
コ
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
L
成
立
に
関
す
る
一
考
察

宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
の
比
較
か
ら

中

野

新

治

 
 
 
一
、

中
原
中
也
の
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
（
「
文
芸
汎
論
」
昭
1
1
・
1
1
）
は
、
夫
逝
し

た
詩
人
の
「
最
も
美
し
い
遺
品
」
（
小
林
秀
雄
「
中
原
中
也
の
思
ひ
出
」
）
と
し

て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
の
作
品
と
の
出
会
い

か
ら
中
也
へ
の
接
近
が
始
ま
る
と
い
う
例
は
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
「
美
し
さ
」
を
初
心
の
読
者
が
そ
の

詩
集
か
ら
捜
そ
う
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
あ
る
と
ま
ど
い
を
覚
え
る
こ
と
に
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

る
だ
ろ
う
。
四
、
四
、
三
、
三
と
い
う
整
っ
た
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
、
母
音
あ
音
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
 

多
用
（
7
9
個
）
に
よ
る
開
か
れ
た
空
間
性
の
感
覚
、
〈
夜
／
昼
〉
、
〈
死
／
生
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈
静
／
動
〉
、
〈
時
間
性
／
空
間
性
〉
、
〈
固
体
／
流
体
〉
な
ど
の
二
元
的
対
立
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
形
式
美
、
と
い
っ
た
美
的
要
素
の
累
積
を
他
の
作
品
に
求

め
る
の
は
相
当
に
困
難
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
こ
の
作
品
が
収
め
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
じ
ら
い

れ
て
い
る
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』
（
昭
1
3
・
1
）
か
ら
は
、
「
含
意
」
、
「
湖
上
」
、

「
北
の
海
」
、
「
言
葉
な
き
歌
」
、
「
月
夜
の
浜
辺
」
、
「
冬
の
長
門
峡
」
な
ど
を
「
美

し
い
遺
品
」
の
一
群
に
加
え
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
整
っ
た
拝
情
性
は
む
し
ろ
例

外
で
あ
り
、
「
骨
」
、
「
正
午
」
、
「
春
日
狂
想
」
に
代
表
さ
れ
る
バ
ロ
ッ
ク
的
な

ゆ
が
ん
だ
七
情
こ
そ
主
流
を
な
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

 
で
は
、
な
ぜ
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
が
例
外
的
に
誕
生
し
た
の
か
、
と
問
う

て
み
て
も
正
確
な
回
答
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
創
造
の

秘
密
は
論
理
を
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
吉
田
熈
生
氏

の
次
の
よ
う
な
視
点
は
、
こ
の
間
に
対
す
る
有
力
な
回
答
に
な
り
う
る
と
思
わ

れ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勾

 
吉
田
氏
は
コ
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
し
と
同
年
同
月
に
発
表
さ
れ
、
『
在
り
し
日
 
 
ω

の
歌
』
で
は
並
置
さ
れ
て
い
る
「
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
」
（
「
四
季
」
昭
1
1
・
1
1
）

と
の
関
連
に
注
目
す
る
。

 
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
は
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
延
長
上
に
創
り
出
さ
れ
た
幻

想
世
界
で
あ
り
、
原
初
的
な
自
然
を
舞
台
と
し
た
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
「
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
」
は
人
間
不
在
の
街
で
あ
り
、
人
間
が
否

定
さ
れ
た
社
会
を
舞
台
と
す
る
。
二
つ
の
詩
は
一
見
異
質
の
よ
う
に
見
え

る
が
、
し
か
し
時
間
の
交
錯
あ
る
い
は
逆
転
を
詩
法
と
し
て
い
る
点
で
は

共
通
の
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
「
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
」

も
や
は
り
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
延
長
上
に
創
ら
れ
た
世
界
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
推
測
す
れ
ば
、
こ
の
時
中
原
は
二
つ
の
詩
の
制
作
に
際
し
て
「
此

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
成
立
に
関
す
る
一
考
察
 
-
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
の
比
較
か
ら
ー



の
世
の
果
て
し
と
い
う
世
界
の
表
現
を
、
人
間
関
係
の
否
定
（
「
ゆ
き
て

か
へ
ら
ぬ
」
）
と
、
自
然
法
則
の
逆
転
（
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
）
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

二
つ
の
面
か
ら
意
図
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
何
気
な
く
読
め
ば
つ
な
が
り
な
ど
見
出
せ
そ
う
も
な
い
二
つ
の
作
品
を
、
「
此

の
世
の
果
て
」
と
い
う
空
間
の
同
質
性
と
「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
秩
序
破
壊

的
な
表
現
意
識
の
同
一
性
で
つ
な
げ
て
み
せ
た
卓
見
で
あ
る
。
吉
田
氏
は
、
「
ゆ

き
て
か
へ
ら
ぬ
」
が
か
つ
て
の
「
京
都
時
代
」
を
舞
台
と
し
な
が
ら
、
実
際
に

は
昭
和
十
一
年
の
時
空
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
「
過
去
と
現
在
と
が
自

由
に
交
錯
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
影
を
見
て
い
る
が
、
具
体
的

な
表
現
に
お
い
て
も
、
「
林
の
中
に
は
、
世
に
も
不
思
議
な
公
園
が
あ
っ
て
、
」

以
下
の
「
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
」
の
最
終
連
と
、
「
秋
の
夜
は
、
は
る
か
の
彼
方
に
、

／
小
石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ
っ
て
」
と
い
う
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
冒
頭

は
確
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
感
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
り

に
「
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
」
を
反
転
さ
せ
た
も
の
が
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
で
あ

る
と
考
え
う
る
と
し
て
も
、
生
の
感
覚
が
無
機
的
に
ぬ
ぐ
い
取
ら
れ
て
い
る
「
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
て
か
へ
ら
ぬ
」
を
「
異
教
的
な
天
地
創
造
神
話
」
と
さ
え
読
ま
れ
て
い
る
コ

つ
の
メ
ル
ヘ
ン
し
の
世
界
へ
と
反
転
さ
せ
る
た
め
に
は
、
大
き
な
創
作
上
の
契

機
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
作
っ
た
の
が
宮
沢

賢
治
の
童
話
「
や
ま
な
し
」
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
い
の
だ
が
、
本
論
に
入

る
前
に
中
也
に
と
っ
て
宮
沢
賢
治
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を

確
認
し
て
お
こ
う
。

 
 
 
二
、

 
中
原
申
也
が
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
触
れ
た
文
章
は
五
つ
残
っ
て
い
る
が
、
詩

集
『
春
と
修
羅
』
（
大
1
3
・
4
）
に
つ
い
て
は
「
私
が
こ
の
本
を
初
め
て
知
っ

た
の
は
大
正
十
四
年
の
暮
で
あ
っ
た
か
そ
の
翌
年
で
あ
っ
た
か
、
と
ま
れ
寒
い

頃
で
あ
っ
た
。
由
来
こ
の
書
は
私
の
愛
読
書
と
な
っ
た
。
何
冊
か
買
っ
て
、
友

人
の
所
へ
持
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
（
「
宮
沢
賢
治
全
集
」
（
昭
1
0
・
4
）
）

と
語
っ
て
、
彼
が
数
少
い
生
前
か
ら
の
賢
治
理
解
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
そ
の
賢
治
へ
の
共
感
は
次
の
一
文
に
尽
き
て
い
る
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。

 
彼
は
幸
福
に
書
き
付
け
ま
し
た
。
と
に
か
く
印
象
の
生
滅
す
る
ま
・
に

自
分
の
命
が
経
験
し
た
こ
と
の
そ
の
何
の
部
分
だ
つ
て
こ
ぼ
し
て
は
な
ら

な
い
と
ば
か
り
。
そ
れ
に
は
概
念
を
出
来
る
だ
け
遠
ざ
け
て
、
な
る
べ
く

生
の
印
象
、
新
鮮
な
現
識
を
、
そ
れ
が
頭
に
浮
か
ぶ
ま
・
を
、
1
つ

ま
り
書
い
て
い
る
時
そ
の
時
の
命
の
流
れ
を
も
、
む
げ
に
退
け
て
は
な
ら

な
い
の
で
し
た
。
（
中
略
）
彼
に
と
っ
て
印
象
と
い
ふ
も
の
は
、
或
ひ
は

現
識
と
い
ふ
も
の
は
、
勘
考
さ
る
べ
き
も
の
で
も
翫
味
さ
る
べ
き
も
の
で

も
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
み
ら
れ
な
い
程
、
現
識
は
現
識
の
ま
・

で
、
惚
れ
惚
れ
と
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
彼
は
、
そ

の
現
識
を
、
出
来
る
だ
け
直
接
に
表
白
さ
へ
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
宮
沢
賢
治
の
詩
」
昭
1
0
・
6
）

 
く
り
か
え
し
使
わ
れ
る
「
旧
識
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
泰
正
氏
や
北

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
ソ

川
透
氏
の
仏
教
用
語
を
ふ
ま
え
て
の
言
及
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
申
也
の
い

（98）



、

わ
ゆ
る
「
名
辞
以
前
」
（
「
芸
術
論
覚
え
書
き
」
）
に
つ
な
が
る
詩
を
発
生
さ
せ

る
根
源
的
な
生
命
感
を
指
し
、
そ
れ
が
賢
治
の
詩
作
に
お
け
る
「
心
象
ス
ケ
ッ

チ
」
の
「
心
象
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
十
分
で

あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
中
也
は
詩
作
の
意
味
を
己
れ
と
同
じ
く
す
る
稀
な
存
在
を

賢
治
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
詩
を
論
じ
る
時
、
形
を
変
え
な
が

ら
常
に
主
張
し
て
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
け
 

 
自
分
に
、
方
法
を
与
へ
や
う
と
い
ふ
こ
と
。
こ
れ
が
不
可
な
い
。
ど
ん

な
場
合
に
あ
る
と
も
、
こ
の
魂
は
こ
の
魂
だ
。
（
一
九
二
七
・
一
・
一
九

 
日
記
）

 
デ
ザ
イ
ン
、
デ
ザ
イ
ン
つ
て
？
そ
ん
な
も
の
は
犬
に
で
も
喰
は
せ
ろ
。

歌
ふ
こ
と
、
歌
ふ
こ
と
し
か
あ
り
は
し
な
い
の
だ
。
（
同
一
・
二
十
 
日
記
）

 
近
代
の
作
品
は
、
私
に
は
、
歌
は
う
と
し
て
は
み
な
い
で
、
寧
ろ
歌
ふ

に
は
如
何
に
す
べ
き
か
を
言
っ
て
み
る
や
う
に
見
え
る
。
歌
で
は
な
く
て

歌
の
原
理
だ
。
か
く
て
近
代
の
作
品
は
外
的
で
あ
る
。
（
中
略
）
つ
ま
り

近
代
は
表
現
方
法
の
考
究
を
生
命
自
体
だ
と
何
時
の
間
に
か
思
込
ん
だ
こ

と
で
あ
る
。
（
中
略
）
だ
か
ら
私
は
繰
返
し
て
い
ふ
、
座
標
軸
を
、
概
念
を
、

偶
像
を
、
他
人
の
眼
を
忘
れ
よ
！
（
中
略
）
忘
れ
よ
！
忘
れ
よ
！
自
展
的

概
念
が
誘
起
す
る
記
憶
以
外
の
記
憶
は
、
た
“
雑
念
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
。

（「

ｶ
と
歌
」
）

 
中
也
の
言
う
よ
う
に
「
自
展
的
観
念
が
誘
起
す
る
記
憶
」
の
み
に
従
い
、
「
他

人
の
目
」
も
「
表
現
方
法
の
考
究
」
も
視
野
に
入
れ
ず
書
か
れ
た
例
を
、
賢
治

の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
群
が
ら
あ
げ
て
み
よ
う
。

 
 
 
 
さ
ん
ち
 
ひ
ょ
う
む

コ
バ
ル
ト
山
地
の
氷
霧
の
な
か
で

あ
や
し
い
朝
の
光
が
燃
え
て
ゐ
ま
す

毛
無
森
の
き
り
跡
あ
た
り
の
見
当
で
す

た
し
か
に
せ
い
し
ん
で
き
の
白
い
火
が

水
よ
り
強
く
ど
し
ど
し
ど
し
ど
し
燃
え
て
ゐ
ま
す

青
じ
ろ
い
骸
骨
星
座
の
よ
あ
け
が
た

 
 
 
 
 
ら
ん

凍
え
た
泥
の
乱
反
射
を
わ
た
り

店
さ
き
に
ひ
と
つ
置
か
れ
た

提
婆
の
か
め
を
ぬ
す
ん
だ
も
の

に
は
か
に
も
そ
の
長
く
黒
い
脚
を
や
め

二
つ
の
耳
に
二
つ
の
手
を
あ
て

電
線
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
聴
く

け
ふ
は
ぼ
く
の
た
ま
し
ひ
は
疾
み

か
ら
す

烏
さ
へ
正
視
が
で
き
な
い

 
あ
い
つ
は
ち
や
う
ど
い
ま
ご
ろ
か
ら

 
 
 
 
 
ブ
ロ
ン
ズ

 
つ
め
た
い
青
銅
の
病
室
で

 
 
 
ば
ら

 
透
明
薔
薇
の
火
に
燃
さ
れ
る

ほ
ん
た
う
に
 
け
れ
ど
も
妹
よ

け
ふ
は
ぼ
く
も
あ
ん
ま
り
ひ
ど
い
か
ら

や
な
ぎ
の
花
も
と
ら
な
い

（「

R
バ
ル
ト
山
地
」
）

（「

ﾊ
す
び
と
」
）

（「

�
ﾆ
病
熱
」
）

少
く
と
も
詩
に
於
け
る
賢
治
が
、
中
也
の
言
う
如
く
「
他
人
め
目
」
（
読
者

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
成
立
に
関
す
る
一
考
察
 
-
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
の
比
較
か
ら
一

（99）



の
目
）
な
ど
全
く
考
慮
の
外
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
三
つ
の
作
品
だ
け

で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
コ
バ
ル
ト
山
地
」
「
毛
無
森
」
は
何
の
こ
と
わ
り
も
な

し
に
登
場
す
る
し
、
「
骸
骨
星
座
」
と
は
、
あ
る
星
座
の
別
名
な
の
か
、
勝
手

に
つ
け
た
名
前
な
の
か
不
明
で
あ
る
。
（
実
際
、
ど
ん
な
星
座
表
に
も
こ
の
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
ロ
ン
ズ

を
持
つ
星
座
ば
な
い
）
 
「
青
銅
の
病
室
」
が
、
当
時
、
肺
結
核
を
病
む
者
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

安
静
と
保
温
の
た
め
に
か
や
を
つ
っ
た
、
そ
の
青
が
や
を
指
す
な
ど
と
は
解
説

書
を
読
ま
な
い
限
り
了
解
不
可
能
で
あ
る
。
「
せ
い
し
ん
で
き
の
白
い
火
」
「
透

明
薔
薇
の
火
」
も
明
白
に
理
解
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
し
、
「
ぬ
す
び
と
」

が
「
提
婆
の
か
め
」
を
盗
み
、
風
の
た
め
に
オ
ル
ゴ
ー
ル
の
よ
う
に
鳴
っ
て
い

る
電
線
を
聞
い
て
い
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
「
あ
い
つ
」

と
「
妹
」
が
同
一
人
物
な
の
か
否
か
も
作
品
の
内
部
か
ら
答
え
を
捜
す
こ
と
は

で
き
な
い
。

 
こ
の
よ
う
な
特
質
は
「
七
つ
森
の
こ
っ
ち
の
ひ
と
つ
が
／
水
の
中
よ
り
も
つ

と
明
る
く
／
そ
し
て
た
い
へ
ん
書
き
い
の
に
」
（
「
屈
折
率
」
）
か
ら
「
そ
ら
に

は
ち
り
の
や
う
に
小
鳥
が
と
び
／
か
げ
ろ
ふ
や
青
い
ギ
リ
シ
ア
文
字
は
／
せ
は

し
く
野
は
ら
の
雪
に
燃
え
ま
す
」
（
「
冬
と
銀
河
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
）
に
至
る
全

作
品
に
一
貫
し
て
い
る
。
中
也
の
言
う
通
り
、
賢
治
は
「
幸
福
に
」
自
己
の
た

め
だ
け
に
、
「
書
き
つ
け
た
」
の
で
あ
り
、
言
語
に
よ
る
秩
序
あ
る
小
宇
宙
の

形
成
と
い
う
通
常
の
詩
的
営
為
か
ら
は
遠
く
へ
だ
た
っ
た
場
所
に
居
る
の
で
あ

る
。

 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
宮
沢
賢
治
が
「
湧
出
す
る
生
命
感
の
率
直
な
表
出
」
、

「
外
在
的
な
る
も
の
の
遮
断
」
に
於
て
中
也
と
一
致
し
て
い
る
と
し
て
も
、
賢

治
に
お
け
る
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
、
中
也
に
お
け
る
「
歌
」
に
は
決
し
て
重

な
る
こ
と
の
な
い
領
域
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
「
す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し
／
み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の
」
「
す
べ

て
が
わ
た
く
し
の
中
の
み
ん
な
で
あ
る
や
う
に
／
み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か

の
す
べ
て
で
す
か
ら
」
（
『
春
と
修
羅
』
序
）
と
あ
る
よ
う
に
、
賢
治
に
と
っ
て
「
命

の
流
れ
」
（
心
象
）
と
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
の
交
流
、
照
応
そ
の
も
の

を
指
す
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
自
己
意
識
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

自
己
と
は
世
界
か
ら
孤
絶
し
共
通
項
を
も
た
な
い
絶
対
的
実
体
的
な
斜
な
の
で

は
な
く
、
仏
に
よ
っ
て
生
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
込
ま
れ
た
す
べ
て
の
存
在

と
同
質
の
「
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
」
（
『
春
と
修
羅
』
序
）
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

自
己
の
「
命
の
流
れ
」
（
心
象
）
を
語
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
「
世
界
」
を
語
る

こ
と
で
あ
り
、
「
世
界
」
を
語
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
自
己
の
「
命
の
流
れ
」

語
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
語
り
が
「
粗
硬
な
」
（
大
1
4
・
2
・
9
森
佐
一
あ

て
書
簡
）
「
ス
ケ
ッ
チ
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
風
景
や
み
ん
な
と
い

つ
し
ょ
に
／
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
」
（
同
）
す
る
こ
と
、
即
ち
変
化
流
転

し
て
止
ま
な
い
こ
と
が
こ
の
世
の
真
の
姿
で
あ
る
以
上
、
当
然
で
あ
る
。
も
し
、

高
度
に
秩
序
化
さ
れ
た
言
語
世
界
が
造
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
過
分
な
装

飾
化
を
伴
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
ヨ
Φ
三
巴
ω
冨
汀
げ

目
。
匹
三
巴
）
と
い
う
頭
注
を
入
れ
た
作
品
の
存
在
は
、
賢
治
が
こ
の
よ
う
な
「
現

象
と
し
て
の
自
己
」
1
1
「
世
界
」
の
あ
り
の
ま
ま
の
報
告
に
極
め
て
意
識
的
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

 
か
く
し
て
、
賢
治
に
お
け
る
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
は
、
彼
が
到
達
し
た
世

界
観
に
よ
っ
て
自
己
意
識
か
ら
も
言
語
に
よ
る
美
的
秩
序
志
向
か
ら
も
解
放
さ

れ
、
読
者
を
と
ま
ど
わ
せ
る
ほ
ど
の
「
自
由
」
を
獲
得
し
た
こ
と
の
証
し
で
あ
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
見
た
作
品
の
「
ひ
と
り
よ
が
り
」
は
、
そ

の
「
自
由
」
の
ゆ
え
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
「
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
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け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し

に
も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
L
（
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
序
）
と

答
え
れ
ば
済
ん
だ
の
で
あ
る
。

 
一
方
、
中
原
中
也
に
お
け
る
「
歌
」
の
「
自
由
」
は
、
彼
の
「
早
熟
」
（
自

己
完
成
の
意
識
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
私
は
全
生
活
を
し
た
の
で
（
一
歳
よ
り
十
六
歳
に
至
る
）
私
の
考
へ
た

こ
と
は
そ
れ
を
表
は
す
表
現
上
の
真
理
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
た
、
謂
は

ば
。
（
十
七
歳
よ
り
十
九
歳
に
至
る
）
そ
こ
で
私
は
美
学
史
の
全
階
段
を

踏
査
し
た
、
実
に
。
か
く
て
私
は
自
ら
を
全
部
解
放
さ
れ
た
や
う
な
風
に

な
り
行
っ
た
。

・
宇
宙
の
機
構
悉
皆
了
知
。

・
一
生
愛
人
と
し
て
の
正
義
満
潮
。

・
美
し
き
限
り
の
欝
憂
の
情
。

 
以
上
三
項
の
化
合
物
と
し
て
、

 
中
原
中
也
は
生
息
し
ま
す
。

ダ
ダ
イ
ズ
ム
と
は
、

（一

纉
�
ｵ
・
四
・
四
 
日
記
）

（
同
 
四
・
二
七
 
日
記
）

全
部
意
識
し
た
と
し
て
な
ほ
不
純
で
な
く
生
き
る
理
論
を
求
め
た
人
か
ら

生
ま
れ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
 
五
・
一
四
 
日
記
）

の
若
さ
故
の
傲
慢
と
理
解
す
れ
ば
い
い
で
あ
ろ
う
が
、
「
美
学
史
の
全
階
段
の

踏
査
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
大
岡
信
氏
の
次
の
よ
う
な
指
摘
に
学
ば
ね
ば
な

ら
な
い
。

 
大
岡
氏
は
、
中
也
の
詩
法
の
確
立
に
つ
い
て
「
中
原
は
昭
和
の
詩
の
、
い
わ

ゆ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
統
の
詩
人
た
ち
と
は
全
く
別
個
の
道
を
歩
ん
だ
。
富
永
太

郎
か
ら
教
え
ら
れ
た
ラ
ン
ボ
オ
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス

十
九
世
紀
へ
の
傾
倒
は
、
や
が
て
小
林
秀
雄
と
の
運
命
的
な
出
会
い
も
あ
っ
て
、

ま
す
ま
す
強
ま
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
こ
う
つ
け
加
え
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
十
九
世
紀
末
葉
の
詩
人
た
ち
の
う
ち
に
、
「
自
分
自
身
で
あ
る

こ
と
」
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
表
現
者
」
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
詩
的
生
活
者
た
ち
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

二
十
世
紀
の
め
ま
ぐ
る
し
く
展
開
す
る
芸
術
思
潮
や
様
式
変
化
の
多
く

は
、
か
れ
に
は
根
の
な
い
空
疎
な
か
ら
騒
ぎ
と
映
っ
た
。
「
問
題
は
紛
糾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
お
ね

し
て
は
い
な
い
。
野
望
が
紛
糾
し
て
み
る
」
と
い
う
の
が
大
根
の
と
こ
ろ

で
の
か
れ
の
現
代
芸
術
観
で
あ
り
、
同
時
に
現
代
人
観
で
あ
っ
た
。
ダ
ダ

イ
ズ
ム
は
二
十
世
紀
の
運
動
だ
が
、
か
れ
は
ダ
ダ
の
中
に
技
巧
を
排
し
、

理
智
を
排
し
、
ひ
た
す
ら
魂
の
純
粋
性
に
生
き
る
た
め
の
理
論
を
見
た
の

 
 
 
 
 

で
あ
る
。
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二
十
歳
の
中
也
が
こ
こ
で
く
り
か
え
し
て
主
張
し
て
い
る
の
は
、
「
私
は
人

生
に
つ
い
て
も
芸
術
に
つ
い
て
も
す
べ
て
を
知
り
尽
く
し
た
」
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
知
り
尽
く
し
て
な
お
拠
る
べ
き
も
の
と
し
て
残
っ
た
も
の
が
ダ
ダ
イ
ズ

ム
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
全
生
活
の
知
悉
」
に
つ
い
て
は
、
中
也

 
か
く
し
て
、
中
也
は
生
活
人
と
し
て
「
社
会
生
活
」
を
営
む
こ
と
か
ら
も
、

詩
人
と
し
て
新
し
い
「
表
現
」
を
求
め
て
腐
心
す
る
こ
と
か
ら
も
「
解
放
」
さ

れ
、
た
だ
、
自
己
自
身
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
だ
け
を
自
分
に
求
め
れ
ば
よ
い
、

そ
う
い
う
「
解
放
区
」
を
得
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
家
か
ら
の
変
ら

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
成
立
に
関
す
る
一
考
察
 
-
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
の
比
較
か
ら
ー



ぬ
金
銭
の
援
助
は
、
「
解
放
区
」
を
物
質
的
に
支
え
た
。
し
か
し
、
「
美
し
い
限

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

り
の
欝
憂
の
情
」
（
「
日
記
」
傍
点
引
用
者
）
と
早
く
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
「
自
由
」
倣
、
賢
治
の
よ
う
な
「
幸
福
」
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
と
し
て
誰
も
「
自
己
自
身
を
生
き
る
」
こ

と
の
み
で
生
を
持
続
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
「
自
己
自
身
」

も
賢
治
の
よ
う
に
「
世
界
」
に
向
っ
て
限
り
な
く
解
放
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

自
閉
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
に
も
か
も
、
い
は
ぬ
こ
と
と
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
な
じ
 

こ
の
ゆ
ふ
べ
、
ふ
き
す
ぐ
る
風
に
頸
さ
ら
し

夕
空
に
、
く
ろ
ぐ
ろ
は
た
め
く
、

い
ち
ぢ
く
の
、
木
末
 
み
あ
げ
て

な
に
も
の
か
、
知
ら
ぬ
も
の
へ
の

愛
情
の
か
ぎ
り
を
つ
く
す
。

此
処
で
は
薪
が
燥
っ
て
み
る
、

そ
の
煙
は
、
自
分
自
ら
を

知
っ
て
で
も
み
る
や
う
に
の
ぼ
る
。

誘
は
れ
る
で
も
な
く

も
と覚

め
る
で
も
な
く

私
の
心
が
薫
る

通
り
に
は
雨
降
り
し
き
り
、

（「

｢
ち
ぢ
く
の
葉
」
部
分
）

（「

竄
ｽ
い
夜
」
部
分
）

家
々
の
腰
板
古
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ま
な
こ
 
 
 
し
と
 

も
ろ
も
ろ
の
愚
弄
の
眼
は
淑
や
か
と
な
り
、

わ
た
く
し
は
、
花
弁
の
夢
を
み
な
が
ら
目
を
覚
ま
す
。

（「

J
の
日
」
部
分
）

 
こ
こ
に
は
た
し
か
に
、
「
あ
る
時
刻
に
お
け
る
小
さ
な
宇
宙
が
自
分
の
中
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

も
目
覚
め
て
く
る
」
（
吉
田
秀
和
）
と
で
も
表
現
す
る
辱
な
い
、
不
思
議
な
存

在
感
覚
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
也
が
求
め
た
「
名
辞
以
前
」
の
世
界
の
感
覚
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
「
旧
識
」
の
言
語
化
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
「
な
に
も
か
も
い
は
ぬ
こ
と
と
し
」
と
か
「
も
ろ
も
ろ
の
愚
弄
の

目
は
淑
や
か
と
な
り
」
と
か
の
中
也
特
有
の
「
愚
痴
」
さ
え
無
視
す
れ
ば
、
風

の
立
っ
た
夕
刻
、
・
ま
た
は
小
さ
な
薪
の
火
を
前
に
し
て
、
ま
た
、
雨
の
日
の
朝

（
？
）
、
自
己
が
生
き
て
あ
る
こ
と
の
実
在
感
覚
を
可
能
な
か
ぎ
り
言
語
化
し
よ

う
と
す
る
詩
人
の
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
、
通
常
の
社
会

生
活
を
営
む
人
間
た
ち
に
は
稀
に
し
か
訪
れ
な
い
「
自
己
が
自
己
自
身
に
回
帰

で
き
る
時
間
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
中
也
の
目

ざ
し
た
も
の
は
、
ど
こ
に
も
な
い
、
誰
に
も
似
て
い
な
い
、
初
め
て
の
、
と
い

う
形
容
の
つ
く
外
在
的
価
値
に
基
づ
く
詩
的
世
界
を
作
る
こ
と
と
正
反
対
の
も

の
だ
。
彼
は
、
誰
に
も
あ
る
共
通
の
心
の
領
域
を
探
そ
う
と
し
、
そ
の
中
で
の

魂
の
陶
酔
を
夢
み
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
く
り
返
し
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
時
間
も
空
間
も
自

閉
的
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
見
上
げ
て
い
る
も
の
が

「
い
ち
ぢ
く
の
木
末
」
で
は
な
く
「
何
も
の
か
、
知
ら
ぬ
も
の
」
で
あ
り
（
「
い

ち
ぢ
く
の
葉
」
）
、
真
に
撫
り
立
ち
上
っ
て
く
る
も
の
が
薪
で
は
な
く
「
私
の
心
」

で
あ
り
（
「
冷
た
い
夜
」
）
、
見
て
い
る
も
の
が
外
の
雨
で
は
な
く
「
花
弁
の
夢
」
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で
あ
る
（
「
雨
の
日
」
）
の
は
、
中
也
に
つ
い
に
「
世
界
」
と
の
具
体
的
な
交
流

が
始
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
あ
・
、
空
の
歌
、
海
の
歌
、
／

僕
は
美
の
、
核
心
を
知
っ
て
み
る
と
お
も
ふ
の
で
す
が
／
そ
れ
に
し
て
も
辛
い

 
 
 
 
 
 
 
 
（
の
捗
）

こ
と
で
す
。
怠
情
を
追
れ
る
す
べ
が
な
い
！
」
（
「
憔
惇
」
）
と
い
う
強
い
塞

感
は
す
で
に
第
一
詩
集
『
山
羊
の
歌
』
（
昭
9
・
1
2
）
に
登
場
し
て
い
る
。
そ

れ
は
人
生
に
つ
い
て
も
芸
術
に
つ
い
て
も
す
べ
て
を
知
悉
し
た
と
い
う
中
也
が

生
き
た
「
解
放
区
」
の
、
も
う
一
つ
の
姿
で
あ
っ
た
。

 
三
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
な
た
 

秋
の
夜
は
、
は
る
か
の
彼
方
に
、

小
石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ
っ
て

そ
れ
に
陽
は
、
さ
ら
さ
ら
と

さ
ら
さ
ら
と
射
し
て
み
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
い
せ
き
ね

陽
と
い
っ
て
も
、
ま
る
で
硅
石
か
何
か
の
や
う
で
、

非
常
な
個
体
の
粉
末
の
や
う
で
、

さ
れ
ば
こ
そ
、
さ
ら
さ
ら
と

か
す
か
な
音
を
立
て
て
も
み
る
の
で
し
た
。

さ
て
小
石
の
上
に
、
今
し
も
一
つ
の
蝶
が
と
ま
り
、

淡
い
、
そ
れ
で
み
て
く
っ
き
り
と
し
た

影
を
落
と
し
て
み
る
の
で
し
た
。

や
が
て
そ
の
蝶
が
み
え
な
く
な
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
、

今
迄
流
れ
て
も
い
な
か
っ
た
川
床
に
、
水
は

さ
ら
さ
ら
と
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
み
る
の
で
あ
り
ま
し
た
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
）

 
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
現
実
的
な
条
理
を
超
え

た
世
界
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
秋
の
夜
で
あ
る
の
に
陽
が
射
し
、
そ
れ
が

硅
石
か
何
か
の
固
体
の
粉
末
で
あ
り
、
さ
ら
さ
ら
と
音
を
た
て
る
の
は
全
く
奇

妙
で
あ
る
、
蝶
の
「
淡
い
が
く
っ
き
り
と
し
た
影
」
は
ま
だ
条
理
が
通
っ
て
い

る
と
言
え
る
が
、
蝶
の
去
っ
た
あ
と
の
突
然
の
水
の
流
れ
や
、
そ
れ
が
陽
の
射

す
音
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
は
不
可
解
と
い
う
他
は
な
い
、
と
い
ゾ
つ
よ
う
に
。

も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
読
者
は
「
こ
の
詩
に
あ
る
こ
れ
だ
け
の
不
条
理
を
読
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

な
が
ら
、
殆
ん
ど
矛
盾
を
感
じ
て
い
な
い
。
さ
ら
さ
ら
と
い
う
こ
と
ば
は
、
連

を
改
め
る
度
に
、
そ
の
意
味
を
変
え
る
が
、
し
か
し
、
ぼ
く
ら
は
そ
れ
す
ら
気

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
か
ず
に
美
し
い
ひ
び
き
と
し
て
聞
い
て
し
ま
う
。
」
（
北
川
透
）
と
い
う
指
摘

の
通
り
、
こ
の
作
品
は
そ
の
非
条
理
性
、
超
現
実
性
を
意
識
さ
せ
な
い
完
成
度

を
も
っ
て
読
者
を
魅
了
す
る
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
絵
画
性
よ
り
も
音
楽
性
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
こ
の
作
品
を
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
と
い
う
概
念
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
最
近

 
 
 
 
 
 
 
あ
 

の
北
川
透
氏
の
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
も
傾
聴
に
価
す
る
も
の
で

あ
る
。
た
だ
、
作
品
の
非
条
理
性
、
超
現
実
性
は
、
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と

い
う
題
名
と
「
秋
の
夜
は
、
は
る
か
の
彼
方
に
」
と
い
う
冒
頭
の
一
行
に
よ
っ

．
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
太
陽
が
落
ち
て
／
太
陽
の
世
界
が
始
ま
っ

た
」
「
太
陽
が
上
っ
て
／
夜
の
世
界
が
始
つ
た
」
（
「
ダ
ダ
音
楽
の
歌
詞
」
）
と
い

う
秩
序
破
壊
を
目
指
す
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
系
譜
に
こ
の
作
品
を
置
く
だ
け
で
は
十

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
成
立
に
関
す
る
一
考
察
 
-
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
の
比
較
か
ら
一
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分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
表
現
の
非
条
理
性
、
超
現
実
性
に
関
し
て

は
、
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
よ
り
も
音
楽
性
に
欠
け
る
分
だ
け
突
出
し
た
印
象

を
与
え
る
作
品
を
『
在
り
し
日
の
歌
』
か
ら
い
く
つ
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
め
う
が

今
宵
月
は
身
重
を
食
ひ
過
ぎ
て
み
る

（
せ
い
せ
い
じ
ゃ
う
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
び
は
）

済
平
場
の
屋
根
に
ブ
ラ
下
っ
た
琵
琶
は
鳴
る
と
し
も
想
へ
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ち

石
灰
の
匂
ひ
が
し
た
っ
て
背
け
る
に
は
及
ば
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
 

灌
木
が
そ
の
個
性
を
拉
い
で
み
る
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
月
」
部
分
）

黒
い
夜
草
深
い
野
に
あ
っ
て
、

 
 
 
け
も
の

一
匹
の
獣
が
火
消
壷
の
中
で

ひ
う
ち
い
し

燧
石
を
打
っ
て
、
星
を
作
っ
た
。

冬
を
混
ぜ
る
 
風
が
鳴
っ
て
。

 
 
 
 
 
 
ゆ
き
か

コ
バ
ル
ト
空
に
往
交
へ
ば

野
に

蒼
白
の

こ
の
小
見
。

黒
雲
空
に
す
ぢ
引
け
ば
、

．
こ
の
小
児

（
し
ぼ
）

搾
る
涙
は

銀
の
液
…
…

（「

c
獣
の
歌
」
部
分
）

（「

ｱ
の
小
児
」
部
分
）

 
「
月
」
に
は
ダ
ダ
イ
ズ
ム
調
の
言
葉
遊
び
の
名
残
り
が
あ
る
と
し
て
も
、
ど

れ
も
が
超
現
実
の
「
幻
視
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
の

延
長
上
に
「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
」
に
始
ま
る
「
骨
」
や
、
「
一
つ

の
メ
ル
ヘ
ン
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
骨
」
は
そ
の
ニ
ヒ

ル
で
あ
り
な
が
ら
と
ぼ
け
た
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
、
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ

ン
」
は
そ
の
現
れ
た
音
楽
性
に
よ
っ
て
単
な
る
幻
視
の
世
界
以
上
の
作
品
と
し

て
生
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
れ
に
も
増
し
て
重
要
な
の
は
、

こ
れ
ら
の
「
幻
視
」
が
、
中
也
の
生
の
危
機
的
状
況
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
在
り
し
日
の
歌
』
と
い
う
第
二
詩
集
の
命
名
が
何
よ

り
雄
弁
に
中
也
の
死
へ
の
接
近
を
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
改
め
て
そ

の
由
来
を
論
じ
る
必
要
も
な
い
が
、
こ
・
れ
ら
の
「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
」
や
「
幻
視
」

は
彼
を
死
へ
と
追
い
や
っ
た
自
閉
的
世
界
の
い
わ
ば
最
後
の
あ
が
き
で
あ
っ
た

こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
彼
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
自
己
自
身

こ
そ
が
自
己
を
死
へ
と
追
い
や
っ
た
こ
と
を
明
白
に
自
覚
し
て
い
た
こ
と
も
。

自
然
は
、
僕
と
い
ふ
貝
に
、

 
 
 
マ
マ

花
吹
雪
き
を
、
激
し
く
吹
き
つ
け
た
。

僕
は
現
識
過
剰
で
、

腹
上
死
同
然
だ
つ
た
。

自
然
は
、
僕
を
、

吹
き
通
し
て
カ
ラ
カ
ラ
に
し
た
。
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僕
は
、
現
識
の
、

形
式
だ
け
を
残
し
た
。

僕
は
、
ま
る
で
、

論
理
の
亡
者
。

僕
は
、
既
に
、

亡
者
で
あ
っ
た
！

（「

l
と
吹
雪
」
）

 
こ
の
未
刊
の
詩
に
は
一
九
三
五
・
一
・
一
一
と
い
う
日
付
と
、
詩
の
本
篇
の

あ
と
に
、
「
祈
祷
す
、
世
の
親
よ
、
子
供
を
し
て
呑
気
に
あ
ら
し
め
よ
か
く

 
し
ょ
う
よ
う
 

懲
恋
す
る
は
、
汝
が
子
供
の
、
性
に
目
覚
め
る
こ
と
、
遅
か
ら
し
め
、
そ

れ
よ
、
神
経
質
な
る
者
と
、
な
さ
ざ
ら
ん
た
め
な
れ
ば
な
り
。
」
と
い
う
エ
ピ
ロ
ー

グ
（
？
）
が
字
を
小
さ
く
し
て
て
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

 
二
つ
を
合
せ
て
読
め
ば
、
こ
こ
で
中
也
が
、
す
で
に
見
た
一
九
二
七
年
の
日

記
に
書
き
つ
け
た
「
宇
宙
の
機
構
悉
皆
了
知
」
と
い
う
早
熟
の
自
負
を
全
否
定

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
を
賞
賛
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

た
「
細
事
」
と
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で
は
肯
定
的
に
使
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は

み
ず
か
ら
を
「
腹
上
死
」
さ
せ
る
も
の
1
快
感
が
反
転
し
て
生
を
奪
う
も

の
一
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
の
は
自
己
を
生
か
し
め

な
い
形
式
論
理
と
し
て
の
世
界
の
知
悉
意
識
な
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
ど
う
ず

れ
ば
い
い
の
か
。
詩
人
は
同
じ
日
付
を
持
つ
「
不
気
味
な
悲
鳴
」
（
未
刊
）
で

次
の
よ
う
に
自
答
す
る
。

僕
は
も
う
、
何
に
も
欲
し
は
し
な
か
っ
た
。

暇
と
、
煙
草
と
く
ら
み
は
欲
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

僕
に
は
も
う
、
僅
か
な
も
の
で
足
り
た
。

そ
し
て
僕
は
次
第
次
第
に
灰
の
や
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。

振
幅
の
な
い
、
眠
り
こ
け
た
、
人
に
興
味
を
与
へ
な
い
も
の
に
。

し
か而

も
そ
れ
を
嘆
く
べ
き
理
由
は
何
処
に
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。

（
中
略
）

僕
は
い
っ
そ
死
な
う
と
思
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

而
も
死
な
う
と
す
る
こ
と
は
ま
た
起
ち
上
る
こ
と
よ
り
も
一
層
の
大
儀
で

あ
っ
た
。

か
く
て
僕
は
天
か
ら
何
か
の
恵
み
が
降
っ
て
来
る
こ
と
を
切
望
し
た
。

而
も
は
や
、
そ
れ
は
僕
と
し
て
勝
手
な
願
ひ
で
は
な
か
っ
た
。

僕
は
真
面
目
に
天
か
ら
何
か
“
降
っ
て
来
る
こ
と
を
願
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
さ
さ
い
 

そ
れ
が
、
ほ
ん
の
碩
罪
な
も
の
だ
ら
う
が
、
そ
れ
は
構
ふ
所
で
な
か
っ
た
。

※

 
1
僕
は
ど
う
ず
れ
ば
い
・
か
？

か
く
し
て
、
す
で
に
見
た
「
黒
い
夜
草
深
い
野
に
あ
っ
て
／
一
匹
の
獣
が
火

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
成
立
に
関
す
る
一
考
察
 
一
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
の
比
較
か
ら
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消
壷
の
中
で
／
燧
石
を
打
っ
て
、
星
を
作
っ
た
L
（
「
幼
獣
の
歌
」
）
と
い
う
「
幻

視
」
が
、
単
な
る
幻
視
で
は
な
く
、
中
也
の
詩
的
営
為
そ
の
も
の
を
表
す
も
の

と
読
め
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

 
詩
人
は
す
で
に
人
間
世
界
に
居
場
所
を
持
た
ず
、
獣
と
化
し
、
そ
の
生
は
「
火

消
壷
の
中
で
星
を
作
る
」
と
い
う
無
意
味
性
、
あ
る
い
は
不
可
能
性
（
酸
素
の

な
い
火
消
壷
の
中
で
は
、
燧
石
は
発
火
し
な
い
は
ず
で
あ
る
）
を
繰
り
返
す
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
生
命
の
火
を
消
さ
れ
、
「
火
消
壷
」
の
中
で
「
灰

の
や
う
に
な
っ
て
行
っ
た
」
（
「
不
気
味
な
悲
鳴
」
）
自
己
の
な
し
う
る
唯
一
の

行
為
な
の
だ
。
そ
れ
が
「
幻
視
」
を
伴
う
こ
と
が
多
い
の
は
、
詩
の
成
立
の
契

機
が
す
で
に
「
天
か
ら
の
恵
み
」
に
し
か
な
く
、
地
上
の
田
口
体
的
な
生
の
交
感

が
途
絶
え
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
文
脈
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
は
、
「
火
消
壷

の
中
で
星
を
作
る
」
こ
と
の
、
稀
な
成
功
例
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
、
「
天
か
ら
の
恵
み
」
と
し
で
あ
っ
た
も
の
が
、

宮
沢
賢
治
の
「
や
ま
な
し
」
で
あ
る
。

 
 
 
四
、

中
也
が
宮
沢
賢
治
の
詩
だ
け
で
は
な
く
、
童
話
も
読
み
、
そ
れ
に
刺
激
を
受

け
て
童
話
を
書
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
大
岡
昇
平
氏
の
指
摘
が
あ

 
ロ
 る

。
「
家
族
」
「
夜
汽
車
の
食
堂
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
特
に
後
者
は
、
「
僕
」
が

「
お
母
さ
ん
や
お
父
さ
ん
を
離
れ
て
」
、
ま
る
で
「
お
星
の
方
へ
」
向
っ
て
い

る
よ
う
な
夜
汽
車
に
乗
っ
て
旅
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
賢
治
の
「
銀

河
鉄
道
の
夜
」
の
影
響
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、
内
容
の
貧
弱
さ
は
比
較
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
す
ち

な
ら
な
い
。
た
だ
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
「
孕
め
野
原
の
中
に
、
一
條
の
レ
ー

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ

ル
が
あ
っ
て
L
「
レ
ー
ル
の
片
側
に
は
、
真
ツ
黒
に
火
で
焦
が
さ
れ
た
、
太
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

木
言
立
ち
蛇
ん
で
み
て
、
レ
ー
ル
を
慰
め
て
み
る
や
う
な
の
で
あ
り
ま
し
た
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

「
遮
二
無
二
走
っ
て
行
く
の
で
し
た
」
（
傍
点
 
引
用
者
）
な
ど
の
語
り
口
調
が

」
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
し
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
家
族
」
に
お

い
て
も
全
く
同
様
で
あ
る
か
ら
、
中
也
は
そ
れ
を
童
話
の
文
体
と
し
て
意
識
し

て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
十
分
な
童
話
を
書
け
な
か
っ

た
中
也
が
、
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
を
得
て
詩
の
中
に
童
話
的
幻
想
世
界
を
作
っ

て
み
せ
た
の
が
コ
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
し
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

そ
の
き
っ
か
け
を
「
や
ま
な
し
」
と
考
え
て
み
よ
う
。

 
「
小
さ
な
谷
川
の
底
を
写
し
た
二
枚
の
青
い
幻
燈
で
す
」
と
い
う
口
上
か
ら

「
や
ま
な
し
」
は
始
ま
る
。
一
枚
は
春
五
月
の
昼
の
谷
川
で
あ
り
、
も
う
一
枚

 
 
 
 
 
ヨ

は
秋
十
一
月
の
夜
の
谷
川
で
あ
る
。
「
十
一
月
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

 
蟹
の
子
供
ら
は
も
う
よ
ほ
ど
大
き
く
な
り
、
底
の
景
色
も
夏
か
ら
秋
の

間
に
す
っ
か
り
変
わ
り
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
り

 
白
い
柔
ら
か
．
な
円
石
も
こ
ろ
が
っ
て
来
小
さ
な
錐
の
形
の
水
晶
の
粒

 
 
き
ん
う
ん
も

や
、
金
雲
母
の
か
け
ら
も
な
が
れ
て
来
て
と
ま
り
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
び
ん

 
そ
の
つ
め
た
い
水
の
底
ま
で
、
ラ
ム
ネ
の
瓶
の
月
光
が
い
っ
ぱ
い
に

透
と
ほ
り
天
井
で
は
波
が
青
じ
ろ
い
火
を
、
燃
し
た
り
消
し
た
り
し
て
み

る
や
う
、
あ
た
り
は
し
ん
と
し
て
、
た
“
い
か
に
も
遠
く
か
ら
と
い
ふ
や

う
に
、
そ
の
波
の
音
が
ひ
“
い
て
来
る
だ
け
で
す
。

 
舞
台
が
水
底
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
有
機
的
な
濁
り
や
汚
れ

が
全
く
な
い
。
「
白
い
柔
ら
か
な
円
石
」
「
錐
の
形
の
水
晶
の
粒
」
「
金
雲
母
の
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か
け
ら
L
は
あ
く
ま
で
美
し
く
、
そ
こ
に
青
い
月
光
が
い
っ
ぱ
い
に
降
り
そ
そ

ぎ
、
水
の
天
井
は
燃
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
次
の
場
面
で
蟹
た
ち
が
登
場

し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
天
上
界
の
描
写
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
幻
想
性
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
月
の
光
に
よ
っ
て
「
波
が
燃
え
る
」
と
い
う
超
日
常

的
な
逆
転
描
写
が
注
目
さ
れ
る
が
、
「
笹
の
雪
が
／
燃
え
落
ち
る
燃
え
落
ち
る
」

（「

u
の
眩
惑
」
）
、
「
た
し
か
に
せ
い
し
ん
で
き
の
白
い
火
が
／
水
よ
り
強
く
ど

し
ど
し
ど
し
ど
し
燃
え
て
ゐ
ま
す
」
（
「
コ
バ
ル
ト
山
地
」
）
と
あ
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
賢
治
に
特
有
な
描
写
で
あ
り
、
そ
の
世
界
感
受
の
強
烈
さ
を
示
す
も
の

に
他
な
ら
な
い
。
同
様
の
描
写
は
蟹
の
親
子
の
上
に
「
や
ま
な
し
」
が
落
下
し

た
あ
と
再
び
登
場
す
る
。
 
 
 
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
の
ほ

 
 
間
も
な
く
水
は
サ
ラ
サ
ラ
な
り
、
天
井
の
波
は
い
よ
い
よ
青
い
焔
を

 
あ
げ
、
や
ま
な
し
は
横
に
な
っ
て
木
の
枝
に
ひ
っ
か
か
っ
て
と
ま
り
、
そ

 
の
上
に
は
月
光
の
虹
が
も
か
も
か
集
ま
り
ま
し
た
。

 
『
ど
う
だ
、
や
つ
ば
り
や
ま
な
し
だ
よ
、
よ
く
熟
し
て
み
る
、
い
い
匂
ひ

 
だ
ら
う
。
』

 
『
お
い
し
さ
テ
だ
ね
、
お
父
さ
ん
』

 
『
待
て
待
て
、
も
う
二
日
ば
か
り
待
つ
と
ね
、
こ
い
つ
は
下
へ
沈
ん
で
来
る
、

 
そ
れ
か
ら
ひ
と
り
で
に
お
い
し
い
お
酒
が
で
き
る
か
ら
、
さ
あ
、
も
う
帰

 
つ
て
寝
よ
う
、
お
い
で
』

 
 
 
 
 
か
に

 
 
親
子
の
蟹
は
三
疋
自
分
等
の
穴
に
帰
っ
て
行
き
ま
す
。

 
 
波
は
い
よ
い
よ
青
じ
ろ
い
焔
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
あ
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
又

 
金
剛
石
の
粉
を
は
い
て
い
る
や
う
で
し
た
。

も
し
、
世
界
と
の
生
々
し
た
交
感
を
「
生
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
で

計
る
と
す
れ
ば
、
農
学
校
教
師
時
代
の
賢
治
が
極
め
て
高
い
ボ
ル
テ
ー
ジ
を
持

ち
、
死
を
前
に
し
た
中
也
の
そ
れ
が
ゼ
ロ
に
も
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す

で
に
見
て
来
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
や
ま
な
し
」
の
命
の
喜
こ
び
に
み

ち
た
世
界
を
感
受
し
え
た
時
、
中
也
の
中
に
わ
ず
か
な
時
間
で
も
「
生
の
ボ
ル

テ
ー
ジ
」
が
上
昇
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
導
い
た
も
の

が
く
り
か
え
し
登
場
す
る
幻
想
的
な
「
月
光
に
よ
り
燃
え
あ
が
る
波
」
で
あ
り
、

終
末
部
に
登
場
す
る
「
サ
ラ
サ
ラ
」
鳴
る
川
音
で
あ
り
、
ま
た
、
「
金
剛
石
の
粉
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
生
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
を
賢
治
の
レ
ベ
ル
ま
で

引
き
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
く
秋
の
夜
で
は
あ
っ
て
も
、

舞
台
は
生
物
の
匂
い
が
し
な
い
小
石
ば
か
り
の
河
原
で
あ
る
。
夜
で
あ
る
の
に

陽
が
さ
す
、
と
い
う
超
日
常
的
逆
転
は
「
月
光
に
よ
り
燃
え
上
が
る
波
」
を
無

…
機
的
に
裏
返
し
た
表
現
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
陽
の
光
が
「
硅
石
か

何
か
の
や
う
」
な
粉
末
で
あ
る
の
は
、
月
の
光
が
「
金
剛
石
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
）

の
粉
」
の
よ
う
に
降
り
注
ぐ
こ
と
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
ρ
「
サ

ラ
サ
ラ
」
鳴
る
川
音
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
独
自
性
に
お
い
て
際
立
つ
賢
治
に
し

て
は
全
く
平
凡
で
あ
る
が
、
生
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
の
低
い
中
也
に
は
む
し
ろ
心
地

よ
い
平
凡
さ
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
し
、
そ
れ
が
他
の
描
写
と
共
に
感
受
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

た
時
、
「
耳
の
よ
い
人
で
あ
っ
た
」
（
大
岡
信
）
彼
の
中
で
確
か
な
幻
想
的
世

界
が
創
ら
れ
は
じ
め
た
め
で
あ
る
。

 
で
は
、
「
蝶
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
が
、
こ
こ
で

想
起
さ
れ
る
の
は
、
『
山
羊
の
歌
』
の
中
で
は
ひ
と
き
わ
死
の
匂
い
に
満
ち
た

 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

「
秋
」
の
一
節
で
あ
る
。

草
が
ち
っ
と
も
ゆ
れ
な
か
っ
た
の
よ
、

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
成
立
に
関
す
る
一
考
察
 
-
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
の
比
較
か
ら
i
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そ
の
上
を
蝶
々
が
と
ん
で
み
た
の
よ
。

ゆ
か
た

浴
衣
を
着
て
、
あ
の
人
縁
側
に
立
っ
て
そ
れ
を
見
て
る
の
よ
。

あ
た
し
こ
っ
ち
か
ら
あ
の
人
の
様
子
見
て
た
わ
よ
。

あ
」
の
人
ジ
ツ
と
見
て
る
の
よ
、
黄
色
い
蝶
々
を
。

お
豆
腐
屋
の
笛
が
方
々
で
聞
え
て
み
た
わ
、

あ
の
電
信
柱
が
、
夕
方
に
ク
ッ
キ
り
し
て
て
、

1
僕
、
つ
て
あ
の
人
あ
た
し
の
方
を
振
向
く
の
よ
、

昨
旦
二
十
貫
く
ら
ゐ
あ
る
石
を
コ
ジ
起
し
ち
ゃ
っ
た
、
つ
て
の
よ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 

 
 
ま
あ
ど
う
し
て
、
ど
こ
で
？
っ
て
あ
た
し
画
い
た
の
よ
。

す
る
と
ね
、
あ
の
人
あ
た
し
の
目
を
ジ
ツ
と
み
る
の
よ
、

怒
っ
て
る
や
う
な
の
よ
、
ま
あ
…
…
あ
た
し
怖
か
っ
た
わ
。

死
ぬ
ま
へ
っ
て
へ
ん
な
も
の
ね
え
…
…

 
死
を
前
に
し
た
者
と
蝶
と
い
う
組
み
合
わ
せ
ば
、
た
と
え
ば
北
村
透
谷
の
蝶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

の
連
作
を
想
起
さ
せ
る
が
、
少
く
と
も
「
蝶
」
に
「
は
か
な
い
生
」
と
「
死

へ
の
先
導
者
」
と
い
う
二
重
の
喩
を
読
み
取
る
こ
と
は
無
理
で
は
あ
る
ま
い
。

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
さ
ら
に
人
界
を
離
れ
た
ほ
と
ん

ど
無
…
機
的
な
も
の
の
み
で
成
立
す
る
世
界
の
住
者
と
な
っ
て
登
場
す
る
の
で
あ

る
。 

し
か
し
、
こ
こ
で
は
蝶
は
「
死
」
へ
導
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
水
」

目
「
生
命
」
を
招
く
存
在
な
の
だ
。
こ
こ
に
一
層
死
に
み
い
ら
れ
た
中
也
の
生

を
見
出
し
て
も
誤
ま
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
死
者
が
末
期
の
水
を
求
め
る
よ

う
に
、
こ
こ
に
「
い
の
ち
の
水
」
は
流
れ
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
生
命
に
あ
ふ
れ

た
「
や
ま
な
し
」
を
読
ん
だ
中
也
に
お
と
ず
れ
た
一
瞬
の
至
福
の
時
で
あ
っ
た
。

ゆ
え
に
、
「
や
ま
な
し
」
と
同
じ
く
、
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
最
後
に
こ
う
つ

け
加
え
ら
れ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。

私
の
幻
燈
は
こ
れ
で
お
し
ま
ひ
で
あ
り
ま
す
。

（2）（1）註
 N     N

㈲
、

（5） （4）

  ）     N

㈲
、

（8） （7）

  N     N

中
村
文
昭
『
中
原
中
也
の
経
験
』
 
冬
樹
社
 
8
0
年
9
月

小
関
和
弘
「
作
品
の
新
解
釈
『
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
』
」
 
「
解
釈
と
鑑
賞
」

 
8
9
年
9
月
号

吉
田
熈
生
編
著
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑳
中
原
中
也
』
角
川
書
店
 
8
1
年

4
月

大
岡
昇
平
『
中
原
中
也
』
 
角
川
書
店
 
7
4
年
1
月

佐
藤
泰
正
『
近
代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
・
試
論
』
基
督
教
学
徒
兄
弟

団
 
6
3
年
9
月

北
川
透
『
中
原
中
也
の
世
界
』
 
紀
伊
国
屋
書
店
 
6
8
年
2
月

コ
心
象
ス
ケ
ッ
チ
L
を
こ
の
よ
う
に
自
己
の
心
象
の
「
あ
り
の
ま
ま
の
報
告
」

と
簡
単
に
理
解
し
て
し
ま
う
こ
と
の
危
険
に
つ
い
て
は
、
入
沢
康
夫
氏
の

詳
細
な
指
摘
が
あ
る
。
（
新
修
全
集
第
二
巻
解
説
）
し
か
し
、
こ
こ
で
は

秩
序
化
さ
れ
た
詩
的
世
界
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に
は
深
入
、

り
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

大
岡
信
『
現
代
詩
人
論
』
 
角
川
書
店
 
6
9
年
2
月

吉
田
秀
和
「
中
也
の
こ
と
を
書
く
の
は
、
も
う
よ
さ
な
け
れ
ば
…
…
」
「
ユ

（108）



（10） （9）

 N    N

（12） （11）

 N     一

0
3
、

0
4
、

⑯
、

リ
イ
カ
L
 
7
0
年
9
月
号

㊦
に
同
じ
。

北
川
透
「
悪
魔
の
伯
父
さ
ん
が
来
る
所
-
中
原
中
也
〈
ダ
ダ
音
楽
〉
の
行

方
」
「
日
本
文
学
研
究
」
第
3
2
号
 
9
7
年
1
月

角
川
版
全
集
第
3
巻
解
説

ふ
つ
う
の
テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
十
二
月
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
初
期

形
の
通
り
十
一
月
と
す
べ
き
で
あ
る
。
詳
し
く
は
拙
著
『
宮
沢
賢
治
・
童

話
の
読
解
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
翰
林
書
房
 
9
3
年
5
月

次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
。
「
耳
が
よ
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
こ

の
人
は
。
耳
で
記
憶
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
目
で
は
こ
ん
な
に
記
憶
で
き

な
い
で
す
ね
。
」
 
対
談
「
銀
の
涙
、
中
原
中
也
」
 
「
短
歌
」
 
7
5
年
5

月
号『

在
り
し
日
の
歌
』
に
は
、
生
の
錯
乱
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
「
蝶
」
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
い
か
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
か
す
V

登
場
す
る
。
「
僕
は
何
を
云
っ
て
み
る
の
か
／
如
何
な
る
錯
乱
に
掠
め

ら
れ
て
み
る
の
か
／
蝶
々
は
ど
っ
ち
へ
と
ん
で
い
っ
た
か
／
今
は
春
で
な

く
て
、
秋
で
あ
っ
た
か
」
（
「
秋
日
狂
乱
」
）
作
品
は
こ
の
世
の
終
末
幻
想

に
濃
く
色
ど
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
登
場
す
る
蝶
が
再
び
姿
を
現
わ

し
た
の
が
コ
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
し
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
蝶
の
ゆ
く
へ
」
（
明
2
6
・
9
）
、
「
眠
れ
る
蝶
」
（
明
2
6
・
9
）
、
「
讐
蝶
の

わ
か
れ
」
（
明
2
6
・
1
0
）
が
あ
る
。
こ
の
年
の
十
二
月
、
透
谷
自
殺
未
遂
。

翌
明
治
二
十
七
年
五
月
、
自
殺
。

（109）

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
成
立
に
関
す
る
一
考
察
 
-
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
の
比
較
か
ら


