現
実
の
中
に
あ
る
も

の
で
あ
っ
て
､
垂
術
家
が
現
実
を
歪
め
た
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
れ
を
斥
け

る
｡
右
の
引
用
文
の
中
で
､
｢
手
法
(
マ
ニ
エ
ー
ル
)
｣
と
｢
マ
ル
セ
ル
｣
と
い
う
｢
垂
術
の
与
え
る
歪
み
｣
を
代
表
す
る
二
つ
の

概
念
が
､
グ
リ
ム
の
姿
勢
の
形
容
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
示
唆
的
で
あ
る
｡

こ
こ
で
｢
絵
画
的
(
p
i
t
t
O
r
e
S
q
u
e
)
｣
の
概
念
に
注
目
し
よ
う
｡
『
百
科
全
書
』
に
は
､
デ
ュ
ボ
ス
の
用
語
に
由
来
す
る
→
絵
画

的
構
図
[
も
し
く
は
画
面
]
(
8
m
p
O
S
i
t
i
O
n
p
i
t
t
O
r
①
S
q
u
e
)
｣
の
項
(
第
十
三
巻
一
七
六
五
年
)
が
あ
る
だ
け
▼
で
あ
る
｡
そ
こ
で

ブ
ク
ダ
ル
が
全
集
本
に
つ
け
た
｢
術
語
集
｣
は
､
一
七
七
一
年
の
ト
レ
ヴ
ー
の
辞
典
の
定
義
を
挙
げ
て
い
る
｡
そ
れ
は
｢
画
家
の
発

憩
(
i
n
㌃
n
t
i
O
n
)
や
想
像
力
に
属
す
る
こ
と
｣
と
い
う
も
の
で
､
｢
表
現
に
最
も
適
し
た
｣
と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
即
ち
､

言
わ
ば
｢
強
い
表
現
｣
を
指
す
形
容
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
一
例
の
み
を
以
て
､
｢
絵
画
的
｣
の
具
体
的
内
容
を
特
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
｡
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
｢
絵
画
的
｣
と
形
容
し
て
い
る
画
面
は
､
｢
普
段
着
の
生
活
風
景
｣
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ

る
｡
ア
カ
デ
､
､
､
ツ
ク
な
様
式
化
を
斥
け
る
態
度
の
中
に
は
､
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ク
チ
ェ
ア
レ
ス
ク
と
共
通
す
る
も
の
を
認
め
る
こ
と
が

(
哺
)

で
き
る
｡

13

ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
カ
ラ
ッ
チ
一
族
や
他
の
画
家
た
ち
の
描
い
た
い
く
つ
か
の
人
物
像
､
あ
る
性
格
の
頭
部
を
よ
く
よ
く
見
つ
め
る
と
き
､

わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
が
そ
れ
を
ど
こ
か
ら
得
て
き
た
も
の
か
と
考
え
て
し
ま
う
｡
強
い
想
像
力
の
働
き
の
中
で
､
作
家
た
ち
の
中
で
､
雲

の
中
､
火
事
の
中
､
廃
虚
の
中
で
得
た
の
で
あ
り
､
ま
た
同
胞
の
も
と
で
最
初
の
表
現
要
素
を
と
り
あ
つ
め
た
場
合
に
は
､
そ
れ
を
次

に
詩
情
が
拡
大
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
類
稀
れ
な
人
々
は
感
受
性
と
独
創
力
と
創
造
的
な
気
質
と
を
持
っ
て
い
た
｡
ま
た
彼
ら
は
書
物
､
と
り
わ
け
詩
人
の
作
品

1
3
5
を
読
ん
で
い
た
｡
詩
人
と
は
強
い
想
像
力
の
持
主
で
あ
り
､
自
ら
の
つ
く
っ
た
幻
を
前
に
､
自
分
で
情
を
動
か
さ
れ
た
り
､
こ
わ
が
っ



た
り
す
る
｡

こ
の
冒
頭
に
｢
あ
る
性
格
の
頭
部
(
c
e
r
t
a
i
n
s
c
a
r
a
c
t
㌢
e
s
d
e
t
か
t
e
)
｣
と
あ
る
こ
と
侶
､
五
～
七
段
以
前
の
議
論
に
続
い
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
間
に
あ
っ
た
優
美
や
状
況
に
よ
る
表
情
の
ち
が
い
を
め
ぐ
る
論
は
､
女
性
の
頭
部
の
性

格
を
機
に
､
言
わ
ば
挿
入
さ
れ
た
部
分
と
見
な
し
う
る
｡
そ
し
て
､
こ
こ
か
ら
は
､
絵
画
と
詩
も
し
く
は
文
学
と
の
関
係
､
特
に
詩

の
持
分
と
し
て
の
想
像
力
の
働
き
が
中
心
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
し
か
し
細
部
に
入
る
と
難
し
い
所
が
少
く

な
い
｡

前
半
の
段
落
は
､
｢
あ
る
性
格
の
頭
部
｣
､
す
な
わ
ち
明
確
な
表
情
を
湛
え
た
頭
部
の
表
現
の
由
来
を
問
う
て
い
る
｡
そ
の
書
き
方
､

｢
～
を
よ
く
よ
く
見
つ
め
る
(
0
0
n
S
i
d
㌢
e
r
)
と
き
､
…
…
考
え
て
し
ま
う
(
O
n
S
e
d
e
m
a
n
d
e
)
｣
と
い
う
言
い
ま
わ
し
に
､
既
に

或
る
並
で
は
な
い
も
の
､
不
思
議
な
も
の
の
知
覚
が
窺
わ
れ
る
｡
問
題
は
次
の
文
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
｢
ど
こ
か
ら
得
て
き
た
も
の

か
｣
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
､
答
と
す
る
べ
く
､
前
置
詞
d
a
n
s
に
名
詞
を
つ
な
げ
た
副
詞
句
を
六
つ
並
べ
､
そ
の
最
後
の
名

詞
の
直
ぐ
後
に
､
○
ら
で
導
か
れ
る
関
係
代
名
詞
節
を
つ
づ
け
て
い
る
｡
こ
の
枚
挙
が
雑
然
と
し
て
い
る
こ
と
と
､
関
係
詞
節
の
か

か
り
方
(
六
つ
の
名
詞
に
か
か
る
の
か
､
そ
れ
と
も
最
後
の
名
詞
の
み
に
か
か
る
の
か
)
と
が
､
問
題
と
な
る
｡
先
ず
六
つ
の
名
詞

を
見
て
み
よ
う
｡

第
一
は
｡
u
n
e
i
m
a
g
i
n
a
t
i
O
n
f
O
r
t
①
-
-
だ
が
､
不
定
冠
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
､
具
体
的
な
｢
働
き
｣
を
指
し
て
い
る
と
解

さ
れ
る
が
､
そ
も
そ
も
｢
強
い
想
像
力
｣
と
は
何
か
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
名
詞
句
を
次
の
段
落
〓
三
五
行
)
で
も
用
い
て
い
る
か

ら
､
或
る
明
確
な
概
念
を
抱
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
､
辞
典
類
や
『
百
科
全
書
』
の
｢
想
像
力
｣
の
項
(
第
八
巻
､
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
著
)
を
見
て
も
､
こ
の
表
現
は
見
当
ら
な
い
｡
そ
の
中
で
は
､
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
言
う
｢
能
動
的
想
像
力
(
i
m
a
g
i
n
a
t
i
O
n

a
c
t
i
孟
)
｣
の
概
念
が
､
こ
れ
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
､
想
像
力
を
受
動
的
と
能
動
的
の
二
種
に
分
け
る
｡九



一〇

(
｢
～
と
呼
ば
れ
る
｣
と
い
う
書
き
方
か
ら
見
て
､
こ
れ
は
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
呼
称
と
思
わ
れ
る
｡
)
す
な
わ
ち
｢
対
象
の
単

な
る
印
象
を
保
持
す
る
｣
も
の
と
､
｢
こ
の
受
け
取
っ
た
像
を
配
列
し
､
無
数
の
仕
方
で
組
み
合
わ
せ
る
｣
も
の
で
あ
る
｡
言
う
ま

で
も
な
く
､
蛮
術
に
関
わ
る
の
は
後
者
で
あ
り
､
そ
れ
は
生
得
の
才
能
で
あ
っ
て
､
｢
構
想
の
想
像
力
(
i
m
a
g
i
n
a
t
i
｡
で
〓
n
孟
ヲ

t
i
O
n
)
｣
と
｢
細
部
の
想
像
力
｣
.
に
分
け
ら
れ
る
｡
語
義
の
類
似
性
か
ら
し
て
､
｢
強
い
想
像
力
｣
を
｢
能
動
的
想
像
力
｣
と
重
ね
る

こ
と
が
で
き
よ
う
｡

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
三
つ
目
と
四
つ
目
の
名
詞
､
す
な
わ
ち
｢
雲
｣
と
｢
火
事
｣
､
特
に
雲
に
注
目
す
る
な
ら
ば
､
こ
れ
が

｢
強
い
想
像
力
｣
を
刺
戟
す
る
対
象
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
間
違
い
な
い
｡
雲
を
見
つ
め
て
い
て
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ
を
考
え
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
､
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
判
断
力
や
抑
制
の
契
機
を
強
調
し
て
い
た
の
を
超
え
る
､
自
由
な
空
想
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
｢
強
い
想
像
力
｣
は
む
し
ろ
､
こ
の
後
､
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
論
じ
ら
れ
る
｢
創
造
的
想
像
力
｣

に
通
じ
る
も
の
､
と
見
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
｡

二
つ
目
の
名
詞
｡
a
u
t
e
u
r
s
｡
は
､
広
い
意
味
で
の
｢
文
学
者
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
次
の
段
落
で
は
､
詩
人
が
｢
強
い
想
像
力
の
持

主
｣
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
詩
人
と
想
像
力
の
問
に
デ
ィ
ド
ロ
が
強
い
特
権
的
な
絆
を
認
め
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
｡
第
五
の
名
詞

｢
廃
嘘
｣
が
想
像
力
を
刺
戟
す
る
対
象
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
｡
従
っ
て
､
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
､
ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
カ
ラ
ッ

チ
一
族
の
絵
に
見
ら
れ
る
､
或
る
性
格
を
も
っ
た
頭
部
の
表
現
は
､
想
像
力
の
働
き
に
由
来
す
る
､
と
い
う
論
旨
と
し
て
､
整
合
的

に
理
解
さ
れ
る
｡
問
題
は
最
後
の
部
分
に
絞
ら
れ
る
｡

先
ず
名
詞
｢
同
胞
(
n
a
t
i
O
n
)
｣
が
､
そ
れ
以
前
の
想
像
力
に
関
わ
る
五
つ
の
名
詞
と
は
全
く
異
質
で
局
名
｡
そ
れ
は
火
事
や
廃

嘘
の
よ
う
な
特
異
な
対
象
で
は
な
く
､
身
の
ま
わ
り
の
､
日
常
的
な
生
活
環
境
と
解
き
れ
る
｡
そ
こ
で
㌔
P
;
に
導
か
れ
た
関
係
詞

節
の
内
容
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
そ
の
文
意
は
明
ら
か
で
､
｢
そ
こ
で
素
材
と
な
る
べ
き
も
の
を
採
集
し
､
そ
れ
を
.
-
p
O
か
s
i
e
;

が
拡
大
す
る
｣
と
い
う
こ
と
で
､
端
的
に
想
像
力
の
働
き
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
｡
そ
う
考
え
れ
ば
､
こ
の
関
係
節
を
以
前
の
名
詞
､



雲
や
火
事
や
廃
墟
な
ど
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
､
何
の
支
障
も
あ
る
ま
い
｡
だ
が
､
そ
れ
の
取
り
う
る
先
行
詞
群
に
｢
強
い
想
像
箭
亡

を
含
め
る
こ
と
は
､
明
ら
か
に
不
適
切
で
あ
る
し
､
｢
作
家
た
ち
｣
に
つ
い
て
も
ー
富
針
e
｡
が
障
り
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ

の
=
p
｡
㌻
e
;
の
意
味
が
そ
も
そ
も
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
｡
一
つ
の
解
釈
と
し
て
は
､
｢
生
な
素
材
を
得
た
上
で
､
詩
を
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
れ
を
拡
大
す
る
｣
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
､
こ
の
関
係
詞
節
の
先
行
詞
と
し
て

｢
作
家
た
ち
｣
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
で
は
､
こ
の
時
代
の
用
語
法
に
お
い
て
､
こ
p
O
㌻
e
･
妄
詩
情
も
し
く
は
詩
的
精
神
､
詩

的
本
質
の
よ
う
な
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
｡
『
百
科
全
書
』
を
参
照
し
よ
う
｡
ジ
ョ
ク
ー
ル
の
書
い
た
｢
詩
｣

の
項
目
は
､
そ
の
冒
頭
の
定
義
か
ら
見
て
､
｢
詩
作
品
｣
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
｡
だ
が
､
そ
の
本
質
を
何
に
求
め

る
か
に
つ
い
て
､
著
者
は
三
つ
の
考
え
を
呈
示
す
る
｡
第
一
は
｢
虚
構
｣
､
第
二
は
｢
定
型
詩
の
形
｣
､
第
三
は
｢
熱
狂
(
①
n
t
b
O
u
S
i
.

a
s
m
e
)
も
し
く
は
感
情
｣
で
あ
る
｡
最
後
に
ジ
ョ
ク
ー
ル
は
こ
の
三
者
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
｢
模
倣
｣
を
主
張
す
る
の
だ
が
､

注
目
す
べ
き
は
熱
狂
説
の
存
在
で
あ
る
｡
こ
の
説
そ
の
も
の
は
､
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
影
響
下
に
､
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
期
に
定
着
し
た

考
え
で
､
少
し
も
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
詩
と
は
熱
狂
で
あ
る
と
言
う
ほ
ど
に
強
調
さ
れ
る
な
ら
､
こ
p
O
㌻
e
･
-
は
具

体
的
な
作
品
よ
り
も
む
し
ろ
､
詩
情
や
詩
的
本
質
の
意
味
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
の
文
は
､
素
直
に
読
む

な
ら
､
こ
の
意
味
に
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
場
合
､
関
係
詞
節
の
先
行
詞
と
し
て
｢
想
像
力
｣
を
と
り

え
な
い
こ
と
は
変
ら
な
い
が
､
｢
作
家
｣
に
つ
い
て
は
不
可
能
で
は
な
い
｡
｢
詩
情
｣
は
あ
く
ま
で
画
家
の
側
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
文
学
者
に
言
及
し
な
が
ら
､
｢
詩
｣
を
画
家
の
持
分
と
す
る
の
は
､
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
｡
い
ず
れ
に

せ
よ
､
こ
こ
は
先
行
詞
を
六
つ
の
副
詞
句
す
べ
て
と
す
る
か
､
直
前
の
一
つ
と
す
る
か
し
か
選
択
の
可
能
性
は
な
い
｡
不
整
合
な
も

の
が
一
つ
で
も
あ
る
以
上
､
六
つ
全
部
を
先
行
詞
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
､
直
前
の
｢
同
胞
｣
の
み
を
先
行
詞
と
す
る
ほ
か
は
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
構
文
を
捉
え
て
み
る
と
､
｢
同
胞
の
も
と
で
｣
が
他
の
五
つ
の
枚
挙
と
の
間
に
示
し
て
い
た
異
和
感
も
解
消
す
る
よ

ぅ
に
思
わ
れ
る
｡
詩
作
品
､
雲
､
火
事
､
廃
嘘
は
､
そ
れ
自
体
が
想
像
力
を
刺
戟
す
る
対
象
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
日
常
的
生
活

一
一



一二

環
境
は
､
画
家
が
モ
チ
ー
フ
を
得
て
く
る
最
大
の
宝
庫
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
､
直
ち
に
想
像
力
の
働
き
を
喚
起
す
る
わ
け
で
は
な

い
｡
そ
こ
で
｢
詩
情
に
よ
る
拡
大
｣
と
い
う
過
程
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
､
不
可
欠
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
こ
で
｢
或
る
性
格
を

持
っ
た
頭
部
｣
の
表
現
の
出
所
と
し
て
の
六
つ
は
､
先
ず
最
も
原
理
的
な
も
の
(
想
像
力
)
､
次
い
で
最
大
の
手
が
か
り
(
文
学
作

品
)
､
そ
れ
に
つ
づ
け
て
具
体
的
な
対
象
を
挙
げ
る
､
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

後
半
の
段
落
の
冒
頭
〓
三
四
行
)
に
は
､
ラ
フ
ァ
エ
ロ
ら
の
資
質
と
し
て
､
三
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
右
に
検
討
し
た
文
脈

か
ら
判
断
し
て
､
こ
の
三
点
は
｢
強
い
想
像
力
｣

の
働
き
を
支
え
て
い
る
も
の
､
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
感
受
性

(
s
e
n
s
i
b
i
-
i
t
か
)
と
は
｢
感
じ
や
す
さ
｣
の
こ
と
で
あ
り
､
次
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
詩
人
の
特
質
と
符
合
す
る
｡
独
創
性
は
､
ま
さ

し
く
新
し
い
像
を
産
み
出
す
力
で
あ
ろ
う
｡
最
後
の
.
.
b
u
m
e
u
r
.
.
が
､
語
義
と
し
て
は
最
も
や
っ
か
い
で
あ
る
｡
｢
体
液
｣
や
単
な

る
｢
気
分
｣
で
は
､
文
脈
に
適
合
し
な
い
｡
『
百
科
全
書
』
に
は
､
=
b
O
n
n
e
b
u
m
e
u
r
}
-
と
い
う
イ
デ
ィ
オ
ム
を
除
け
ば
､
こ
れ
以

外
の
意
味
は
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
イ
デ
ィ
オ
ム
は
､
現
代
の
辞
典
を
開
い
て
も
｢
上
機
嫌
｣
の
意
味
し
か
出
て
い
な
い
し
､

『
百
科
全
書
』
の
当
該
項
目
(
ジ
ョ
ク
ー
ル
著
)
に
し
て
も
､
大
筋
は
変
ら
な
い
｡
し
か
し
､
初
版
の
ア
カ
デ
､
､
､
-
･
フ
ラ
ン
セ
ー

ズ
の
辞
典
を
見
る
と
､
こ
れ
が
創
作
的
な
気
分
を
表
わ
す
こ
と
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
作
家
が
執
筆
す
る

の
に
好
適
な
心
持
で
い
る
と
き
､
ロ
e
s
t
e
n
b
O
n
n
e
b
u
m
e
u
r
[
彼
は
よ
い
b
u
m
e
u
r
で
あ
る
]
と
い
う
言
い
方
を
す
る
｡
｣
そ
し
て
､

こ
れ
は
画
家
や
音
楽
家
ら
｢
想
像
力
と
天
分
(
g
㌢
e
)
で
仕
事
を
す
る
｣
す
べ
て
の
人
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
､
と
い
う
但
し
書
が

あ
る
｡
こ
の
語
義
を
強
調
し
た
も
の
が
､
｢
時
に
は
空
想
(
㌻
n
t
a
i
s
i
e
)
､
締
想
(
c
a
p
r
i
c
e
)
と
解
さ
れ
る
｣
と
い
う
用
法
で
あ
る
｡

こ
れ
は
デ
ィ
ド
ロ
の
文
脈
に
極
め
て
よ
く
適
合
す
る
｡
特
に
､
想
像
力
と
の
親
近
性
に
注
目
し
よ
う
｡
結
局
､
こ
こ
で
枚
挙
さ
れ
た

三
つ
の
資
質
は
､
刺
戟
を
生
き
い
き
と
感
じ
と
り
､
独
得
な
仕
方
で
像
を
生
み
出
す
こ
と
で
､
｢
強
い
想
像
力
の
働
き
｣
を
構
成
す

る
も
の
で
あ
る
｡



わ
た
し
は
抗
う
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
い
｡
ど
う
し
て
も
こ
こ
で
君
に
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
詩
人
の
彫
像
家
や
画
家
に
対
す

る
作
用
や
反
作
用
を
､
彫
像
家
の
詩
人
へ
の
作
用
や
反
作
用
､
そ
し
て
そ
の
双
方
が
自
然
の
中
の
生
け
る
も
の
､
生
な
き
も
の
へ
と
及

ぼ
す
作
用
や
反
作
用
を
｡
わ
た
し
は
二
千
年
若
返
り
､
古
代
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
塾
術
家
た
ち
が
､
ど
の
よ
う
に
し
て
相
互
に
影
響
し

1
4
0
あ
っ
て
い
た
か
を
､
そ
し
て
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
然
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
し
､
そ
こ
に
神
の
刻
印
を
与
え
て
い
た
か
を
､

君
に
説
明
し
よ
う
｡
ジ
ュ
ピ
テ
ル
は
そ
の
黒
い
眉
を
動
か
す
だ
け
で
オ
リ
ン
ボ
ス
の
山
を
ゆ
る
が
し
た
､
と
ホ
メ
ロ
ス
は
述
べ
た
も
の

で
あ
る
｡
語
っ
た
の
は
神
学
者
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
頭
部
こ
そ
､
寺
院
に
陳
列
さ
れ
る
大
理
石
が
､
ひ
れ
伏
す
崇
拝
者
に
示
し
て

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
彫
刻
家
の
脳
髄
は
興
奮
し
て
熟
を
お
び
た
｡
そ
し
て
､
正
統
的
な
像
を
心
に
捉
え
き
っ
た

と
き
に
は
じ
め
て
､
や
わ
ら
か
な
土
と
へ
ら
と
を
手
に
執
っ
た
｡
詩
人
は
テ
テ
ィ
ス
の
足
を
聖
な
る
も
の
と
し
て
描
い
た
､
す
る
と
こ

1
4
5
の
足
は
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
｡
ヴ
ュ
ニ
ュ
ス
の
う
っ
と
り
さ
せ
る
よ
う
な
胸
を
聖
な
る
も
の
と
し
た
､
す
る
と
こ
の
胸
は
信
仰
の
対

象
と
な
っ
た
｡
ア
ポ
ロ
ン
の
魅
力
的
な
肩
が
聖
化
さ
れ
た
と
な
れ
ば
､
こ
の
肩
が
信
仰
の
対
象
と
な
り
､
ガ
ニ
メ
ー
ド
の
丸
い
お
尻
が
､

と
な
れ
ば
､
こ
の
お
尻
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
民
衆
は
そ
の
教
理
書
に
描
か
れ
た
ま
ま
の
性
格
的
な
魅
力
を
具
え
た
姿

で
神
々
や
女
神
た
ち
を
､
祭
壇
の
上
に
も
見
ら
れ
る
も
の
と
､
期
待
し
て
い
た
｡
神
学
者
な
る
詩
人
が
示
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
り
､

彫
像
家
は
そ
れ
に
背
か
ぬ
よ
う
大
い
に
心
を
配
■
つ
た
も
の
で
あ
る
｡
異
教
徒
の
『
聖
書
』
に
あ
る
よ
う
な
胸
板
の
な
い
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン

1
5
0
像
や
､
同
様
の
背
中
を
持
た
な
い
ヘ
ラ
ク
レ
ス
像
な
ど
､
物
笑
い
の
た
ね
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
､
異
端
的
な
大
理
石
の
か
た
ま
り
は
､

ア
ト
リ
エ
か
ら
外
に
は
出
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

先
ず
主
題
の
連
続
性
に
注
意
し
よ
う
｡
最
初
に
ジ
ュ
ピ
テ
ル
の
頭
部
が
語
ら
れ
る
こ
と
､
そ
し
て
｢
性
格
的
な
魅
力
(
】
e
s
c
b
a
r
･

m
e
s
c
a
r
a
c
t
㌢
s
t
i
q
u
e
s
)
､
〓
四
七
行
)
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
､
そ
の
こ
と
の
直
接
的
な
証
左
で
あ
る
｡
こ
の

段
落
の
冒
頭
に
あ
る
一
種
の
断
り
書
き
は
､
話
題
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
事
例
と
い
う
特
殊
な
も
の
に
な
る
が
ゆ
え
の
も
の
で
あ
っ
て
､

一三



一四

主
題
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
点
を
整
理
す
る
な
ら
､
情
念
の
表
現
も
し
く
は
表
情
は
､
頭
部
の
性
格
と
し

て
現
れ
て
く
る
が
､
そ
の
よ
う
な
表
現
を
得
る
鍵
は
｢
強
い
想
像
力
｣
に
あ
灯
､
具
体
的
な
手
が
か
り
と
し
て
は
､
何
よ
り
も
詩
人

の
作
品
を
読
む
こ
と
に
あ
る
､
そ
の
次
第
を
実
証
的
に
示
し
て
い
る
の
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
場
合
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

論
旨
は
明
瞭
で
あ
る
｡
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
人
び
と
は
､
ホ
メ
ロ
ス
の
よ
う
な
詩
人
の
描
い
た
神
々
の
姿
を
､
単
な
る
虚
構
と
し
て

捉
え
た
の
で
は
な
く
､
そ
の
宗
教
心
の
中
で
受
け
取
っ
た
｡
詩
で
あ
る
以
上
､
神
々
は
抽
象
的
な
存
在
で
は
な
く
､
生
き
い
き
と
し

た
肉
体
と
表
情
を
具
え
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
か
ら
､
神
殿
に
置
か
れ
る
神
像
を
制
作
し
た
彫
刻
家
た
ち
は
､
自
ら
､
詩
人

の
想
像
力
に
従
っ
た
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
議
論
は
､
所
謂
詩
画
論
に
属
す
る
も
の
で
､
十
八
世
紀
美
学
の
一
つ
の
中
心
的
主
題
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
､
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
そ
の
動
向
を
感
じ
と
っ
て
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
｡
し
か
し
､
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
デ
ュ
ボ
ス
や
レ
ッ

シ
ン
グ
の
よ
う
に
､
知
覚
の
条
件
に
立
脚
し
て
詩
と
造
形
美
術
を
比
較
す
る
議
論
と
は
､
こ
れ
は
明
ら
か
に
異
っ
て
い
る
｡
デ
ィ
ド

ロ
が
論
じ
て
い
る
の
は
､
む
し
ろ
､
古
代
人
た
ち
が
神
々
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
た
か
､
ま
た
詩
が
彼
ら
の
知
的
生
活
の
中
で

い
か
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
､
こ
れ
は
ゲ
ィ
ー
コ
の
問
題
意
識
に
よ
り
近
い
｡

そ
こ
で
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
｡
と
い
う
の
は
､
結
局
の
と
こ
ろ
､
詩
人
は
啓
示
を
与
え
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
､
信
仰
を

与
え
た
わ
け
で
も
な
い
｡
ま
た
画
家
や
彫
刻
家
も
､
自
然
よ
り
借
り
た
諸
々
の
性
質
を
再
現
し
た
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
こ

で
起
っ
た
こ
と
は
す
な
わ
ち
､
寺
院
か
ら
出
て
き
て
民
衆
が
こ
れ
ら
の
性
質
を
何
人
か
の
人
々
の
中
に
再
確
認
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

1
5
5
た
な
ら
ば
､
そ
の
と
き
彼
ら
は
以
前
と
は
ち
が
う
思
い
を
も
っ
た
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
女
性
は
足
を
テ
テ
ィ
ス
に
､
胸
を
ヴ
ュ
ニ
ュ

ス
に
提
供
し
た
｡
今
度
は
女
神
が
そ
れ
を
女
性
に
返
し
て
く
れ
る
の
だ
が
､
聖
化
し
神
化
し
て
返
し
て
く
れ
る
｡
男
性
は
ア
ポ
ロ
ン
に

肩
を
､
胸
を
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
に
､
筋
肉
隆
々
た
る
脇
腹
を
マ
ル
ス
に
､
神
々
し
い
頭
部
を
ジ
ュ
ピ
テ
ル
に
､
尻
を
ガ
ニ
メ
ー
ド
に
提
供



し
た
｡
し
か
し
､
ア
ポ
ロ
ン
､
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
､
マ
ル
ス
､
ジ
ュ
ピ
テ
ル
､
ガ
ニ
メ
ー
ド
欄
､
そ
れ
ら
を
､
聖
化
し
神
化
し
て
､
男
性

に
返
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
｢
作
用
と
反
作
用
｣
(
一
三
八
～
三
九
行
)
の
実
態
で
あ
り
､
｢
垂
術
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
⊥
て

自
然
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
し
､
そ
こ
に
神
の
刻
印
を
与
是
か
｣
〓
四
〇
行
)
と
い
う
次
第
で
あ
る
｡
詩
人
に
せ
よ
彫
刻
家

に
せ
よ
､
そ
の
仕
事
は
､
純
粋
な
自
然
模
倣
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
神
々
に
つ
い
て
の
擬
人
表
現
の
枠
の
中
で
､
彼
ら
の
も
た
ら
し

た
垂
術
表
現
は
自
ら
に
宗
教
的
な
意
味
あ
い
を
与
え
ら
れ
る
｡
こ
の
意
味
づ
け
は
､
宗
教
的
な
文
脈
を
離
れ
て
､
自
然
､
す
な
わ
ち
､

神
像
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
体
へ
と
反
作
用
を
及
ぼ
す
｡
す
な
わ
ち
､
女
性
の
胸
は
い
か
は
ど
か
ヴ
ュ
ニ
ュ
ス
的
と
な
り
､
男
性
の

肩
は
い
か
ほ
ど
か
ア
ポ
ロ
ン
的
と
な
っ
た
｡
こ
れ
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
オ
ス
カ
I
･
ワ
イ
ル
ド
に
先
立
っ
て
､
｢
自
然
が
垂
術
を
模
倣

す
る
｣
と
い
う
側
面
を
捉
え
て
い
た
､
そ
の
認
識
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

何
ら
か
の
永
続
的
な
事
情
が
あ
っ
て
､
人
々
の
頭
の
な
か
で
観
念
同
士
を
連
合
さ
せ
た
と
な
る
と
､
そ
の
観
念
は
も
う
頭
の
な
か
で

切
り
は
な
さ
れ
な
く
な
る
し
､
つ
か
の
間
の
事
情
に
よ
っ
て
さ
え
､
こ
う
な
る
こ
と
も
あ
る
｡
例
え
ば
､
放
蕩
者
な
ら
ば
ヴ
ュ
ニ
ュ
ス

の
祭
壇
の
上
に
､
自
分
の
愛
人
の
姿
を
み
と
め
る
こ
と
が
あ
る
し
､
そ
れ
は
実
際
に
そ
れ
が
彼
女
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
る
｡
信
心
家

の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
､
そ
の
形
状
に
関
わ
り
な
く
､
或
る
人
間
の
後
姿
を
見
て
､
そ
こ
に
彼
の
神
の
肩
を
見
て
と
り
､
う
や
ま
お

ぅ
と
し
た
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
民
衆
が
集
い
あ
っ
て
､
浴
場
や
体
操
場
や
公
衆
競
技
場
に
お
い
て
､
裸
の
男
た
ち
を
ま
じ
ま
じ
と
見

讐
め
て
は
打
ち
興
じ
て
い
る
と
き
に
は
､
彼
ら
が
そ
れ
を
つ
ゆ
は
ど
も
恥
じ
て
い
な
く
と
も
､
美
し
さ
に
捧
げ
て
い
る
そ
の
感
嘆
の
貢

物
の
な
か
に
は
､
聖
な
る
も
の
と
俗
な
も
の
の
ま
じ
り
あ
っ
た
調
子
､
放
蕩
と
敬
度
と
の
或
る
種
奇
妙
な
混
合
が
あ
っ
た
も
の
と
､
わ

た
し
は
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
愛
人
を
腕
に
抱
い
て
肉
欲
に
ふ
け
る
男
が
､
彼
女
を
､
僕
の
女
王
さ
ま
､
と
か
､
僕
の
御
主
人
さ
ま
と

一五



一六

か
､
僕
の
女
神
さ
ま
と
呼
ん
で
い
た
｡
わ
れ
わ
れ
が
口
に
す
れ
ば
冴
え
な
い
こ
れ
ら
の
言
葉
も
､
彼
ら
が
口
に
す
る
と
き
に
は
､
確
か

に
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
｡
そ
れ
は
､
こ
れ
ら
の
言
葉
が
真
実
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
実
際
に
彼
が
､
天
上
に
､
神
々
と
共

1
7
0
に
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
自
ら
の
崇
拝
と
国
民
の
崇
拝
の
対
象
で
あ
る
も
の
を
､
彼
が
現
実
に
享
受
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
､
問
題
の
｢
作
用
と
反
作
用
｣
の
説
明
と
し
て
､
観
念
連
合
が
提
出
さ
れ
る
｡
連
合
さ
れ
て
い
る
の
は
人
間
の
姿
と
神
々

の
姿
で
あ
り
､
こ
の
両
者
を
連
合
さ
せ
る
｢
永
続
的
な
事
情
(
O
i
r
c
O
n
S
t
a
n
C
e
)
｣
と
は
､
垂
術
的
に
神
々
が
人
間
の
姿
を
以
て
表

現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
あ
る
｡
放
蕩
者
に
つ
い
て
､
彼
の
愛
人
が
事
実
ヴ
ュ
ニ
ュ
ス
で
あ
る
､
と
言
わ
れ
る
の
は
､
彼
女
が

そ
の
ヴ
ュ
ニ
ュ
ス
像
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
個
的
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
､
人
間
の
女
と
女
神
の
形
姿
の

同
一
性
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
ま
た
､
放
蕩
者
と
信
心
家
が
較
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
､
放
蕩
者
の
知
覚
が
彼
の
不
信
心
の
故

で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
､
こ
の
文
化
状
況
に
お
い
て
は
､
そ
れ
が
一
般
的
な
現
象
で
あ
っ
た
､
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
柄
の
起
り
方
は
､
民
衆
の
精
神
に
お
け
る
場
合
､
詩
人
即
神
学
者
た
ち
の
頭
の
中
に
お
け
る
の
と
は
､
異
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
わ
れ
わ
れ
の
持
っ
て
い
る
彼
ら
の
著
作
､
彼
ら
が
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
く
れ
た
彼
ら
の
情
熱
の
対
象
に
つ
い

て
の
描
写
に
は
､
そ
の
信
仰
の
対
象
の
比
喩
や
暗
示
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
カ
リ
ス
(
実
の
女
神
)
た
ち
の
微

笑
で
あ
る
｡
そ
れ
は
へ
ー
ベ
ー
(
青
春
の
実
の
女
神
)
の
青
春
で
あ
る
｡
そ
れ
は
オ
ー
ロ
ー
ル
(
曙
の
女
神
)
の
指
で
あ
る
｡
そ
れ
は

1
7
5
ヴ
ュ
ニ
ュ
ス
の
胸
で
あ
る
､
腕
で
あ
る
､
肩
で
あ
る
､
腿
で
あ
る
､
目
で
あ
る
､
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
｡
｢
デ
ル
ポ
イ
へ
行
け
､
お

前
は
私
の
パ
テ
ユ
ロ
ス
に
会
う
だ
ろ
う
｡
こ
の
娘
を
モ
デ
ル
と
し
､
お
前
の
絵
を
パ
ボ
ス
ヘ
持
っ
て
ゆ
け
｡
｣
彼
ら
が
怠
っ
た
の
は
た

だ
一
つ
､
彼
ら
が
そ
の
生
き
た
本
物
を
愛
撫
し
て
い
た
あ
の
神
､
こ
の
女
神
に
何
処
で
会
っ
た
の
か
を
､
殆
ど
語
っ
て
い
な
い
こ
と
だ

け
で
あ
る
｡
し
か
し
､
彼
ら
の
詩
を
読
ん
で
い
た
民
衆
の
方
で
､
そ
れ
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡



新
し
い
こ
と
は
殆
ど
何
も
な
い
｡
た
だ
デ
ィ
ド
ロ
は
､
古
代
の
詩
人
た
ち
の
多
用
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
表
現
に
注
意
を
喚
起
し
て
い

る
｡
右
の
最
後
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
､
｢
何
処
で
女
神
に
会
っ
た
か
書
い
て
い
な
い
｣
と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
が
比
喩
で
あ
る
こ

と
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
あ
り
､
続
l
ナ
て
民
衆
が
そ
れ
を
承
知
し
て
い
た
と
言
う
の
は
､
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
人
一
般
の
心
性
で
あ
っ

た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

目
の
前
の
こ
れ
ら
の
偶
像
が
な
か
っ
た
な
ら
､
古
代
人
た
ち
の
恋
愛
は
ご
く
味
気
な
い
､
ご
く
面
白
味
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

1
8
0
友
よ
､
君
こ
そ
そ
の
証
人
だ
｡
そ
し
て
君
､
繊
細
で
上
品
な
シ
ュ
ア
ー
ル
､
熱
っ
ぽ
く
激
情
的
な
ア
ル
ノ
ー
､
風
変
り
で
も
の
知
り
で
､

深
遠
か
つ
愉
快
な
ガ
リ
ア
ニ
よ
｡
さ
あ
､
君
は
思
わ
な
い
か
ね
､
そ
こ
に
人
間
共
の
こ
れ
ら
す
べ
て
の
讃
辞
の
み
な
も
と
が
あ
る
と
は
｡

こ
れ
ら
の
讃
辞
は
､
神
々
の
属
性
を
拝
借
し
､
不
可
分
の
形
で
英
雄
や
神
々
に
結
び
つ
い
て
い
る
形
容
詞
を
借
り
て
い
る
｡
そ
れ
は
ど

れ
も
が
､
信
仰
箇
条
で
あ
り
､
異
教
徒
の
象
徴
の
唱
句
で
あ
っ
て
､
詩
､
絵
画
､
彫
刻
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ

ら
の
形
容
詞
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
出
て
く
る
の
を
見
て
､
我
々
が
う
ん
ざ
り
し
た
り
､
あ
き
あ
き
し
た
り
す
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
そ

1
8
5
れ
ら
を
ひ
き
く
ら
べ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
彫
像
も
､
寺
院
も
､
モ
デ
ル
も
全
く
存
続
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
に
ひ
き
か

え
異
教
徒
は
､
詩
人
の
作
品
の
中
で
そ
れ
ら
を
見
つ
け
る
度
毎
に
､
そ
れ
ら
の
表
現
を
提
供
し
た
も
と
の
寺
院
に
想
像
力
で
入
り
込
み
､

同
じ
く
絵
画
を
見
直
し
､
彫
像
を
想
起
し
た
の
で
あ
る
｡

当
初
､
頭
部
の
表
情
と
い
う
主
題
か
ら
発
展
し
て
き
た
議
論
だ
が
､
展
開
し
て
､
文
化
の
中
で
の
聾
術
表
象
の
存
在
論
と
で
も
名

づ
け
る
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
現
実
を
見
る
と
き
､
自
ら
の
生
き
て
い
る
文
化
圏
が
構
築
し
た
参
照
体
系
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
､
対
象
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
､
こ
の
参
照
体
系
を
構
成
す
る
大
き
な
も
の
が
垂
術
作
品
の
表
現
で
あ
る
､
と

い
う
の
が
デ
ィ
ド
ロ
の
主
張
で
あ
る
｡
こ
こ
で
彼
が
四
人
の
友
人
､
そ
れ
も
文
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
活
躍
し
て
い
た
友
人
た
ち
の

一七



一八

名
を
挙
げ
る
の
は
何
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
｡
判
然
と
は
し
な
い
が
､
彼
ら
の
広
い
知
見
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
も

証
言
を
集
め
る
啓
蒙
主
義
的
な
検
証
法
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
啓
蒙
主
義
的
な
の
は
､
テ
ー
ゼ
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ

ち
､
そ
れ
は
知
覚
の
背
後
に
知
の
存
在
を
確
言
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡

(
第
四
章
続
く
)

註

(
罰
)
第
一
章
の
殆
ど
冒
頭
に
出
て
く
る
ア
ン
テ
ィ
ノ
ウ
ス
像
に
関
す
る
逸
話
(
A
そ
の
1
¥
〓
～
二
四
行
)
を
参
照
せ
よ
｡

(
3
4
)
こ
の
定
義
が
､
｢
個
人
の
事
象
の
其
の
性
格
を
し
る
す
｣
も
の
と
し
て
の
表
情
と
い
う
ル
･
プ
ラ
ン
の
｢
表
情
｣
の
定
義
(
A
そ
の
7
∀
二
貢
)

と
符
合
す
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
｡
｢
表
情
｣
と
｢
性
格
｣
は
､
力
点
の
置
き
所
､
も
し
く
は
ア
ス
ペ
ク
ト
に
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
､
本
質
的

に
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
り
､
殆
ど
一
つ
の
現
象
に
還
元
さ
れ
る
､
と
言
っ
て
よ
い
｡

(
警
特
に
第
二
の
意
味
に
顕
著
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
建
築
用
語
と
し
て
後
に
定
着
す
る
｢
性
格
｣
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
せ
よ
｡
す

な
わ
ち
､
建
築
上
の
性
格
概
念
は
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
･
･
d
2
C
O
r
;
に
由
来
し
､
表
現
内
容
(
建
物
の
用
途
､
そ
こ
に
住
む
人
の
身
分
)
に

適
合
し
た
表
現
形
態
を
安
静
す
る
概
念
で
あ
っ
た
｡
c
〔
只
O
i
O
b
i
Y
O
S
自
A
∴
C
a
r
a
c
t
㌣
e
-
a
p
r
i
n
c
i
p
a
〓
d
e
a
O
f
a
r
O
b
i
t
e
c
t
u
r
e
a
b
a
n
.

d
O
n
2
d
b
y
m
O
d
e
r
n
i
s
m
一
∵
旨
§
己
～
亀
旨
句
宍
已
首
鼠
卜
註
3
,
誉
芽
訂
1
乳
首
亀
2
ぎ
0
､
A
邑
訂
賢
∽
､
邑
｣
♪

(
3
6
)
或
る
作
例
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
が
､
ブ
ク
ダ
ル
の
研
究
書
の
索
引
を
手
が
か
り
と
し
て
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
､
相
当

す
る
可
能
性
の
あ
る
作
品
は
､
見
当
ら
な
い
｡

(
3
7
)
A
そ
の
2
∀
の
註
(
2
2
)
参
照
の
こ
と
｡

(
讐
グ
リ
ム
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
『
絵
画
論
』
の
こ
の
部
分
よ
り
｢
数
ヶ
月
早
く
｣
､
ホ
ガ
ー
ス
の
こ
の
著
作
の
専
評
を
『
文
峯
通
信
』
に
公
表
し
､

そ
の
中
で
､
当
該
個
所
を
引
用
し
て
い
る
｡
あ
ま
つ
さ
え
､
マ
ル
セ
ル
に
も
言
及
し
て
い
る
(
E
･
M
･
B
u
喜
き
名
･
C
訂
.
H
ち
一
軍
n
O
t
e

山
野
)
｡
プ
ク
ダ
ル
の
準
拠
し
て
い
る
『
文
峯
通
信
』
の
印
刷
本
(
↑
O
u
r
n
e
u
H
編
-
0
0
ヨ
･
芦
-
の
邑
.
)
を
参
照
で
き
な
い
の
で
正
確
に
は

判
ら
な
い
が
､
わ
た
し
の
参
照
し
え
た
印
刷
本
(
C
O
r
l
眉
0
已
§
C
ニ
註
r
已
1
勾
､
富
叫
訂
名
言
g
監
c
r
訂
宮
内
札
内
G
r
ぎ
ヨ
監



d
e
D
i
d
e
r
O
t
一
d
e
p
u
i
s
-
責
ご
u
s
q
u
-
2
n
-
三
忘
N
空
で
見
る
か
ぎ
り
､
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
記
事
は
､
一
七
六
五
年
一
月
一
日
の

も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
独
立
し
た
書
評
で
は
な
く
､
｢
悲
劇
に
つ
い
て
｣
と
題
さ
れ
た
論
考
で
､
悲
劇
が
詩
形
を
取
る
こ
と

を
難
じ
､
そ
の
た
と
え
と
し
て
ホ
ガ
ー
ス
の
図
版
と
マ
ル
セ
ル
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
(
t
.
ヨ
p
.
-
3
｡
す
る
と
こ
の
よ
う
に
マ
ル

セ
ル
を
類
型
的
人
物
と
し
て
扱
う
構
想
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
グ
リ
ム
か
ら
借
り
た
可
能
性
が
あ
る
｡
以
下
の
本
文
に
指
摘
す
る
よ
う
に
､
デ
ィ
ド

ロ
は
､
『
絵
画
論
』
に
先
立
っ
て
､
『
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
中
の
ヴ
ァ
ン
ロ
ー
の
絵
画
に
つ
い
て
の
評
論
に
お
い
て
､
マ
ル
セ
ル
を
引
き

合
い
に
出
し
て
い
る
｡
こ
の
記
事
は
同
年
の
『
サ
ロ
ン
』
の
は
ぼ
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
､
『
文
蛮
通
信
』
の
中
で
､
仮
に
最
初
に
掲
載
さ

れ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
一
七
六
六
竺
月
盲
で
(
c
-
･
紆
訂
ヨ
乱
‥
讃
､
芽
r
m
a
n
n
｣
堅
●
p
.
-
ミ
グ
リ
ム
の
記
事
よ
り
は
約
一

年
後
の
も
の
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
(
尚
､
印
刷
本
の
『
文
垂
通
信
』
に
は
､
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い

の
で
､
そ
れ
だ
け
を
参
照
し
て
､
前
後
関
係
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
)

(
3
9
)
ぎ
g
a
r
t
h
ゝ
邑
首
∽
亀
哲
邑
¥
-
諾
1
-
○
-
m
s
(
r
e
p
r
e
n
-
〓
望
も
ー
a
-
e
-
･
他
に
E
.
M
.
B
宗
D
A
声
-
戸
p
.
宗
に
も
こ
の
図
版

が
あ
る
｡
ホ
ガ
ー
ス
自
身
､
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
｢
も
し
も
舞
踊
の
師
匠
が
､
自
分
の
弟
子
が
ア
ン
テ
ィ
ノ
ウ
ス
像
の
よ
う
に
寛
い
で

優
美
な
か
っ
こ
う
を
し
て
い
る
の
を
見
る
な
ら
､
き
っ
と
彼
は
弟
子
を
叱
り
つ
け
､
ま
る
で
羊
の
角
の
よ
う
に
曲
っ
て
い
る
と
言
っ
て
､
自
分

と
同
じ
よ
う
に
頭
を
上
げ
る
よ
う
命
ず
る
で
あ
ろ
う
｡
｣
(
p
.
象
i
)

こ
れ
は
｢
直
線
を
好
む
強
い
偏
見
｣
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

(
4
0
)
証
(
3
8
)
で
言
及
し
た
プ
ク
ダ
ル
の
註
に
よ
る
｡

(
"
)
図
版
は
エ
ル
マ
ン
社
版
の
全
集
(
白
§
1
認
C
O
眉
～
貰
わ
乱
岩
屋
0
:
･
賢
-
1
-
-
･
N
)
と
､
同
じ
内
容
の
単
行
本
(
D
i
d
e
r
♀
紆
訂
已
q

-
或
･
恥
d
･
p
a
r
E
≠
B
u
k
d
a
E
e
-
A
･
L
O
r
e
n
C
2
a
n
-
H
2
r
m
a
n
n
｣
璧
)
に
あ
る
ほ
か
､
b
註
r
O
這
≡
｢
昆
品
O
g
訂
｢
か
b
邑
斗

ぎ
d
e
-
a
R
e
u
n
i
O
n
d
e
s
M
u
s
訂
n
a
-
i
O
n
a
u
ダ
ー
竪
≠
当
∽
に
も
あ
り
､
い
ず
れ
も
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
だ
が
､
後
者
の
方
が
印
刷
の
仕
上

り
は
美
し
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
と
同
様
の
評
が
バ
シ
ョ
ー
モ
ン
(
B
a
O
h
a
u
m
O
n
-
)
に
あ
っ
た
こ
と
が
､
こ
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
の
記
事
に
引
用
さ

れ
て
い
る
(
p
･
当
冨
)
｡
そ
の
記
事
の
筆
者
サ
ユ
ー
(
M
a
r
i
e
･
C
a
t
b
e
r
i
n
e
S
a
h
u
t
)
に
よ
れ
ば
､
こ
の
画
題
は
ヴ
ァ
ン
ロ
ー
に
と
っ
て
い

わ
く
つ
き
の
も
の
で
､
六
三
年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
し
て
酷
評
を
受
け
､
サ
ロ
ン
展
終
了
後
､
ヴ
ァ
ン
ロ
ー
は
こ
れ
を
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
｡

(
デ
ィ
ド
ロ
の
評
は
残
っ
て
い
る
｡
D
i
d
e
r
♀
向
∽
邑
∽
2
ニ
白
鼠
き
1
♪
∽
旨
ヨ
の
軋
‥
望
L
喜
一
一
式
､
芽
r
m
a
n
n
｣
嘉
-

p
p
｣
寧
-
芦
)
そ
し
て
､
｢
詳
し
い
趣
味
の
要
請
｣
に
合
わ
せ
て
画
き
直
し
た
の
が
こ
の
作
品
で
､
｢
ロ
コ
コ
の
装
飾
性
と
新
古
典
主
義
の
厳

格
な
冷
た
さ
の
中
間
｣
(
註
乱
.
-
p
.
当
課
)
の
様
式
を
示
し
て
い
る
､
と
写
っ
｡
少
く
と
も
デ
.
■
ド
ロ
に
関
す
る
か
ぎ
り
､
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の

一九



二〇

中
で
成
立
し
て
ゆ
く
新
古
典
主
義
を
､
彼
が
支
持
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
､
こ
こ
で
の
ヴ
ァ
ン
ロ
ー
ヘ
の
批
判
も
､
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立

つ
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡

(
4
2
)
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
残
る
『
文
峯
通
信
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
｢
ど
れ
も
こ
れ
も
t
O
u
t
e
S
｣
が
欠
け
て
い
る
｡
(
M
a
y
に
よ
る
が
､
以
下
で
は
こ

の
典
拠
を
断
る
こ
と
を
し
な
い
｡
)

(43)

｢
グ
リ
ム
の
『
文
峯
通
信
』
の
予
約
購
読
者
は
大
部
分
北
欧
の
君
主
だ
っ
た
｡
｣
(
小
場
瀬
､
二
二
三
貢
)

こ
の
小
場
瀬
の
註
の
脈
絡
で
考
え

る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
が
､
グ
リ
ム
が
自
ら
を
君
主
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
(
と
デ
ィ
ド
ロ
が
見
撤
し
て
い
る
)
よ
う
に
も
読
め
る
｡

(
胡
)
シ
ャ
ル
ル
･
ド
･
ラ
･
ク
ロ
ワ
(
C
h
a
ユ
e
s

de

La

C
r
O
i
ゲ
m
a
r
q
u
i
s

de

C
a
s
t
r
i
e
s
)
(
-
｣
N
｣
-
-
讐
-
)

フ
ラ
ン
ド
ル
と
ド
イ
ツ
で
の

戦
闘
の
す
べ
て
に
参
加
､
一
七
八
三
年
フ
ラ
ン
ス
国
元
帥
､
一
七
八
〇
～
八
七
年
海
軍
大
臣
｡
グ
リ
ム
の
後
援
者
の
一
人
で
あ
っ
た
｡

(
く
e
r
n
i
腎
e
-
M
a
y
.
)

(
4
5
)
エ
ル
マ
ン
社
の
全
集
本
の
第
十
四
巻
(
『
絵
画
論
』
を
含
む
巻
)
と
､
単
行
本
の
形
で
出
さ
れ
た
『
絵
画
論
､
一
七
五
九
･
六
一
･
六
三
年
の

サ
ロ
ン
』
及
び
『
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
巻
末
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
(
全
く
同
一
の
も
の
)
｡
こ
の
■
.
L
e
已
q
u
e

de

termes

d
.
a
r
t
;

に
編
者
の
名
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
､
資
料
の
な
い
語
彙
に
つ
い
て
は
プ
ク
ダ
ル
が
定
義
を
与
え
て
い
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
､
彼
女
を

編
者
と
推
定
し
た
｡
以
下
プ
ク
ダ
ル
の
｢
術
語
集
｣
も
し
く
は
三
｢
e
已
q
u
e
;
と
表
示
す
る
｡

(
4
6
)
ピ
ク
チ
ェ
ア
レ
ス
ク
概
念
に
つ
い
て
は
､
利
光
功
｢
美
的
範
時
と
し
て
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
｣
(
『
美
学
』
第
一
四
二
号
､
一
九
八
五
､
一
-
一
二

頁
)
､
安
西
信
一
｢
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
美
学
理
論
-
ギ
ル
ビ
ン
･
プ
ラ
イ
ス
･
ナ
イ
ト
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『
美
学
』
第
一
五
八
号
､
一
九
ハ
九
､
三

六
-
四
九
頁
)
参
照
｡
後
者
の
四
三
-
四
四
貢
に
､
ピ
ク
チ
ェ
ア
レ
ス
ク
概
念
の
総
括
が
あ
り
､
一
つ
の
要
素
と
し
て
｢
ス
ケ
ッ
チ
的
な
も
の
｣

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
ピ
ク
チ
ュ
ア
レ
ス
ク
は
｢
荒
い
自
然
の
風
景
｣
を
原
型
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
例
と
符
合
す
る
肖

像
画
の
例
が
ギ
ル
ピ
ン
の
中
に
出
て
く
る
こ
と
に
も
注
目
し
よ
う
｡
(
利
光
､
上
掲
論
文
､
三
頁
参
照
｡
)

(
4
7
)
カ
ラ
ッ
チ
の
描
く
頭
部
に
つ
い
て
は
『
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
に
も
言
及
が
ぁ
り
､
ル
･
シ
ュ
ウ
ー
ル
､
ル
ー
ベ
ン
ス
と
並
記
さ
れ
て
い
る

(
∽
已
○
コ
計
-
講
叫
､
か
d
.
p
a
r
E
.
M
.
B
u
k
d
a
E
e
t
A
t
L
O
r
e
n
O
e
a
u
}
H
e
r
m
a
n
n
-
p
.
N
畠
.
)
｡
そ
の
個
所
は
単
数
で
書
か
れ
て
い
て
､
編
者

の
註
に
よ
れ
ば
､
ア
ン
ニ
ー
バ
レ
･
カ
ラ
ッ
チ
(
A
n
n
i
b
巴
e
C
a
r
r
a
c
c
こ
設
○
-
-
筈
巴
を
指
す
が
､
カ
ラ
ッ
チ
一
族
(
他
に
ル
ド
ヴ
ィ
ー

コ
L
u
d
O
く
i
c
O
-
設
○
-
-
巴
¢
ア
ゴ
ス
チ
ー
ノ
A
g
O
S
t
i
n
O
-
∽
笥
-
-
筈
N
)
の
絵
を
デ
ィ
ド
ロ
は
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
見
た
｡
ま

た
メ
イ
に
よ
れ
ば
､
こ
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
画
家
一
族
の
絵
は
､
十
七
･
十
八
世
紀
に
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
､
と
い
う
｡



(
亜
)
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
『
文
峯
通
信
』
に
は
､
こ
の
｢
強
い
想
像
力
の
持
主
で
d
.
u
n
e

i
m
a
g
i
n
a
t
i
O
n
訂
r
t
e
｣
の
語
句
が
な
い
｡

(
4
9
)
-
-
H
m
a
g
i
n
a
t
i
O
n
=
-
浮
蔓
き
各
課
卓
-
謡
∽
-
∽
巴
a
b
.
訣
N
a
.

(
5
0
)
.
.
a
u
t
e
u
r
=
は
現
代
で
は
書
物
の
著
者
以
外
に
も
適
用
さ
れ
､
｢
タ
ブ
ロ
ー
の
作
者
｣
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
｡
し
か
し
､
十
八
世
紀
中

葉
に
こ
の
よ
う
な
用
語
法
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
『
百
科
全
書
』
の
三
A
u
t
e
u
r
(
b
巴
訂
わ
ぃ
乳
汁
)
-
.
の
項
目
(
マ
レ
神
父
-
-
A
b
b
e
M
a
T

-
e
t
著
-
｣
讃
-
.
p
.
望
合
)
は
､
そ
の
原
義
と
し
て
｢
何
か
を
創
造
も
し
く
は
生
産
す
る
人
｣
を
掲
げ
､
｢
世
界
の
作
者
｣
と
い
う
表
現
を
例

示
し
て
い
る
｡
次
い
で
｢
発
明
者
i
n
孟
n
t
e
u
r
｣
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
､
｢
文
学
の
用
語
｣
と
し
て
､
著
者
の
意
味

に
言
及
す
る
､
と
い
う
構
成
で
あ
る
｡
因
み
に
ア
カ
デ
ミ
ー
･
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
辞
典
を
見
る
と
､
こ
の
語
義
の
拡
大
は
第
五
版
(
共
和
国
暦

七
年
=
一
七
九
八
/
九
九
年
)
と
第
六
版
(
一
八
三
五
年
)
の
間
に
起
っ
て
い
る
｡
前
者
に
お
け
る
｢
書
物
を
書
い
た
人
､
韻
文
も
し
く
は
散

文
に
よ
っ
て
文
垂
作
品
(
O
u
青
苗
e

d
-
e
名
r
i
t
)
を
作
っ
た
人
｣
と
い
う
規
定
に
対
応
す
る
項
が
､
後
者
に
お
い
て
､
｢
文
学
､
科
学
､
峯
術

の
作
品
(
O
u
弓
a
g
e
)
を
作
っ
た
人
｣
と
拡
大
さ
れ
､
｢
タ
ブ
ロ
ー
の
作
者
｣
と
い
う
よ
う
な
用
例
が
示
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
に
併
せ
て
､

補
語
な
し
に
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
｢
著
者
｣
の
意
味
に
な
る
こ
と
を
別
記
し
て
い
る
｡

(
5
1
)
こ
の
単
語
は
語
義
の
判
定
が
難
し
い
が
､
新
版
の
リ
シ
ュ
レ
の
辞
典
〓
七
五
九
年
)
は
､
;
N
a
t
i
O
;
す
な
わ
ち
｢
或
る
国
の
す
べ
て
の
人
々
｣

と
､
｡
G
e
n
u
s
3
す
な
わ
ち
｢
或
る
職
業
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
大
部
分
｣
を
挙
げ
て
い
る
｡
こ
れ
は
初
版
の
D
A
F
と
符
合
す
る
が
､

D
A
F
は
二
つ
目
の
語
義
に
は
蔑
視
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
と
そ
の
本
義
(
生
れ
つ
い
た
者
)
を
考
慮
し
て
､
訳
文
の

よ
う
な
解
釈
を
試
み
た
｡

(52).■PO計ieミ,穿cヾC～名㌫訂出目｣謡∽-pp.巴→b-00∽00a.(
5
3
)
こ
の
場
合
に
は
､
.
.
p
O
e
S
i
e
-
.
を
｢
詩
作
品
｣
と
解
し
て
も
､
整
合
性
の
上
で
の
不
都
合
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
う
す
る
と
や
は
り
三
d
a
n
s

-
e
s
a
u
t
e
u
r
s
}
-
と
重
複
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
｡
B
a
s
s
e
n
g
e
(
票
∽
)
､
小
場
瀬
(
ニ
畠
)
も
同
様
の
読
み
方
を
し
て
い
る
｡

(
5
4
)
D
A
F
-
-
p
.
彗
∽
b
.
リ
シ
ュ
レ
の
新
版
に
は
;
b
O
n
ミ
と
い
う
形
容
詞
な
し
で
｢
精
神
の
或
る
傾
向
(
d
i
s
p
O
S
i
t
i
O
n
)
｣
と
い
う
意
味
が
挙
げ
ら

れ
､
並
べ
て
｢
空
想
力
､
天
性
(
n
a
t
u
r
e
-
)
｣
と
あ
る
｡

(55)

『
イ
リ
ア
ス
』
巻
一
､
五
二
八
-
五
三
〇
行
(
く
e
昌
i
㌢
e
)
｡

(
5
6
)
海
の
女
神
､
ペ
ー
レ
ウ
ス
の
妻
と
な
り
､
ア
キ
レ
ウ
ス
を
生
ん
だ
｡
テ
テ
ィ
ス
の
足
と
は
､
｢
銀
色
の
足
を
し
た
｣
(
例
え
ば
『
イ
リ
ア
ス
』
巻

一
､
五
三
八
行
)
と
い
う
定
形
的
な
形
容
に
基
く
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
(
ギ
リ
シ
ア
の
叙
事
詩
に
お
け
る
.
-
訂
r
m
u
-
a
e
;
定
形
句
に
つ
い
て
は
､

ニ
ー



二二

久
保
正
彰
『
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
素
地
-
ヘ
シ
オ
ド
ス
と
叙
事
詩
』
岩
波
新
書
､
一
九
七
三
年
､
六
九
貢
以
下
を
見
よ
)
｡
ホ
メ
ロ
ス
を
通
覧
し

た
か
ぎ
り
で
は
､
こ
こ
に
枚
挙
さ
れ
た
他
の
神
々
や
人
物
に
つ
い
て
､
同
じ
よ
う
な
事
は
見
当
ら
な
い
｡
た
だ
ア
ポ
ロ
ン
の
肩
は
､
｢
遠
矢
を

射
る
｣
(
『
イ
リ
ア
ス
』
巻
一
､
四
七
九
行
他
)
と
か
｢
銀
弓
を
も
つ
｣
(
同
巻
二
､
七
六
六
行
他
)
と
か
の
定
形
的
形
容
か
ら
の
連
想
か
も
し

れ
な
い
｡
そ
の
他
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
神
も
し
く
は
人
物
の
性
格
か
ら
の
自
然
な
連
想
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
よ
う
な
知

識
を
背
景
と
し
て
､
何
ら
か
の
彫
刻
作
品
を
見
て
得
た
印
象
が
､
影
響
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
｡

(
5
7
)
ガ
ニ
ュ
メ
ー
デ
ー
ス
｡
ト
ロ
イ
ア
の
ト
ロ
ー
ス
の
子
で
､
最
も
美
し
い
少
年
と
さ
れ
､
ゼ
ウ
ス
の
酒
盃
の
奉
持
者
と
し
て
神
々
に
さ
ら
わ
れ
た
｡

(
5
8
)
こ
れ
は
詩
人
の
書
物
を
指
し
て
お
り
､
特
に
数
行
先
に
出
て
く
る
『
聖
書
』
は
ホ
メ
ロ
ス
を
指
し
て
い
る
｡
｢
教
理
曹
｣
と
訳
し
た
;
O
a
t
か
O
h
i
一

S
m
e
;
は
､
現
代
語
の
辞
典
で
は
｢
愛
読
書
｣
の
語
義
を
持
つ
と
さ
れ
る
が
､
D
A
F
に
そ
れ
は
な
い
｡
ま
た
こ
の
文
脈
で
は
､
詩
人
が
神
学

者
で
も
あ
る
､
と
い
う
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
､
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
5
9
)
サ
モ
ス
の
パ
テ
エ
ロ
▲
ス
｡
美
貌
で
名
高
い
ギ
リ
シ
ア
の
青
年
で
､
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
に
歌
わ
れ
ポ
リ
ユ
ク
ラ
ト
ス
は
彼
の
彫
像
を
建
て
さ
せ
た
｡

(
M
a
y
)

(
6
0
)
パ
ボ
ス
(
P
a
p
h
O
S
)
､
キ
ュ
プ
ロ
ス
島
の
町
で
､
ア
ブ
ロ
デ
ィ
テ
(
ヴ
ュ
ニ
ュ
ス
)
の
神
殿
が
あ
っ
た
(
小
場
瀬
)
｡
こ
の
部
分
の
引
用
符
は
､

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
『
文
蛮
通
信
』
を
底
本
と
す
る
メ
イ
の
版
本
に
は
な
く
､
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト
と
し
て
も
表
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
命
令
形
が
唐

突
な
印
象
を
与
え
る
た
め
に
､
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
ー
ル
が
補
っ
た
も
の
か
｡

(
6
1
)
丈
C
e
s
s
i
m
u
-
a
O
r
e
S

S
u
b
s
i
s
t
a
n
t
s
;
s
u
b
s
i
s
t
e
r
/
s
u
b
s
i
s
t
a
n
t
の
語
義
と
し
て
辞
典
が
挙
げ
て
い
る
の
は
､
｢
存
続
す
る
､
現
存
す
る
｣

と
い
う
意
味
だ
け
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
の
同
じ
段
落
の
先
の
部
分
〓
八
五
行
)
で
､
同
じ
動
詞
を
用
い
て
､
古
代
の
彫
刻
が
現
存
し
て
い
な

い
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
､
か
つ
こ
の
部
分
を
近
代
か
ら
見
て
の
古
代
の
批
判
(
そ
れ
な
ら
ば
｢
現
存
｣
が
ふ
さ
わ
し
い
)
と

し
て
で
は
な
く
､
単
純
に
古
代
の
現
象
の
記
述
と
し
て
読
む
立
場
か
ら
､
訳
文
の
よ
う
に
解
し
た
｡
｢
悠
久
の
神
の
姿
が
像
と
し
て
現
に
あ
る
=

彼
ら
の
目
の
前
に
あ
る
｣
と
読
め
ば
よ
い
｡
パ
ッ
セ
ン
ゲ
の
ー
ー
<
O
r
h
a
n
d
e
n
s
e
i
n
.
二
浣
巴
に
は
､
そ
の
よ
う
な
読
み
方
が
み
と
め
ら
れ
よ

う
｡
ま
た
､
メ
イ
は
こ
こ
で
段
落
を
切
っ
て
い
な
い
｡

(
6
2
)
J
e
a
n
･
B
a
p
t
i
s
t
e
S
u
a
r
d
(
-
記
∽
-
-
望
○

文
学
者
で
百
科
全
書
派
の
人
々
の
友
人
で
､
一
七
六
六
年
に
『
ヒ
ユ
ー
ム
=
ル
ソ
ー
論
争
概
要

E
召
O
S
か
d
e
-
a
c
O
n
t
e
S
t
a
t
i
O
n
e
n
t
r
e
H
u
m
e
e
t
R
O
u
S
S
e
a
u
』
を
公
刊
し
た
(
M
a
y
)
｡
次
註
を
も
見
よ
｡

(
6
3
)
L
-
a
b
b
か
F
r
a
コ
の
O
i
s
A
r
n
a
u
d
(
-
｣
N
-
-
澄
)

文
学
者
で
デ
ィ
ド
ロ
の
友
人
｡
⊥
七
六
二
年
､
前
記
シ
ュ
ア
ー
ル
と
と
も
『
フ
ラ
ン
ス
新
報



(
G
a
N
e
t
t
e
d
e
F
r
a
n
c
e
』
の
出
版
許
可
を
得
た
･
(
M
a
y
)
｡
ヴ
ュ
ル
ニ
エ
ー
ル
は
､
こ
の
二
人
が
､
こ
れ
以
前
あ
る
い
は
同
時
に
､
『
異
国

新
聞
J
O
u
r
n
a
-
か
t
r
a
n
g
e
r
』
(
-
謡
○
-
の
N
)
､
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
峯
新
報
G
a
邑
t
e
-
i
t
t
か
r
a
i
r
e
d
e
-
占
u
r
O
p
e
』
(
-
謡
-
よ
巴
､
『
文
又
重
雄
誌

く
a
r
i
か
t
針
E
t
t
㌢
a
i
r
e
s
』
(
-
諾
卒
1
冨
)
等
を
主
宰
し
た
こ
と
を
示
唆
し
､
そ
れ
ら
に
デ
ィ
ド
ロ
が
寄
稿
し
た
と
し
て
い
る
｡

(
糾
)
L
-
a
b
b
か
G
巴
i
a
n
i
(
-
→
N
0
0
1
0
0
○

イ
タ
リ
ア
の
外
交
官
､
経
済
学
者
､
文
人
で
､
長
ら
く
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
た
(
く
e
r
n
i
㌢
e
に
よ
れ
ば

一
七
五
九
年
以
後
の
こ
と
で
､
ナ
ポ
リ
王
大
使
館
秘
書
の
資
格
に
よ
っ
て
い
た
)
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
彼
の
魅
力
､
才
気
､
学
識
を
重
ん
じ
､
ソ
フ
ィ

･
ヴ
ォ
ラ
ン
へ
の
手
紙
(
特
に
一
七
六
〇
年
十
月
二
〇
日
付
)
の
中
で
､
彼
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
(
M
a
y
)
｡


