
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
お
け
る

文
体
の
美
と
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル

小

穴

晶

子

十
八
世
紀
の
西
洋
の
思
想
､
特
に
美
学
思
想
に
お
い
て
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
い
う
概
念
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
概
念
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
従
来
は
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
｡
そ
の
理
由
の
一
つ
は
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル

と
い
う
言
葉
が
､
人
間
の
性
格
を
始
め
と
し
て
､
文
字
や
記
号
ま
で
を
も
指
し
得
る
多
義
的
な
言
葉
で
あ
り
､
し
か
も
､
実
学
思
想
の
み

な
ら
ず
至
る
所
で
用
い
ら
れ
る
た
め
､
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
と
し
て
成
立
し
に
く
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
時

代
の
個
々
の
思
想
家
の
美
学
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
と
､
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
り
は
あ
る
に
し
て
も
､
キ
ャ
ラ

T)

ク
テ
ー
ル
と
い
う
概
念
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
｡
既
に
二
つ
の
別
稿
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
､

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
美
学
老
シ
ャ
バ
ノ
ン
は
､
模
倣
論
に
代
わ
る
新
た
な
考
え
の
基
礎
と
し
て
こ
の
概
念
を
導
入
し
て
い
る
｡
ま

た
､
『
百
科
全
書
』
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
項
目
を
検
討
し
､
啓
蒙
主
義
思
想
一
般
に
お
け
る
こ
の
概
念
の
重
要
性
を
指
摘
し
た

(ヱ

論
文
も
あ
る
｡

そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
は
､
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
を
取
り
挙
げ
､
彼
の
思
想
に
お
い
て
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル

の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡
彼
は
､
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
ロ
ッ
ク
の
考
え
を
継
承
し

っ
っ
､
さ
ら
に
独
自
の
言
語
起
源
論
を
展
開
し
て
､
こ
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
｡
デ
ィ
ド
ロ
や
ル
ソ
ー



と
定
期
的
に
集
ま
っ
て
､
哲
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
討
論
を
重
ね
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
前
述
の
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
音

〈4)

楽
美
学
に
対
し
て
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
｡
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
の
場
合
も
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
概
念
は
そ
の
美
学
思
想
に

お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
､
中
心
は
､
文
体
の
美
と
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
本
論
文

で
は
こ
の
点
に
的
を
絞
陀
､
文
体
の
美
と
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
､
ま
た
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
キ
ャ

ラ
ク
テ
ー
ル
の
概
念
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
｡

一

問
題

の

場

ま
ず
､
『
文
章
術
』
の
冒
頭
を
引
用
し
よ
う
｡
｢
殿
下
､
二
つ
の
も
の
が
文
体
の
美
全
体
を
形
作
っ
て
い
ま
す
｡
明
噺
さ
へ
㌧
n
e
t
t
e
t
〇

と
性
格
(
け
a
r
a
c
-
㌣
e
)
で
す
｡
｣

『
文
章
術
』
は
､
コ
ン
デ
ィ
ヤ
プ
ク
が
｡
ハ
ル
ム
の
皇
太
子
の
家
庭
教
師
で
あ
っ
た
時
の
｢
講
義
集
｣

の
一
部
を
成
し
て
い
る
が
､
そ
の
最
初
に
､
文
体
の
莫
を
形
成
す
る
二
つ
の
要
素
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
｡
こ
れ
を
見
れ
ば
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
い
う
言
葉
を
単
に
一
般
的
な
用
法
で
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
､

文
体
の
美
を
考
え
る
上
で
の
鍵
と
な
る
概
念
と
し
て
特
別
に
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

彼
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
､
多
少
の
視
点
の
異
な
り
は
あ
る
が
､
最
も
初
期
の
著
作
『
人
間
認
識
起
源
論
』
に
お
い
て
も
既
に
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
.
『
文
章
術
』
に
お
け
る
よ
う
に
文
体
の
美
と
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
の
直
接
の
関
係
は
問
題
と
さ

れ
て
は
い
な
い
が
､
.
文
体
の
美
を
生
み
出
す
す
ぐ
れ
た
作
家
の
能
力
と
言
語
の
キ
ャ
う
ク
テ
ー
ル
の
関
係
の
考
察
に
よ
っ
て
､
同
じ
テ
ー

マ
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
『
.
人
間
認
識
起
源
論
』
を
手
掛
り
と
し
て
問
題
の
場
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
｡

〈建

コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
が
こ
の
著
作
の
中
で
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
は
､
第
二
部
｢
言
語
起
源
論
｣
の
最
後
の
章
に
お

い
て
で
あ
る
｡
こ
の
章
で
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
､
g
か
n
i
e
と
い
う
言
葉
を
二
つ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
｡
一
つ
は
､
天
才
と
い
う
意
味
で

一
五
七
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五
八

あ
り
､
一
般
的
に
言
え
ば
こ
れ
が
g
e
n
-
e
と
い
う
言
葉
の
主
要
な
意
味
で
あ
る
と
言
え
る
｡
も
う
一
つ
は
､
特
性
と
い
う
意
味
で
あ
り
､

こ
の
場
合
は
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
ほ
ぼ
同
義
と
な
る
｡
実
際
､
彼
は
こ
の
章
で
､
特
性
と
い
う
意
味
で
の
g
e
…
e
と
C
a
r
a
C
t
㌣
e
と

い
う
言
葉
を
同
義
語
と
し
て
ほ
と
ん
ど
区
別
な
く
､
言
語
､
政
治
体
制
､
国
民
に
関
し
て
用
い
て
い
る
｡
一
般
に
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
は

関
係
の
な
い
別
の
も
の
と
さ
れ
､
辞
書
に
お
い
て
も
項
を
分
け
て
出
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
も
､
も
ち
ろ
ん
こ
れ

ら
二
つ
の
意
味
を
混
同
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
､
ど
ち
ら
の
意
味
で
g
e
コ
i
e

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
か
は
個
々
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
｡

し
か
し
､
彼
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
意
味
の
関
係
で
あ
り
､
g
e
コ
i
e

と
い
う
言
葉
の
こ
の
二
義
性
が
コ
ン
デ
ィ

ヤ
ッ
ク
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
論
の
場
を
形
成
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
し
て
の
g
e
コ
i
e
は
天
才
と
し
て
の

g
e
コ
i
e
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
か
｡
こ
の
問
題
提
起
が
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
独
自
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
､
彼
の

キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
論
の
特
徴
の
中
核
を
成
し
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
は
単
な
る
言
葉
の
遊
び
で
は
な
い
｡
言
語
の
特
性
と
人
間
の
能

力
の
問
題
と
は
一
見
し
て
結
び
つ
か
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
主
張
に
お
い
て
は
両
者
は
不

可
分
の
問
題
で
あ
っ
た
｡
彼
の
認
識
論
の
中
心
を
成
す
考
え
は
､
言
語
の
発
展
と
人
間
の
認
識
能
力
の
発
展
が
相
互
作
用
の
う
ち
に
行
な

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
の
主
張
を
､
狭
い
意
味
で
の
認
識
能
力
の
問
題
に
限
定
せ
ず
､
美
的
な
創
作
能
力
の
問
題
に
も
拡
張

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
天
才
と
の
相
互
発
展
と
い
う
考
え
が
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
が
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
問
題
の
場
で
あ
る
が
､
こ
の
場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
個
々
の
主
張
に
つ
い
て
以

下
で
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡



二
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
形
成

コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ク
ク
は
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
形
成
の
過
程
を
ま
と
め
て
箇
条
書
き
に
し
て
い
る
｡
｢
以
下
が
､
才
能
の
発
展
に

協
力
す
る
諸
原
因
を
､
そ
の
順
番
に
従
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
1
風
土
は
一
つ
の
本
質
的
な
条
件
で
あ
る
｡
2
政
治
体
制
が
一
貫
し

た
形
を
と
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
国
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
定
着
さ
せ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
3
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
が
､
国
民
の

支
配
的
な
趣
味
を
表
わ
す
言
い
回
し
を
増
加
さ
せ
つ
つ
､
言
語
に
一
つ
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
与
え
る
｡
4
他
の
多
く
の
言
語
の
断
片
で

形
成
さ
れ
た
言
語
に
お
い
て
は
､
こ
の
こ
と
は
ゆ
っ
く
り
と
起
る
｡
し
か
し
､
こ
の
障
害
が
一
度
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
､
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の

規
則
が
確
立
し
､
言
語
は
進
歩
し
､
才
能
は
発
展
す
る
｡
従
っ
て
､
何
故
偉
大
な
作
家
が
ど
の
世
紀
に
も
同
じ
よ
う
に
は
生
ま
れ
ず
､
何

(臼

故
あ
る
国
に
お
い
て
は
よ
り
早
く
､
他
の
国
に
お
い
て
は
よ
り
遅
く
現
わ
れ
る
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
｡
｣

琶

こ
の
引
用
に
お
い
て
示
さ
れ
た
彼
の
考
え
方
の
特
徴
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
､
デ
ュ
ボ
ス
の
天
才
論
で
提
出
さ
れ
た
風
土
説
と

の
比
較
を
行
な
う
必
要
が
あ
ろ
う
｡
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
こ
こ
で
の
主
張
は
､
明
ら
か
に
､
デ
ュ
ボ
ス
の
論
を
前
提
と
し
て
成
さ
れ
て
い

る
｡
な
ぜ
な
ら
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
こ
こ
で
発
し
て
い
る
｢
何
故
偉
大
な
作
家
が
ど
の
世
紀
に
も
同
じ
よ
う
に
は
生
ま
れ
ず
､
あ
る
国
に
お

謳

い
て
は
よ
り
早
く
､
他
の
国
に
お
い
て
は
よ
り
遅
く
現
わ
れ
る
の
か
｡
｣
と
い
う
問
い
は
､
デ
ュ
ボ
.
ス
の
提
出
し
た
問
い
と
全
く
同
じ
だ

行〕

か
ら
で
あ
る
｡
デ
ュ
ボ
ス
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
､
空
気
や
大
地
の
自
然
困
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
､
こ
れ
は
デ
ュ
ボ

ス
の
風
土
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

先
の
引
用
で
明
ら
か
な
よ
う
に
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
は
風
土
を
も
才
能
の
発
展
の
た
め
の
一
つ
の
本
質
的
条
件
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
､

そ
れ
に
止
ま
っ
て
は
い
な
い
｡
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
､
政
治
体
制
が
一
定
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
と
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ

れ
で
は
､
こ
れ
は
デ
ュ
ボ
ス
が
自
然
困
よ
り
も
劣
る
と
し
た
風
俗
困
を
再
評
価
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
は
な
い
｡

デ
ュ
ボ
ス
が
風
俗
困
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
の
は
､
芸
術
を
奨
励
す
る
君
主
や
よ
き
師
に
恵
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
帽
､
こ
れ

一
五
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ら
は
才
能
の
開
花
の
た
め
の
偶
然
的
原
田
､
い
わ
ば
幸
運
で
あ
る
と
言
え
る
｡
こ
れ
ら
は
自
然
的
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
社
会
的
な

原
因
で
あ
る
と
言
え
る
が
､
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
原
因
が
考
え
ら
れ
て
い
る
際
に
は
社
会
の
構
造
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
政
治
体
制
を
原
因
と
し
て
挙
げ
る
時
に
は
､
構
造
と
し
て
の
社
会
を
問
題
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
｡
彼
は
こ
の
点
を
こ
れ
以
上
に
詳
し
く
検
討
L
て
い
な
い
が
､
こ
の
方
向
を
推
し
進
め
れ
ぼ
､
後
に
ル
ソ
ト
が
『
言
語
起

丞

源
論
』
で
行
な
っ
た
よ
う
な
社
会
批
判
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
｡

さ
ら
に
､
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
思
想
が
デ
ュ
ボ
ス
と
決
定
的
に
異
な
る
点
は
､
自
然
的
に
せ
よ
社
会
的
に
せ
よ
外
的
な
原
田
が
直
接
人

間
の
能
力
に
作
用
す
る
の
で
は
な
く
､
言
語
を
媒
介
と
し
て
働
く
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
言
語
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

外
的
条
件
が
人
間
の
内
的
能
力
に
及
ぼ
す
影
響
は
､
よ
り
必
然
的
な
連
関
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
｡
デ
ュ
ボ
ス
は
､
空
気
l
血
液
↓
器
官

の
働
き
､
と
い
う
生
理
学
的
影
響
関
係
だ
け
に
よ
っ
て
外
的
条
件
の
内
面
へ
の
作
用
を
説
明
す
る
が
､
こ
の
説
明
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も

説
得
力
に
欠
け
る
｡
器
官
の
働
き
が
よ
く
な
る
こ
と
と
思
考
能
力
の
発
展
と
の
間
に
は
質
的
な
飛
躍
が
あ
り
､
た
だ
ち
に
原
因
と
結
果
の

関
係
に
は
な
り
得
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
､
言
語
と
思
考
能
力
と
の
影
響
関
係
は
よ
り
密
接
な
も
の
と
考
え
ら
れ
､
よ
り
説
得
力
を
持
っ
た

原
因
-
結
果
の
関
係
を
成
す
｡
外
的
な
力
が
内
化
す
る
と
い
う
質
的
な
変
換
を
説
明
す
る
も
の
が
言
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

室

さ
て
､
デ
ュ
ボ
ス
が
風
土
説
に
よ
っ
て
解
答
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
う
一
つ
の
問
い
を
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
も
ま
た
発
し
て
い
る
｡
そ

れ
は
次
の
よ
う
な
問
い
で
あ
る
｡
｢
我
々
に
検
討
す
べ
く
残
さ
れ
た
の
は
､
何
故
す
べ
て
の
ジ
ャ
ン
ル
で
の
す
ぐ
れ
た
人
物
は
ほ
と
ん
ど

同
時
代
人
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｣
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
が
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
論
の
中
心
的
か
つ
最

も
独
創
的
な
部
分
で
あ
る
｡
こ
の
答
い
に
対
し
て
彼
は
､
人
間
の
能
力
と
言
語
の
相
互
発
展
と
い
う
こ
と
で
答
え
る
が
､
そ
の
発
展
の
い

わ
ば
軸
と
な
っ
て
い
る
の
が
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
い
う
概
念
で
あ
る
｡



三
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
偉
大
な
作
家
の
能
力
と
の
相
互
作
用

ま
ず
､
言
語
の
側
か
ら
の
作
用
に
つ
い
て
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
あ
る
天
才
が
あ
る
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク

テ
ー
ル
を
発
見
し
た
時
に
は
､
彼
は
そ
れ
を
生
き
生
き
と
表
現
し
､
自
ら
の
書
く
も
の
す
べ
て
に
お
い
て
そ
れ
を
保
持
す
る
｡
残
り
の
才

能
の
あ
る
人
々
は
､
そ
れ
以
前
に
は
自
分
自
身
で
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
洞
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
助
け

に
よ
っ
て
､
は
っ
き
り
と
そ
れ
を
認
め
､
天
才
の
例
に
従
っ
て
各
々
が
自
ら
の
ジ
ャ
ソ
ル
に
お
い
て
そ
れ
を
表
現
す
る
｡
｣
天
才
と
単
に

才
能
の
あ
る
と
い
う
だ
け
の
人
と
を
分
け
る
も
の
は
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
自
ら
発
見
す
る
能
力
を
持
つ
か
否
か
で
あ
る
｡
単
に

才
能
の
あ
る
と
い
う
だ
け
の
人
々
は
､
天
才
が
そ
れ
を
発
見
し
て
く
れ
れ
ば
､
そ
れ
に
習
っ
て
次
々
と
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
発
見
す
る
こ

と
が
で
き
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
天
才
と
才
能
の
あ
る
人
々
と
を
合
わ
せ
た
偉
大
な
人
々
は
ほ
と
ん
ど
常
に
同
時
代
人
と
な
る
の
で
あ
る
0
こ

れ
が
先
の
問
い
に
対
す
る
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
の
解
答
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
､
天
才
は
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
自
ら
発

●

見
す
る
能
力
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
天
才
の
出
現
の
前
提
条
件
と
し
て
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
が
既
に
あ

る
程
度
確
立
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
天
才
は
無
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
発
見
か
ら
出
発
す
る

の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
次
に
彼
は
､
ひ
と
た
び
天
才
が
こ
の
よ
う
な
発
見
を
す
れ
ば
､
そ
れ
に
よ
っ
て
出
現
す
る
偉
大
な
人
々
は
､
今
度
は
逆
に
言

語
の
発
展
に
対
し
て
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
主
張
す
る
｡
｢
偉
大
な
才
能
が
発
展
す
る
た
め
に
は
､
そ
の
才

能
の
出
現
の
前
に
言
語
が
既
に
か
な
り
の
進
歩
を
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
､
言
語
が
次
に
さ
ら
に
進
歩
を
し
て
､
進
歩
の
最
終
的

な
段
階
に
ま
で
高
ま
る
た
め
に
は
､
そ
れ
ら
の
才
能
の
力
を
必
要
と
す
る
｡
｣
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
､
言
語
が
か
な
り
進
歩
し
た
段
階

と
､
最
終
的
な
進
歩
を
遂
げ
る
段
階
と
を
区
別
し
て
､
才
能
の
あ
る
個
人
の
側
か
ら
の
言
語
へ
の
働
き
か
け
を
認
め
て
い
る
0
そ
の
働
き

か
け
の
際
に
も
､
媒
介
と
な
っ
て
い
る
の
は
キ
て
フ
ク
テ
ー
ル
と
い
う
概
念
で
あ
る
｡
｢
偉
大
な
人
々
は
､
ど
こ
か
で
自
国
の
キ
ャ
ラ
ク

一
六
一
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テ
ー
ル
に
結
び
つ
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
常
に
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た
何
か
を
持
っ
て
い
る
｡
彼
ら
は
､
自
分
自
身
に
固
有
な
仕

方
で
見
た
り
感
じ
た
り
す
る
｡
そ
し
て
自
ら
の
見
方
､
感
じ
方
を
表
現
す
る
た
め
に
､
彼
ら
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
規
則
の
中
で
､
又
は
少
な

く
と
も
で
き
る
限
り
わ
ず
か
に
そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
新
し
い
言
い
回
し
を
考
案
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､

彼
ら
は
自
ら
の
言
語
の
特
性
に
従
い
な
が
ら
､
同
時
に
自
ら
の
特
性
を
言
語
に
与
え
る
の
で
あ
る
｣
一
方
で
国
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
に
依

存
し
っ
つ
も
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
も
の
を
持
つ
と
か
､
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
規
則
か
ら
で
き
る
限
り
わ
ず
か
に
離
れ
る
と
か
､
言
語
の
特
性
に

従
い
つ
つ
そ
れ
に
自
ら
の
特
性
を
与
え
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
.
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
一
見

し
て
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
よ
く
考
え
て
み
る
な
ら
ば
､
我
々
に
対
す
る
言
語
の
規
制
力
と
個
人

の
自
由
な
見
方
､
感
じ
方
と
の
緊
張
関
係
を
こ
れ
ほ
ど
み
ご
と
に
表
わ
し
て
い
る
言
葉
は
多
く
な
い
で
あ
ろ
う
｡
我
々
は
自
ら
が
見
た
り

感
じ
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
自
分
自
身
で
意
識
す
る
時
に
は
既
に
言
語
を
習
得
し
て
い
る
｡
言
語
習
得
以
前
の
見
方
･
感
じ
方
は
思
い
出

す
す
べ
も
な
い
｡
そ
れ
で
は
､
我
々
の
感
得
能
力
は
す
べ
て
言
語
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ

ぅ
｡
言
語
も
我
々
に
よ
っ
て
か
つ
て
習
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
感
得
能
力
が
そ
の
前
に
な
け
れ
ば
言
語
の
習
得
も
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
｡
問
題
は
そ
の
よ
う
な
習
得
の
過
程
を
我
々
が
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
存
す
る
｡
そ
れ
で
は
現
段
階
で
は
絶
対
的
に
見
え

る
言
語
の
強
制
力
を
ど
う
や
っ
て
は
ね
の
け
れ
ば
よ
い
の
か
｡
こ
の
間
い
に
対
す
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
答
え
は
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と

い
う
形
で
現
わ
れ
て
く
る
言
語
の
法
則
を
発
見
し
､
そ
れ
を
逝
に
利
用
し
て
自
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
｡
彼

は
こ
の
法
則
を
〝
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〟
又
は
〝
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
規
則
〟
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
｡
そ
れ
で
は
､
言
語
お
よ
び
す
ぐ
れ
た

作
家
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
規
定
す
る
〝
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〃
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
､
次
に
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡



四

キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
支
え
る
〝
ア
ナ
ロ
ジ
ー
″

コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
決
定
さ
れ
る
の
が
遅
く
な
る
言
語
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
(
そ
の
よ
う

な
言
語
は
)
他
の
国
の
言
語
の
各
々
か
ら
何
か
を
少
し
づ
つ
採
り
入
れ
た
の
で
､
互
い
に
関
連
の
な
い
言
い
回
し
の
奇
妙
な
推
積
で
し
か

な
い
｡
そ
こ
に
は
､
作
家
を
啓
発
し
､
言
語
を
性
格
づ
け
る
(
c
a
r
a
c
{
㌻
s
e
r
)
あ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
｣

(
傍
点
筆
者
)
｡
こ
の
よ
う
に
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
決
定
す
る
の
は
､
様
々
な
言
い
回
し
の
相
互
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
｡

ま
た
彼
は
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
規
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
､
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
は
別
の
言
い
方
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
｡
｢
記

号
は
､
最
初
に
そ
れ
を
用
い
る
時
に
は
悪
意
的
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
記
号
は
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
持
ち
得
な
い
と
思
わ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
各
国
が
自
ら
に
固
有
な
特
性
に
従
っ
て
そ
の
観
念
を
結
び
つ
け
､
ま
た
主
要
な
観
念
の
素
地
に
対
し
､

異
な
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
る
に
従
っ
て
異
な
っ
た
付
属
的
な
観
念
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､

長
い
間
の
慣
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
(
観
念
の
)
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
､
ま
さ
に
国
語
の
特
性
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｣
こ
こ
で

は
､
国
語
の
特
性
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
､
観
念
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
前
述
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

と
は
､
観
念
の
組
み
合
わ
せ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
観
念
の
組
み
合
わ
せ
が
一
定
の
法
則
を
持
つ
こ
と

に
よ
っ
て
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
観
念
の
結
び
つ
け
方
の
す
べ
て
の
法
則
が
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
に
か
か
わ
る
わ
け
で
は
な
い
0
『
文
章
術
』
に
お
い
て
は
､

観
念
の
結
び
つ
け
方
の
法
則
に
二
種
が
区
別
さ
れ
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
に
か
か
わ
.
る
も
の
は
観
念
の
連
合
(
a
s
.
s
O
C
i
a
t
i
O
コ
S
d
･
i
斧
s
)

と
い
う
言
い
方
で
示
さ
れ
て
い
る
｡
｢
文
体
は
､
偉
大
な
詩
人
の
精
神
ご
と
に
異
な
る
観
念
の
連
合
に
依
存
し
て
お
り
､
自
ら
の
語
る
言

語
に
自
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
天
才
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
だ
け
の
数
の
文
体
が
存
在
す
る
｡
こ
れ
ら
の
観
念

の
連
合
は
詩
人
の
精
神
ご
と
に
異
な
る
が
､
さ
ら
に
ま
た
国
民
の
精
神
ご
と
に
異
な
る
｡
各
国
民
の
精
神
は
異
な
っ
た
慣
例
､
風
俗
､
キ

ー
六
三
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容

ヤ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
持
ち
､
す
べ
て
の
国
民
が
一
致
し
て
同
じ
よ
う
に
自
ら
の
観
念
を
連
合
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
｣

こ
こ
で
は
､
偉
大
な
詩
人
お
よ
び
国
民
に
特
有
な
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
規
定
す
る
の
は
観
念
の
連
合
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
彼
は
観
念
の
連
合
と
.
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
観
念
の
結
び
つ
け
方
を
挙
げ
て
い
る
｡
｢
思
考
の
展
開
は
､
す
べ
て
の

言
語
に
お
い
て
､
観
念
の
最
も
広
範
な
結
び
つ
き

(
〓
a
i
s
O
コ

d
-
i
d
訂
s
)

に
従
っ
て
行
な
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
点
に
関

し
て
は
､
す
べ
て
の
観
念
は
同
じ
法
則
に
従
う
｡
(
中
略
)
観
念
の
連
合
(
a
s
s
O
C
i
a
t
i
ご
っ
▼
S

d
ニ
d
か
e
s
)

は
､
そ
の
反
対
に
各
国
語

に
よ
っ
て
異
な
る
｡
従
っ
て
こ
の
連
合
を
一
般
的
な
法
則
に
従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
｣

こ
れ
に
よ
れ
ば
､
〓
a
i
s
O
n

d
ざ
訂
s

は
普
遍
的
な
法
則
に
従
う
も
の
で
あ
り
､
観
念
の
論
理
的
な
結
び
つ
き
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
a
s
s
O
C
i
a
t
i
･

〇
コ
S

d
J
d
訂
s
は
一
般
的
法
則
に
還
元
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
､
偉
大
な
詩
人
､
各
国
民
ご
と
に
異
な
る
｡
そ
れ
は
､
慣
例
や
風
俗
に

よ
っ
て
歴
史
的
過
程
の
中
で
形
成
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
､
言
わ
ば
情
緒
的
な
観
念
の
結
び
つ
け
方
の
型
と
言
え
る
で
あ
ろ
旭
｡

キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
は
､
観
念
の
連
合
の
仕
方
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
､
人
間
の
広
い
意
味
で
の
思
考
能
力
と
密
接
な
関

係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
｡
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
､
天
才
を
､
新
し
い
観
念
の
組
み
合
わ
せ
を
発
明
す
る
能
力
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
｡

｢
我
々
は
､
厳
密
に
言
え
ば
､
観
念
を
創
造
し
は
し
な
い
｡
我
々
の
す
る
こ
と
は
､
感
覚
か
ら
受
け
と
る
観
念
を
組
み
立
て
た
り
分
解
し

た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
み
合
わ
せ
る
だ
け
で
あ
る
｡
発
明
の
能
力
は
新
し
い
組
み
合
わ
せ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
存

立

す
る
｡
.
こ
れ
に
は
二
種
が
あ
る
｡
才
能
(
t
a
-
e
n
t
)
と
天
才
(
g
か
n
i
e
)
で
あ
る
｡
｣
こ
れ
に
続
く
部
分
で
は
､
才
能
は
既
存
の
芸
術

や
学
問
の
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
の
中
で
の
新
し
い
観
念
の
組
み
合
わ
せ
を
作
り
出
す
能
力
で
あ
り
､
天
才
は
新
し
い
芸
術
や
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル

を
も
生
み
出
す
よ
う
な
新
た
な
観
念
の
組
み
合
わ
せ
を
作
り
出
す
能
力
で
あ
る
と
し
て
区
別
し
て
い
る
｡
こ
の
天
才
の
定
義
と
キ

ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
が
観
念
の
連
合
の
仕
方
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
､
先
に
何
故
天
才
が
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル

の
発
見
か
ら
出
発
す
る
と
言
わ
れ
た
か
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
｡
観
念
の
結
び
つ
き
方
の
法
則
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
発
見
が
､



観
念
を
新
た
に
結
び
つ
け
る
能
力
で
あ
る
天
才
を
発
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
は
､
こ
の
よ
う
な
発
明
の
能
力
を
構
成
す
る
基
本
的
な
能
力
と
し
て
分
析
能
力
と
想
像
力
と
を
挙
げ
､
こ
の

二
つ
の
能
力
の
配
分
の
異
な
り
が
言
語
の
様
々
な
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
異
な
り
に
対
応
す
る
と
考
え
て
い
る
｡
｢
我
々
の
考
え
を
確
か
な

も
の
と
す
る
た
め
に
は
､
二
種
の
言
語
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡
一
つ
は
非
常
に
想
像
力
を
訓
練
す
る
の
で
､
そ
の
言
語
を
話
す
人

人
が
絶
え
ず
論
理
を
外
れ
る
よ
う
な
言
語
で
あ
る
｡
も
う
一
つ
の
言
語
は
､
そ
の
反
対
に
非
常
に
分
析
力
を
訓
練
す
る
の
で
､
こ
の
言
語

を
母
国
語
と
す
る
人
々
は
喜
び
を
感
じ
て
い
る
時
で
さ
え
､
問
題
の
解
決
を
追
求
す
る
幾
何
学
老
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
｡
こ
れ
ら
二
つ
の

極
の
間
に
､
我
々
は
す
べ
て
の
可
能
な
言
語
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
､
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
の
極
に
よ
り
近
い
か
に
よ
っ
て
様
々
な
キ
ャ
ラ

ク
テ
ー
ル
を
持
ち
､
ど
ち
ら
か
一
方
の
極
の
言
語
の
長
所
を
持
つ
と
と
も
に
他
方
の
極
の
言
語
の
欠
点
を
も
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
｡
｣

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
規
定
す
る
法
則
の
具
体
的
な
内
容
と
そ
の
法
則
と
鎗
々
の
思
考
能
力
と
の
関
係
が
明
確

と
な
っ
た
｡
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
､
先
の
引
用
に
あ
っ
た
｢
偉
大
な
作
家
に
よ
っ
て
言
語
の
発
展
が
そ
の
最
終
的
な
段
階
に
ま
で

引
き
上
げ
ら
れ
毎
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て
､
さ
ち
に
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
｡

五

言
語
の
発
展
の
歴
史

天
才
に
よ
る
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
発
見
と
は
言
語
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
発
見
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
言
語
の
法
則
を
発
見
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
天
才
お
よ
び
そ
れ
に
習
う
偉
大
な
人
々
は
､
あ
る
程
度
ま
で
言
語
の
支
配
を
の
が
れ
､
自
分
自
身
の
見
方
や
感
じ
方
を
言

い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
こ
に
は
､
言
語
の
強
制
と
個
人
の
自
由
の
間
の
奇
妙
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
0
個
人
は
言

語
の
強
制
を
の
が
れ
自
分
自
身
の
見
方
､
感
じ
方
を
言
い
表
わ
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
言
語
を
無
視
し
そ
れ
に
反
抗
す
る
の
で
は
な
く
､

言
語
の
法
則
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
､
言
語
を
逆
に
支
配
し
､
自
分
自
身
の
見

一
六
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方
､
感
じ
方
を
他
人
に
分
か
る
よ
う
に
言
い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
｡
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
そ
の
結
果
は
､
自
分
自

身
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
言
語
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
ひ
と
た
び
自
分
自
身
の

キ
ャ

ラ
ク
テ
ー
ル
を
言
い
表
わ
す
こ
と
､
す
な
わ
ち
自
分
自
身
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
言
語
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
､

も
は
や
そ
れ
は
個
人
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ず
､
そ
の
言
語
を
用
い
る
人
々
の
共
有
の
財
産
と
な
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
､

言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
は
し
だ
い
に
豊
か
に
な
り
､
言
語
の
発
展
の
最
終
的
な
段
階
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ

と
を
コ
一
ソ
∴
テ

ィ

ヤ

ッ
ク
は
､
フ

ラ

ン

ス
語
に
関
し
て

コ

ル
ネ
イ
ユ
､
ラ
シ
ー
ヌ
､
キ
ノ
ー

の
例
を
出
し
た
後
で

次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
｡
｢

そ
し
て
､
過
去
の
人
々
又
は
現
代
人
で
も
す
ぐ
れ
た
そ
の
他
の
多
く
の
作
家
は
､

各
々
一
つ
の
キ
ャ

ラ
ク
テ
ー
ル
を
持
ち
､
そ
れ
を
我
々

の
言
語
が
少
し
ず
つ
自
ら
に
固
有
な
も
の
と
し
て
い
っ

笠

た
の
で
あ
る
｡
｣

こ
の
よ
う
に
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
は
､
言
語
の
発
展
の
歴
史
の
中
で
あ
る
時
期
に
あ
る
程
度
ま
で
確
立
し
た
も
の
と
な
り
､
そ

の
段
階
に
至
る
と
天
才
が
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
支
え
て
い
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
発
見
で
き
る
よ
う
に
な
り
､
そ
の
後
は
す
ぐ
れ
た
作
家

の
言
語
活
動
を
通
じ
て
し
だ
い
に
完
成
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
､
決
し
て
そ
れ
を
固
定
的
に
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
｡
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
､
個
々
の
作
家
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
に
つ
い
て
は
､
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
高
貴
さ
､
力
強
さ
､
ラ
シ
ー
ヌ
の

巫

甘
美
さ
､
優
雅
さ
の
よ
う
に
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
が
､
各
国
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て

甫む

少
な
い
｡
唯
一
の
例
と
し
て
､
フ
ラ
ン
ス
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
に
つ
い
て
正
確
さ
と
明
噺
さ
を
挙
げ
て
い
る
が
､
こ
れ
も
｢
主
要
な
｣

と
い
う
形
容
詞
つ
き
で
､
決
定
的
な
も
の
と
し
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
国
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
､
は
確
か
に
あ

る
に
は
違
い
な
い
が
､
一
つ
の
形
容
詞
で
明
確
に
規
定
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
国
語
の
キ
ャ
ラ
ク

テ
ー
ル
は
天
才
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
あ
る
.
意
味
で
は
国
語
に
内
在
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
可
能
性

と
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
､
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
の
は
個
々
の
偉
大
な
作
家
の
言
語
活
動
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
多
く
の
偉
大
な
作
家
の



出
現
に
よ
り
､
国
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
が
し
だ
い
に
豊
か
に
な
る
｡
し
か
し
､
個
々
の
作
家
の
実
現
す
る
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
は
､
国
語

の
本
来
的
な
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
規
則
の
中
に
あ
る
か
､
又
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
そ
れ
を
離
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
､
国

語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
は
豊
か
に
な
り
つ
つ
も
ー
定
の
方
向
性
を
有
し
､
全
体
と
し
て
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
保
つ
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
こ
の
よ
う
な
発
展
の
歴
史
は
い
つ
ま
で
も
続
く
わ
け
で
は
な
い
｡
発
展
の
後
に
は
退
廃
の
時
代
が
や
っ
て
く
る
｡

大

言
語
の
退
廃
の
歴
史

国
語
に
内
在
す
る
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
可
能
性
が
最
大
限
に
ま
で
発
揮
さ
れ
つ
く
し
て
し
ま
う
歴
史
的
な
点
が
あ
る
｡
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ

ク
は
､
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
飽
和
状
態
以
後
の
歴
史
は
言
語
の
退
廃
の
時
代
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
主
張
し
て
い
る
｡
こ
の
時
代
に
も
､

才
能
の
あ
る
人
々
は
独
創
的
で
あ
ろ
う
と
努
力
す
る
｡
｢
し
か
し
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
か
つ
自
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
に
類
比
的

な
文
体
は
す
べ
て
先
行
す
る
人
々
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
､
彼
に
残
さ
れ
た
の
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
離
れ
る
こ
と
だ

け
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
独
創
的
た
､
酌
ん
と
す
る
と
､
一
時
代
前
で
あ
っ
た
な
ら
言
語
の
進
歩
を
速
め
た
で
あ
ろ
う
が
､
こ
の
時
代
で
は
言

語
の
荒
廃
を
準
備
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
｣
こ
れ
は
､
国
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
汲
み
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
時
代
の
不
幸
で
あ
る
､
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
さ
ら
に
進
め
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
ま
さ
に
こ
の
時
､
抜
け
目
の
な
い
こ
じ
つ
け

の
思
想
､
気
取
っ
た
反
対
命
題
､
才
気
換
発
な
逆
説
､
内
容
の
な
い
言
い
回
し
､
凝
っ
た
表
現
､
必
要
の
な
い
造
語
､
そ
し
て
三
ロ
で
言

ぅ
な
ら
ば
､
間
違
っ
た
形
而
上
学
に
よ
っ
て
堕
落
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
す
ぐ
れ
た
精
神
に
よ
る
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
言
葉
の
王
国
が
生
ま

詔)

れ
る
の
が
見
ら
れ
る
｡
｣

こ
の
不
幸
な
状
態
か
ら
抜
け
だ
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
理
論
に
従
え
ば
､
独
創
的
た
ら
ん
と

す
る
こ
と
を
や
め
る
か
､
言
語
の
本
来
的
な
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
そ
の
も
の
が
別
の
も
の
と
な
る
し
か
な
い
｡
彼
は
こ
の
問
題
を
取
り
挙
げ

一
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て
解
答
を
与
え
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
が
､
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
｡
｢
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
完
全
に
変
え
る
こ
と
は
一
人
の

人
間
の
力
で
は
で
き
な
い
｡
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
え
ば
､
他
国
の
言
語
を
話
す
こ
と
に
な
り
､
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
｡
あ
る
国
民
全
体
を
今
ま
で
し
て
い
た
の
と
は
全
く
違
う
仕
方
で
も
の
ご
と
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
､

重

言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
は
な
は
だ
し
い
変
化
を
も
た
ら
す
の
は
時
で
あ
る
｡
｣
一
人
の
人
間
が
い
く
ら
も
が

い
て
も
､
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
完
全
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
ず
､
時
を
待
つ
し
か
な
い
｡
こ
の
点
で
は
極
め
て
悲
観
的
な
見
解
で

あ
る
｡
し
か
し
､
時
に
よ
っ
て
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
全
面
的
な
変
更
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
言
語
の

退
廃
の
時
代
が
永
遠
に
続
く
の
で
は
な
く
､
い
つ
か
ま
た
進
歩
発
展
の
歴
史
に
転
化
す
る
わ
ず
か
な
期
待
は
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

結

論

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
論
の
最
も
中
心
と
な
る
考
え
は
､
偉
大
な

作
家
の
天
才
と
言
語
と
は
各
々
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
媒
介
と
し
て
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
い
､
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
発
展
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
ひ
蔓
語
と
思
考
能
力
の
相
互
発
展
と
い
う
発
想
は
彼
の
認
識
論
の
主
要
な
柱
で
あ
り
､
こ
の
考
え
は
創
作
能
力
を
取

り
扱
う
美
学
的
な
考
察
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
論
に
よ
っ
て
彼
が
説
明
し
よ
う
と
し
た
美
学
上
の
問
題
は
何
な
の
か
と
我
々
は
問
う
て
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
｡
そ
れ
は
､
文
学
の
歴
史
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
と
の
関
係
の
解
明
で
あ
っ
た
｡
我
々
が
し
ば
し
ば
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
が
､

伝
統
の
な
い
所
に
は
創
造
も
な
く
､
創
造
は
伝
統
に
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
｡
し
か
し
､
単
滋
る
伝
統
の
継
承
は
創
造
性
を
枯

渇
さ
せ
る
｡
創
造
は
伝
統
と
対
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
伝
統
と
創
造
と
の
逆
説
的
な
関
係
の
､
一
つ
の
美
事
な
説
明
が

コ
ソ
デ
ィ
サ
ッ
ク
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
論
で
あ
る
｡
天
才
は
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
発
見
か
ら
出
発
し
､
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と



に
よ
っ
て
今
度
は
逆
に
自
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
言
語
に
付
与
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
が
可
能
と
な
る
の
は
､
伝
統
(
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
言
い
方
で
は
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
)
が
､
あ
る
言
語

に
特
有
な
思
考
の
型
の
現
わ
れ
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
思
考
の
型
は
何
ら
か
の
法
則
を
持
つ
｡
我
々
が
既
存

の
思
考
の
型
の
束
縛
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
は
､
こ
の
法
則
を
発
見
し
支
配
し
て
､
そ
れ
を
自
分
自
身
の
見
方
や
感
じ
方
と
関
係
づ
け
る

以
外
に
方
法
が
な
い
｡
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
に
成
功
し
た
人
間
が
天
才
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
｢
言
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
｣
｢
作
家
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
｣
と
言
う
時
に
は
､
そ
れ
は
単
な
る
性

格
で
は
な
く
価
値
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
何
ら
か
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
示
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
の
言

語
又
は
作
家
が
す
ぐ
れ
て
･
い
る
こ
と
の
証
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
価
値
を
支
え
て
い
る
の
は
､
観
念
の
結
び
つ
き
の
持
つ
法
則
で
あ
る
｡

し
か
も
､
こ
の
法
則
は
あ
る
言
語
に
可
能
性
又
は
方
向
性
と
し
て
内
在
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
､
決
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
､

具
体
的
な
言
語
活
動
を
通
じ
て
豊
か
に
な
り
完
成
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
｡

言
語
の
価
値
を
支
え
る
こ
の
よ
う
な
力
動
的
な
法
則
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
創
造
に
お
け
る
新
し
さ
の
意

味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
創
造
と
は
過
去
と
決
別
し
て
今
ま
で
に
な
か
っ
た
も
の
を
創
る
こ
と
で
は
な
い
｡
単
な
る
新
し
さ
の
追
求
は
､

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
示
し
て
見
せ
た
よ
う
な
言
語
の
退
廃
を
招
く
も
の
で
あ
る
｡
創
造
の
新
し
さ
と
は
､
言
語
の
完
成
の
歴
史
を
一
歩
前

進
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
新
し
い
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
そ
れ
ま
で
の
言
語
活
動
･
の
蓄
積
を
担
い
つ
つ
前
に
進
む
も

の
で
な
く
て
は
な
ち
な
い
｡
こ
の
こ
と
こ
そ
､
す
ぐ
れ
た
作
家
は
ど
こ
か
で
自
国
語
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
に
従
い
な
が
ら
も
自
分
独
自
の

キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
自
国
語
に
付
与
す
る
と
い
う
言
い
方
で
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
.
ッ
ク
の
示
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
ま
さ
に
.
､
こ
の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
､
伝
統
と
創
造
の
関
係
の
真
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡



一
七
〇

註

(⊥

｢
シ
†
バ
ノ
ン
の
音
楽
論
､
-
模
倣
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
ヘ
ー
｣
､
『
美
学
史
研
究
叢
書
』
第
六
輯
､
今
道
友
信
編
､
昭
和
五
十
六
年
､
五
一
-
七
入

貢
､
及
び
､
｢
シ
ャ
･
ハ
ノ
ン
に
お
け
る
キ
†
ラ
ク
テ
･
･
ル
の
概
念
､
-
ケ
ル
ナ
ー
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
1
｣
､
『
音
楽
学
』
第
二
七
巻
‡
､
音
楽
学
会

編
､
一
九
八
一
年
､
九
八
1
一
〇
九
頁
｡

‡

p
a
t
r
i
c
k

C
O
-
e
ヨ
a
n
∴
→
h
e
-
d
e
a

Of

C
h
a
r
a
c
t
e
r

i
コ
t
h
e
申
≡
至
き
壱
註
慧
.
E
i
g
h
t
e
e
n
t
h
･
C
e
n
t
u
q

S
t
亡
d
i
e
s
.
-
∽
-
-
3
や

p
p
.
N
】
～
A
→
.

言

→
O
k
亡
Z
O

M
i
y
a
g
a
y
a
-
ミ
N
O
t
e
S

S
u
r

C
O
コ
d
i
〓
a
c
一
D
i
d
e
r
O
t

e
t

R…SSeau.-Le亡r

t
h
か
O
r
i
e

sur〓ヨaginatiOn-､,

神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
､
-
S
O
も
p
.
巴
～
諾

中
川
久
定
､
｢
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
論
｣
､
『
思
想
』
一
九
七
二
年
二
月
号
､
大
塚
忠
秀
｢
コ

ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
ル
ソ
ー
の
言
語
論
｣
比
較
文
化
研
究
､
東
京
大
学
､
一
九
七
二
年
､
p
p
.
N
-
U
～
N
竺
を
参
照
｡

互

シ
†
バ
ノ
ソ
は
そ
の
著
作
風
D
e

l
a
ヨ
u
S
i
q
u
e

c
｡
n
S
i
d
か
r
紆
e
n

e
〓
e
･
ヨ
か
ヨ
e

et

d
a
n
s

s
e
s

r
a
p
p
O
r
t
S

a
く
究
-
頒
p
a
r
｡
-
e
→
-
e
s

-
a
コ
g
u
e
S
二
a
p
O
賢
e
e
:
e

th堅reV
(
r
e
p
r
i
n
t
｡
:
遥
∽
e
d
i
t
i
｡
コ
嶋
G
e
n
㌢
e

S
-
a
-
k
i
n
e
こ
芸
¢
一
p
･
£
)
で
､
コ
ソ
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
人
間
認
識
起
源
論
』
の
序
文
か
ら
一
文
を
引
用
し
て
自
ら
の
主
張
の
傍
証
と
し
て
い
る
他
‥
.
D
e
-
a
ヨ
u
S
i
q
u
e
…
､
､
の
付
録
に
相

当
す
る
部
分
で
､
｢
諸
言
語
の
特
性
｣
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
以
下
に
考
察
す
る
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
論
を
前
提
と
し

て
善
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
音
楽
論
に
関
し
て
は
､
拙
稿
｢
コ
ン
テ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
音
楽
論
､
1
『
人
間
認
識

起
源
論
』
を
中
心
と
し
て
-
｣
､
『
美
学
』
第
三
十
三
巻
第
四
号
､
美
学
会
編
､
一
九
八
三
年
春
､
三
七
-
四
入
貢
参
照
｡

(且

【
.
F
.
苧
i
g
h
t
は
ミ
→
h
eG
e
O
ヨ
e
t
r
i
c

S
p
i
r
i
t

l
･
→
h
e

A
b
b
か
d
①
C
｡
コ
d
i
≡
c

a
コ
d

t
h
e

F
r
e
n
c
h
E
n
〓
g
h
t
m
e
｡
t
-
､
∵

N
e
w
エ
a
く
e
n
a
n
d

L
O
コ
d
O
n
-
Y
a
-
e

U
コ
i
く
e
r
S
i
t
y

P
r
e
s
s
こ
霊
0
0
一
の
第
七
章
｢
経
験
的
美
学
と
古
典
的
理
想
の
崩
壊
｣
に
お
い
て
､
コ
/

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
各
国
語
に
固
有
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
を
認
め
文
学
の
莫
の
相
対
性
を
認
め
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
が
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
天
才
と

の
関
係
､
及
び
､
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
察
し
て
い
な
い
｡
1
.
L
.
L
a
b
a
r
r
i
㌢
e
▼
.
.
L
e

g
か
コ
i
e
芝
-
e

】
e
u
d
a
n
s
-
曽
邑
d
e

C
｡
n
d
i
≡
c
､
∵
i
コ
C
｡
已
≡
喜
ニ
ー
芸
p
…
≡
ぎ
冨
ぎ
訂
雲
量
ご

ざpar

J
e
a
コ
S
習
阜

s
-
a
t
k
i
コ
e
,
G
e
コ
官
e
･
P
a
r
i
s
こ
¢
0
0
N
-
p
p
●
-
○
∽
～
〓
｣
は
､
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
プ
ク
の
天
才
論
を
『
人
間
認
識
起
源
論
』
の
第
Ⅱ
部
､
第
十
五
章
を

中
心
と
し
て
考
察
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
も
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
概
念
の
内
容
は
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
､
ま
た
『
文
章
術
』
に
関
す
る
言
及
は

全
く
な
い
｡
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B
･
d
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C
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d
i
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ニ
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三
き
c
l
ぎ
-
賢
-
i
O
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d
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→
夢
i
コ(
出
u
く
r
e
S

p
b
〓
O
S
O
p
h
i
q
u
e
s
d
e

C
O
n
d
i
=
a
c
:
e
x
-
e

か
t
a
b
=
e
t

p
r
訂
e
コ
ー
か
p
a
r

G
･
L
e

R
〇
･
y
●

P
a
r
i
s
､
P
･
U
･
F
･
-
冨
→
～
-
¢
芦
:
●
-
,
苧
2
7
≡
-
.

､
≡
㌣

p
.
竺
→
.

C
O
コ
d
i
=
a
c
-
鴎
∽
や
更
へ
∽
寧
1
■
-
ミ
葺
軋
さ
～
乱
…
C
O
裏
白
㌃
冨
喜
…
ぎ
喜
㌻
…
ご
→
芸
)
,
p
r
紆
か
款
d
e

L-arch邑Ogie

d
亡
f
r
i
く
○
-
e

p
a
r

J
a
c
q
u
e
s

D
e
r
r
i
d
a
一
E
d
i
t
i
O
コ
S

G
a
〓
-
紆
.
-
¢
3
.
(
L
e

R
O
y

の
テ
キ
ス
ト
で
は
t
｣
一
p
●
-
以
下
)

以
下
本
論
で
は
毎
払
岩
軋
と

略
述
し
､
G
a
l
〓
訂
版
の
テ
キ
ス
ト
の
頁
教
を
引
用
す
る
｡

文
体
の
美
を
明
晰
さ
(
n
2
t
t
2
t
二
と
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
二
つ
の
要
素
に
分
け
る
と
い
う
考
j
は
､
『
人
間
認
識
起
源
論
』
で
は
い
ま
だ
明
確
に

は
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
著
作
で
も
彼
は
ポ
ワ
ロ
･
1
の
主
張
を
挙
げ
た
後
で
そ
れ
を
補
っ
て
､
美
と
真
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
｡
｢
真
以
外
に
美
し
い
も
の
は
な
い
｡
し
か
し
､
真
で
あ
る
も
の
す
べ
て
が
美
し
い
わ
け
で
は
な
い
｡
真
を
補
足
す
る
た
め
に
､
想
像
力
は

真
を
飾
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
観
念
を
そ
れ
に
連
合
さ
せ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
結
合
に
よ
っ
て
想
像
力
は
､
緻
密
さ
(
s
O
〓
d
i
t
ヱ
と
楽
し
み

(
a
喝
r
か
ヨ
e
n
こ

の
見
出
さ
れ
る
一
つ
の
全
体
を
形
成
す
る
u

(
短
芸
P
れ
-
℃
｣
怠
)

実
は
一
つ
の
全
体
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
は
二
つ
の
要
素
が

見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
美
は
真
と
完
全
に
一
致
す
る
の
で
は
な
く
､
真
を
飾
る
も
の
と
し
て
の
楽
し
み
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
美
を
真
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
-
と
す
る
考
え
の
図
式
は
､
『
文
章
術
』
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
真
を
飾
る
た
め
に
は
､

｢
想
像
力
が
そ
れ
に
観
念
を
連
合
さ
せ
る
｣
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
こ
こ
で
の
考
え
は
､
同
著
作
の
第
Ⅱ
部
十
五
章
の
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
論
お
よ

び
『
文
章
術
』
で
の
考
え
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

≡
己
.
葛
.
N
笠
～
N
芦

C
h
a
p
i
t
r
e

当
ご
.
.
D
u

g
か
n
i
e

d
e
s
-
a
n
g
u
e
s
､
､

こ
の
点
は
､
J
t
L
.
L
a
b
a
r
r
i
冨
の
前
掲
論
文
(
註
妄
p
.
-
O
ぃ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
以
†
引
用
の
際
に
は
こ
の
意
味
で
の
g
㌢
i
e
を
特

性
と
訳
し

c
a
r
a
c
t
㌢
e

は
原
語
の
ま
ま
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
と
記
す
こ
と
に
す
る
｡

例
え
ば
､
p
e
t
i
t

R
O
b
e
r
t
で
は
､
g
㌢
i
e

の
項
目
の
一
つ
と
し
て
､
｢
あ
る
も
の
の
本
来
的
本
性
を
形
成
す
る
弁
別
的
性
格
(
c
a
r
a
c
t
耳
e
s

d
i
s
t
i
n
c
t
i
f
s

q
u
i

f
O
r
ヨ
e
n
t
-
a

n
a
t
u
r
e

p
r
O
p
r
e

d
-
u
n
e

c
h
O
S
e

)

｣
と
い
う
定
義
が
あ
り
､
十
七
世
紀
か
ら
の
用
法
と
し
て
出
て

い
る
｡
し
か
し
､
辞
書
に
こ
の
意
味
が
独
立
し
た
項
目
と
し
て
載
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
で
は
な
い
｡
例
え
ば
､
ア
カ
デ
ミ
ー
の

辞
書
の
第
一
版

〓
六
九
四
年
)
､
F
u
r
e
t
i
㌣
e
の
辞
書
(
二
ハ
九
〇
年
)
､
百
科
全
書
の
第
一
版

(
一
七
五
二
年
)

に
は
､
こ
の
意
味
を
挙
げ
た

項
目
は
見
ら
れ
な
い
｡
現
在
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
た
最
も
古
い
例
と
し
て
は
､
ア
カ
デ
ミ
ー
の
辞
書
の
第
七
版

(
一
八
七
七
年
)

に
こ
の
意
味
を
挙

一
七
一
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一
七
二

げ
た
独
立
し
た
項
目
が
見
出
さ
れ
､
｢
本
来
的
で
弁
別
的
性
格

(
c
a
r
a
c
t
㌢
e

p
r
O
p
r
e

et

d
i
s
t
i
⊃
C
t
i
f
)

｣
を
意
味
す
る
と
あ
る
｡
し
か

し
､
前
述
の

(
註
耳
ニ
シ
ャ
パ
ノ
ン
の
三
D
e
-
a

ヨ
u
S
i
q
u
e
…
､
､
(
一
七
八
五
年
)

の
付
録
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
｢
諸
言
語
に
つ
い
て
の
考
察
｣

の
冒
頭
に
､
｢
あ
る
言
語
の

g
か
n
i
e

と
言
え
ば
､
そ
の
言
語
の
本
来
的
で
弁
別
的
な
性
格

(
c
a
r
a
c
t
㌢
e

p
r
O
p
r
e
紆
d
i
s
t
i
⊃
C
t
i
f
)

を
意
味

す
る
と
ア
カ
デ
､
､
､
-
の
辞
書
に
書
い
て
あ
る
｣
と
い
う
記
述
が
あ
る

(

p
●
留
¢
)

の
で
､
こ
の
時
ま
で
に
は
既
に
ア
カ
デ
ミ
1
の
辞
書
に
こ
の
意
味

の
独
立
し
た
項
目
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
認
識
論
の
特
徴
に
つ
い
て
は
拙
稿
､
前
掲
論
文
｢
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ク
ク
の
音
楽
論
｣

(
註
T
)
)

で
簡
略
に
ま
と
め
て
お
い
た
｡
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