
《
無
類
の
直
接
性
》
を
め
ぐ
っ
て

一
続
・
言
語
革
命
期
の
室
生
犀
星
一

北

川

透

土
澄
み
う
る
ほ
ひ

つ
は

石
蕗
の
花
嘆
き

あ
は
れ
知
る
わ
が
育
ち
に

鐘
の
鳴
る
寺
の
庭

（「

宸
ﾌ
庭
」
）

 
三
好
達
治
は
、
室
生
犀
星
の
死
後
、
犀
星
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
文
章
を
書
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

て
い
る
。
「
土
澄
み
う
る
ほ
ひ
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
も
そ
の
一
つ
だ
が
、
悼
み

の
気
持
と
と
も
に
、
犀
星
の
も
っ
と
も
好
ま
し
い
作
品
と
し
て
、
こ
の
「
寺
の

庭
」
を
あ
げ
て
い
る
。
『
卑
情
小
曲
集
』
か
ら
、
い
か
に
も
〈
好
情
小
曲
〉
の

名
に
ふ
さ
わ
し
い
、
こ
れ
一
篇
を
取
り
出
す
と
こ
ろ
が
三
好
ら
し
い
。

 
「
寺
の
庭
」
の
初
出
は
未
祥
だ
が
、
『
即
興
小
曲
集
』
の
工
部
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
1
部
は
大
正
三
年
を
含
む
も
の
の
、
多
く
は
大
正
二
年
の
作
品
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
「
小
景
異
情
」
の
好
情
と
も
通
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

時
期
の
作
品
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
三
好
は
こ
れ
を
絶
賛
し
て
、
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。

 
後
年
庭
作
り
に
丹
念
で
あ
っ
た
室
生
さ
ん
で
で
も
な
け
れ
ば
、
最
初
の
一

行
「
土
澄
み
う
る
ほ
ひ
」
な
ど
と
歌
ひ
起
す
詩
人
が
、
凡
そ
天
地
の
ひ
ら
け

て
以
三
三
に
は
み
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
の
「
土
澄
み
う
る
ほ
ひ
」

で
「
石
蕗
の
花
険
き
」
が
、
詩
中
で
た
い
へ
ん
美
し
い
。
…
…
（
中
略
）
…

…
「
土
澄
み
一
」
と
い
ふ
の
は
、
ま
．
」
と
に
異
な
表
現
で
あ
っ
た
の
を
思
切

ふ
と
、
そ
も
そ
も
こ
の
際
そ
の
美
の
獲
端
は
、
こ
の
「
土
澄
み
」
に
あ
っ
た
、
 
口

そ
の
空
見
と
い
っ
て
い
い
一
種
の
呼
吸
に
、
私
は
い
つ
で
も
攣
ら
ず
惚
れ
惚

れ
と
し
た
も
の
を
覧
え
る
。
、
 
 
 
 
 
 
（
「
土
澄
み
う
る
ほ
ひ
」
）

 
三
好
の
こ
の
詩
の
美
を
讃
え
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
《
土
澄
み
》
に
あ
っ
た
。
大

気
と
か
風
が
澄
む
と
い
う
の
で
は
な
く
、
土
が
澄
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

と
疑
っ
た
。
そ
れ
に
わ
た
し
が
つ
け
加
え
れ
ば
、
《
澄
み
〉
と
《
う
る
ほ
ひ
》

も
、
常
識
で
は
矛
盾
す
る
接
合
で
あ
る
。
語
気
、
語
法
、
文
体
に
や
か
ま
し
い

三
好
が
、
そ
れ
を
《
異
な
表
現
》
と
認
識
し
て
、
そ
の
上
で
《
土
澄
み
V
に
導

か
れ
、
．
《
石
蕗
の
花
咲
き
》
と
い
う
美
し
い
表
現
が
見
出
さ
れ
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
．
の
《
異
な
表
現
》
に
つ
い
て
、
後
年
、
疑
問
を
出
し
て
い
る

《
無
類
の
直
接
性
〉
を
め
ぐ
っ
て
 
一
続
・
言
語
革
命
期
の
室
生
犀
星
-



の
は
安
宅
夏
夫
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
《
「
つ
ち
澄
み
う
る
ほ
ひ
」
は
北
陸

の
曇
り
空
の
下
》
特
有
の
現
象
で
あ
り
、
《
北
陸
は
雨
が
多
い
の
で
、
常
に
し
っ

と
り
と
湿
っ
て
い
る
秋
の
庭
を
見
て
い
る
も
の
に
は
、
と
て
も
「
異
な
表
現
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
は
思
わ
れ
な
い
〉
（
「
蝋
燭
と
鳩
笛
」
）
と
言
う
。
こ
の
詩
が
生
ま
れ
て
く

る
金
沢
の
気
候
・
風
土
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
安
宅
の
主
張
は
了
解
で
き

る
も
の
の
、
た
だ
、
三
好
の
《
異
な
表
現
〉
に
は
、
一
篇
の
作
品
の
詩
句
の
理

解
と
い
う
こ
と
を
越
え
る
、
別
の
含
意
が
あ
る
、
と
思
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
こ
れ
よ
り
一
年
後
、
三
好
の
絶
筆
と
な
っ
た
．
「
詩
の
人
・
室
生
犀
星
」
（
昭

和
三
十
九
年
）
に
も
、
や
は
り
、
こ
の
作
品
の
引
用
が
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
と
同

じ
よ
う
な
感
想
の
あ
と
、
《
そ
れ
に
し
て
も
黒
く
滉
っ
ぽ
い
だ
け
の
土
の
面
を

「
澄
み
」
と
い
ふ
の
は
、
ど
う
い
ふ
料
簡
で
あ
っ
た
だ
ら
う
か
と
考
へ
て
み
た

り
す
る
》
と
、
や
や
突
っ
こ
ん
だ
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
安
宅
の
主
張
は
、

《
う
る
ほ
ひ
〉
を
説
明
で
き
て
い
て
も
、
こ
の
三
好
の
表
現
自
体
へ
の
こ
だ
わ

り
に
応
え
る
も
の
で
は
な
い
。

 
三
好
は
こ
の
《
異
な
表
現
〉
を
、
一
見
、
絶
賛
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
な
が

ら
、
た
だ
、
褒
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
《
異
な
表
現
》
と
い
う
こ
と
ば
も
で
て
く
る
。
「
詩
の
人
・
室
生
犀
星
」

で
は
、
そ
の
こ
だ
わ
り
を
、
犀
星
の
初
期
作
品
の
全
体
に
ひ
ろ
げ
て
、
そ
こ
に

《
無
類
の
直
接
性
》
を
指
摘
し
、
《
無
類
の
、
と
い
ふ
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
無
法

に
見
え
る
手
書
き
を
無
視
し
て
の
そ
れ
、
窮
鯨
の
と
い
ふ
の
で
も
な
か
ら
う
が
、

何
と
も
、
思
料
外
の
も
の
が
あ
っ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
思
料
外
の
例
の

う
ち
、
次
の
よ
う
な
詩
句
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

・
う
つ
く
し
き
み
寺
な
り

 
み
寺
に
さ
く
ら
れ
う
ら
ん
た
れ
ば

 
う
ぐ
ひ
す
し
た
た
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
春
の
寺
」
は
じ
め
の
三
行
）

 
い
っ
こ
と
し
な
く

 
し
い
い
と
せ
み
の
喘
ぎ
け
り

 
は
や
蝉
頃
と
な
り
し
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
蝉
頃
」
は
じ
め
の
三
行
）

 
松
は
し
ん
た
り

 
松
の
面
し
ん
し
ん
た
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
天
の
虫
」
は
じ
め
の
三
行
）

 
こ
の
う
ち
、
あ
と
に
あ
げ
た
二
篇
は
、
『
拝
情
小
曲
集
』
の
第
三
部
に
入
っ

て
い
る
、
最
初
の
「
春
の
寺
」
だ
け
で
は
、
『
拝
情
小
曲
集
』
の
拾
遺
と
し
て

編
ま
れ
た
『
青
き
魚
を
釣
る
人
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
製
作
時
は
大
正
三
年

四
月
、
大
正
二
年
九
月
、
大
正
三
年
九
月
の
順
で
あ
る
。
「
春
の
寺
」
に
つ
い

て
は
、
《
う
ぐ
ひ
す
し
た
た
り
》
が
乱
暴
だ
、
と
言
う
。
後
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア

リ
ス
ム
の
乱
暴
が
持
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
と
の
違
い
は
言
わ
れ
な
い
ま
ま
、
《
鶯

の
液
化
し
て
黙
滴
と
な
る
の
は
、
ど
う
い
ふ
こ
と
か
、
私
ど
も
に
も
し
か
と
は

解
り
か
ね
》
る
、
と
疑
義
が
表
明
さ
れ
る
。

 
特
に
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ
よ
う
な
表
現
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ

て
い
る
も
の
に
、
《
し
た
た
り
止
ま
ぬ
日
の
ひ
か
り
／
う
つ
う
つ
ま
は
る
水
ぐ

る
ま
〉
（
「
寂
し
き
春
」
）
が
あ
る
。
先
の
三
好
の
指
摘
に
な
ら
え
ば
、
太
陽
が

液
化
し
て
鮎
滴
と
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
了
解
で
き
か
ね
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
光
り
を
水
の
よ
う
に
感
受
す
る
複
合

し
た
喩
の
感
覚
の
新
し
さ
、
と
見
る
べ
き
だ
。
同
じ
よ
う
に
、
「
春
の
寺
」
に
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つ
い
て
言
え
ば
、
鶯
が
液
化
し
た
な
ど
と
受
け
と
る
こ
と
こ
そ
が
乱
暴
で
あ
ろ

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

う
。
鶯
（
の
鳴
き
声
）
が
、
露
の
し
填
た
り
の
よ
う
に
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
詩
法
を
開
拓
し
た
の
は
、
象
徴
派
の
詩
人
た
ち

で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
蒲
原
有
明
の
『
春
鳥
集
』
の
冒
頭
作
品
「
日
の
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ち
ぼ

ち
ぼ
」
第
一
行
目
が
、
《
日
の
落
穂
、
月
の
し
た
た
り
、
V
と
書
き
起
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
「
豊
頃
」
に
つ
い
て
は
、
〈
優
位
〉
と
い
う
辞
書
に
な
い
造
語
が
、
い
ち
お

う
手
柄
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
《
い
っ
こ
と
し
な
く
》
が
違
法
だ
と
言

う
。
し
か
し
、
三
好
は
単
に
そ
れ
を
指
摘
し
た
い
の
で
は
な
い
。
《
こ
れ
位
の

は
、
ま
だ
ま
だ
初
手
の
天
狗
で
、
こ
の
詩
人
に
は
、
こ
の
種
文
法
上
の
違
法
誤

用
が
、
初
期
に
も
中
期
に
も
最
晩
年
の
ぎ
り
ぎ
り
に
も
通
じ
て
、
生
涯
、
輕
重

さ
ま
ざ
ま
の
程
度
で
現
れ
る
》
と
い
う
不
審
が
言
い
た
い
の
だ
。
さ
ら
に
《
し

い
い
と
せ
み
の
な
き
け
り
》
の
語
尾
〈
け
り
〉
は
、
文
章
語
法
の
格
に
は
ま
る

だ
ろ
う
か
、
と
問
う
。
つ
ま
り
、
話
し
こ
と
ば
と
文
章
語
の
《
混
用
韓
調
》
と

い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
そ
れ
は
《
話
し
言
葉
の
語
氣
で
、
そ
れ
だ
け

で
は
ま
だ
も
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
ら
後
押
し
機
關
車
を
つ
け
足
し
た
や
う
な

文
部
、
語
法
で
は
あ
る
ま
い
か
し
ら
、
と
私
は
思
ふ
》
と
言
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
後
で
触
れ
る
が
、
犀
星
に
お
け
る
文
法
上
の
違
反
や
、
話
し
こ
と
ば
と

文
章
語
の
混
用
と
見
え
る
も
の
は
、
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

 
こ
こ
で
三
好
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
犀
星
に
つ
い
て
の
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

章
よ
り
三
、
四
年
前
に
書
か
れ
た
「
『
詩
・
の
原
理
』
の
原
理
」
（
昭
和
三
十
五
年
）

で
、
彼
が
朔
太
郎
の
初
期
詩
篇
（
↓
草
稿
）
に
抱
い
て
い
る
疑
問
と
重
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
朔
太
郎
の
習
作
詩
篇
も
、
《
「
自
働
器
械
」
的
の
、
何
と
い

ふ
か
、
ぶ
っ
つ
け
の
、
無
法
な
斬
り
こ
み
の
、
支
離
滅
裂
な
、
ム
ヤ
ミ
ヤ
タ
ラ

《
無
類
の
直
接
性
》
を
め
ぐ
っ
て
1
続
・
言
語
革
命
期
の
室
生
犀
星
1

な
そ
の
手
法
は
い
っ
そ
う
と
り
と
め
が
な
く
露
骨
で
荒
々
し
い
V
も
の
に
過
ぎ

な
い
、
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
《
萩
原
式
の
「
自
働
器
械
」
は
、
し
か
し

な
が
ら
、
後
の
シ
ュ
ー
ル
派
の
い
ふ
夢
遊
的
深
層
心
理
を
専
ら
探
ら
う
と
す
る

も
の
》
で
は
な
か
っ
た
、
と
比
較
は
さ
れ
る
が
、
シ
ュ
ー
ル
と
ど
こ
が
違
う
か

は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

 
こ
の
〈
自
働
器
械
〉
を
め
ぐ
っ
て
は
、
別
命
を
用
意
す
る
つ
も
り
な
の
で
、

こ
れ
以
上
く
わ
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
三
好
は
犀
星
と
朔
太
郎
の
初
期
詩
篇
に
、

同
じ
種
類
の
異
和
の
領
域
を
見
出
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ

こ
で
の
犀
星
の
引
用
作
品
の
製
作
年
次
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
が
特

に
強
い
異
和
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
大
正
三
年
と
そ
の
前
後
の
、
わ
た

し
が
言
語
革
命
期
と
呼
ん
で
い
る
、
両
者
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た

作
品
の
う
ち
、
，
も
う
一
篇
の
「
天
の
虫
」
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
お
も
し
ろ
い
の
は
、
表
記
に
誰
よ
り
も
厳
格
な
は
ず
の
三
好
が
、

引
用
部
分
二
行
目
を
誤
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
好
の
引
用
で
は
、
《
松

の
葉
し
ん
し
ん
た
り
》
だ
が
、
犀
星
の
詩
集
版
で
は
（
初
出
で
も
）
、
《
松
の

し
ん
広
し
ん
た
り
》
に
な
っ
て
い
る
。
《
し
ん
葉
〉
と
い
う
の
は
、
た
ぶ
ん
〈
針

葉
〉
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
〈
針
〉
が
ひ
ら
が
な
表
記
に
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
く
針
V
と
い
う
漢
字
の
も
つ
形
象
性
の
意
味
よ
り
も
、
〈
し
ん
〉

と
い
う
声
音
の
ひ
び
き
に
注
意
を
向
け
た
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
同
じ
『
空
情

小
曲
集
』
の
な
か
に
、
《
草
も
し
ん
し
ん
／
海
も
し
ん
し
ん
V
（
「
砂
山
の
雨
」
）

や
、
《
な
み
だ
し
ん
し
ん
涌
く
ご
と
し
》
（
「
永
日
」
）
な
ど
が
あ
る
か
ら
、
三

好
が
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
《
松
の
葉
し
ん
し
ん
た
り
》
と
錯
覚
し
た
の
も
無
理
が

な
い
。

 
そ
の
よ
う
に
い
ち
お
う
は
言
え
る
と
し
て
も
、
し
か
し
，
こ
の
こ
と
は
犀
星
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が
く
針
〉
を
な
ぜ
〈
し
ん
〉
に
し
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
、
こ
の
時
期
の
犀
星

詩
の
本
質
に
か
か
わ
る
方
法
を
、
彼
が
つ
い
に
了
解
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
了
解
の
手
前
で
当
惑
を
感
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
を

《
赤
城
お
ろ
し
は
ひ
ゆ
う
ひ
ゆ
う
た
り
／
ひ
ゆ
う
た
る
風
の
な
か
な
れ
ば
／
土

筆
は
土
の
中
に
伸
ぶ
》
（
「
利
根
の
砂
山
」
）
と
並
べ
て
、
《
擬
音
語
と
し
て
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

妙
の
用
法
で
、
し
ど
け
な
く
、
話
し
言
葉
の
な
ほ
う
は
手
を
行
か
う
と
す
る
か

に
さ
へ
見
え
る
》
（
傍
点
は
北
川
）
と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
だ
。

 
擬
音
語
は
、
お
お
む
ね
同
音
を
重
ね
る
語
法
と
し
て
、
た
と
え
ば
犬
は
わ
ん

わ
ん
、
猫
は
に
や
お
に
や
お
の
よ
う
に
、
素
朴
な
話
し
こ
と
ば
の
レ
ベ
ル
に
あ

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
。
日
常
的
な
話
法
の
な
か
で
は
、
幼
児
的
な
言
語
以
前
の
直
接
性
を
と
ど
め

て
い
る
言
語
だ
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
犀
星
が
詩
の
な
か
で
多
用
し

て
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
は
、
現
実
の
も
の
の
音
や
鳴
き
声
を
模
写
す
る
と
い
う
、

擬
音
の
規
範
意
識
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
わ
た
し
た

ち
が
言
語
習
慣
の
な
か
で
受
け
入
れ
て
い
る
、
一
般
的
な
擬
音
と
ま
っ
た
く
か

け
は
な
れ
た
、
彼
の
心
象
の
な
か
で
し
か
存
在
し
な
い
擬
音
を
造
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
後
の
詩
集
量
円
坐
』
の
な
か
で
朔
太
郎
が
、

飢
え
た
犬
の
遠
吠
を
、
《
の
を
あ
あ
る
 
と
を
あ
あ
る
 
や
わ
あ
》
（
「
遺
傅
」
）

と
し
た
り
、
宮
沢
賢
治
が
彗
星
の
走
る
音
を
《
ギ
イ
ギ
イ
ギ
イ
フ
ウ
、
ギ
イ
ギ

イ
フ
ウ
》
（
「
双
子
の
星
」
）
と
し
た
よ
う
な
、
自
己
創
造
的
な
擬
音
（
心
象
音
）

で
も
な
い
。
ま
っ
た
く
そ
う
い
う
傾
向
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
犀
星
詩
の

オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
は
、
そ
れ
と
は
別
の
は
っ
き
り
し
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

 
そ
れ
は
す
で
に
あ
る
副
詞
や
形
容
動
詞
の
擬
音
へ
の
転
用
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
ず
、
副
詞
の
擬
音
化
の
例
を
幾
つ
か
あ
げ
て
み
る
。
た
と
え
ば
《
雪
あ

た
た
か
く
と
け
に
け
り
／
し
と
し
と
し
ど
と
融
け
ゆ
け
り
》
（
「
ふ
る
さ
と
」
）

に
お
け
る
《
し
と
し
と
》
の
慣
用
は
、
雨
が
し
ず
か
に
降
る
さ
ま
を
形
容
す
る

副
詞
で
あ
る
。
そ
れ
を
雪
の
融
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
に
転
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

《
し
た
た
り
止
ま
ぬ
日
の
ひ
か
り
／
う
つ
う
つ
ま
は
る
水
ぐ
る
ま
》
（
「
寂
し

き
春
」
）
に
し
て
も
、
《
う
つ
う
つ
〉
は
く
う
と
う
と
〉
や
く
う
つ
ら
う
つ
ら
〉

と
同
レ
ベ
ル
の
浅
い
三
眠
状
態
を
形
容
す
る
副
詞
で
あ
る
。
そ
れ
が
水
車
の
ま

わ
る
擬
音
に
さ
れ
て
い
る
。
《
雲
雀
ひ
ね
も
す
／
う
つ
ら
う
つ
ら
と
儲
け
り
》

も
同
じ
で
、
《
う
つ
ら
う
つ
ら
》
（
「
櫻
と
雲
雀
」
）
が
雲
雀
の
鳴
き
声
に
な
っ

て
い
る
。
他
に
《
平
す
ん
す
ん
伸
び
ゆ
け
り
》
（
「
櫻
と
雲
雀
」
）
、
《
さ
ら
さ

ら
と
秋
は
な
が
れ
ゆ
く
》
（
「
あ
ら
し
來
る
前
」
）
、
《
す
い
す
い
伸
び
る
芝
草

に
》
（
「
秋
思
」
）
な
ど
が
副
詞
転
用
の
例
で
あ
る
。

 
次
に
形
容
動
詞
の
擬
音
へ
の
転
用
の
例
を
見
て
み
る
。
ま
ず
、
先
に
も
引
い

た
《
砂
山
に
雨
の
消
え
ゆ
く
音
／
草
も
し
ん
し
ん
／
海
も
し
ん
し
ん
》
 
（
「
砂

山
の
雨
」
）
や
、
《
な
み
だ
し
ん
し
ん
涌
く
ご
と
し
》
（
「
永
日
」
）
の
《
し
ん

し
ん
》
で
あ
る
。
辞
書
的
に
こ
れ
は
実
に
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
の
あ
て
は
ま
る
形

容
動
詞
で
、
興
味
し
ん
し
ん
 
（
津
津
）
た
る
も
の
、
夜
が
し
ん
し
ん
 
（
深
深
）

と
ふ
け
て
ゆ
く
、
し
ん
し
ん
（
森
森
）
と
樹
木
が
茂
っ
て
い
る
一
と
い
う
よ

う
に
用
い
ら
れ
る
。
犀
星
詩
の
〈
草
〉
〈
海
〉
〈
な
み
だ
〉
の
く
し
ん
し
ん
〉
は

そ
の
い
ず
れ
の
意
味
と
も
対
応
し
な
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
に
な
っ
て
い
る
。
《
坂

の
上
に
ら
ん
ら
ん
と
日
は
落
ち
つ
つ
あ
り
》
（
「
坂
」
）
の
く
ら
ん
ら
ん
〉
は
、

狼
の
眼
は
ら
ん
ら
ん
（
燗
燗
）
と
光
り
輝
い
て
、
と
い
う
よ
う
に
用
い
る
形
容

動
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
太
陽
の
落
ち
て
ゆ
く
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
オ
ノ
マ
ト

ペ
ア
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
《
み
や
こ
の
は
て
は
か
ぎ
り
な
け
れ
ど
／
わ

が
ゆ
く
み
ち
は
い
ん
い
ん
た
り
》
（
室
生
犀
星
氏
」
）
の
く
い
ん
い
ん
〉
も
、

隠
隠
滅
滅
の
形
容
動
詞
だ
が
、
こ
こ
で
は
漢
字
の
形
象
の
も
つ
意
味
を
嫌
っ
て
、
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オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

 
自
己
創
造
的
な
造
語
の
例
も
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
、
《
ト
ッ
プ
ト
ッ
プ
と

汽
車
は
出
て
ゆ
く
》
（
「
上
野
ス
テ
エ
シ
ョ
ン
」
）
の
《
ト
ッ
プ
ト
ッ
プ
〉
が
そ

れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
変
っ
た
例
と
し
て
は
《
す
る
す
み
た
る
櫻
な
り

／
伸
び
て
四
月
を
ゆ
め
む
櫻
な
り
》
（
「
前
橋
公
園
」
）
が
あ
る
。
す
い
す
い
泳

ぐ
の
副
詞
〈
す
い
す
い
〉
が
、
《
す
る
す
み
た
る
》
と
櫻
を
修
飾
す
る
形
容
動

詞
化
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
意
味
を
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
・
な
い
の

で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
と
し
て
感
受
す
る
ほ
か
な
い
、
そ
う
い
う
用
法
な
の
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
三
好
達
治
は
、
こ
れ
ら
を
話
し
こ
と
ば
の
、
な
お
う
わ
手
を
ゆ
こ
う
と
し
て

い
る
と
感
じ
、
そ
れ
を
《
擬
音
語
と
し
て
も
妙
な
用
法
》
に
思
っ
た
。
オ
ノ
マ

ト
ペ
ア
と
い
う
も
の
を
、
話
し
言
葉
の
慣
習
の
範
囲
（
規
範
意
識
）
に
固
定
し

て
い
る
立
場
か
ら
は
、
犀
星
の
副
詞
や
形
容
動
詞
の
無
意
味
化
1
1
擬
音
化
は
、

理
解
を
絶
す
る
奇
妙
な
も
の
に
見
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば

先
の
《
す
る
す
ゐ
》
と
い
う
副
詞
を
、
軽
快
に
泳
ぐ
さ
ま
を
形
容
す
る
、
も
と

の
意
味
で
受
け
ど
れ
ば
、
《
す
る
す
み
た
る
櫻
な
り
》
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
表

現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
が
、
副
詞
か
ら
の
転
用

で
あ
る
か
ぎ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
意
味
に
も
い
く
ら
か
は
引
き
ず
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
ど
こ
か
お
か
し
く
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

 
『
好
情
小
曲
集
』
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
に
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
本
質
的
な
洞

察
を
加
え
た
の
は
菅
谷
規
矩
雄
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
室
生
犀
星
一
斗
の
初
期

 
 
 
ら

と
晩
期
」
で
、
「
犀
星
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
の
特
質
を
音
象
化
の
概
念
で
と
ら

え
、
《
語
句
の
韻
律
そ
れ
じ
た
い
を
、
ど
こ
ま
で
も
イ
メ
ジ
と
し
て
お
し
あ
げ
、

き
わ
だ
た
せ
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
る
》
と
説
明
す
る
。
た
だ
、
わ
た
し
に
疑

《
無
類
の
直
接
性
V
を
め
ぐ
っ
て
 
一
続
・
言
語
革
命
期
の
室
生
犀
星
1

問
な
の
は
、
犀
星
の
そ
れ
が
、
音
象
化
；
つ
ま
り
、
韻
律
の
イ
メ
ー
ジ
化
に

あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
多
く
が
副
詞
や
形
容
動
詞
の
転
用
と
い
う
形
で
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
が
朔
太
郎
や
賢
治
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
と
違
う
と
こ

ろ
で
、
彼
ら
に
お
い
て
の
そ
の
多
く
は
自
己
創
造
的
な
造
語
で
で
き
て
い
る
。

そ
こ
に
お
い
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
は
純
粋
に
心
象
の
音
律
化
、
心
象
音
の
イ
メ
ー

ジ
化
で
あ
る
。
こ
の
差
異
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
菅
谷
は
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

 
「
す
る
す
み
た
る
櫻
な
り
」
1
は
た
し
て
「
す
る
す
み
た
り
」
と
い
う
く
語
〉

（
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
）
が
、
一
般
的
な
規
範
意
識
の
水
準
で
可
能
な
の
か
ど

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

う
か
。
文
法
無
視
の
悪
文
と
い
う
そ
し
り
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
ま
た
、
文
語
的
な
語
法
の
た
だ
な
か
へ
、
口
語
的
な
る
も
の
が
突
出
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

る
こ
と
が
必
然
で
あ
り
不
可
避
で
あ
る
情
況
の
も
と
で
は
、
悪
文
い
が
い
の
可

能
性
は
そ
も
そ
も
な
い
の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
室
生
犀
星
-
詩
の
初
期
と
晩
期
」
）

 
菅
谷
は
、
犀
星
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
を
、
既
成
の
文
語
的
な
語
法
の
な
か
へ
、

口
語
的
な
も
の
が
突
出
す
る
時
の
、
避
け
ら
れ
な
い
音
象
化
の
現
象
と
見
て
い

る
。
巨
視
的
に
は
そ
れ
で
い
い
と
思
う
が
、
わ
た
し
は
そ
こ
を
も
う
ち
ょ
っ
と

踏
み
こ
ん
で
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
先
か
ら
あ
と
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、

犀
星
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
は
、
語
だ
け
孤
量
的
に
取
り
だ
せ
ば
そ
れ
は
形
容
動

詞
や
副
詞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
の
慣
習
的
用
法

の
中
で
規
範
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
別
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
な
か
に
入
る
と
、
副
詞
や
形
容
動
詞
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
心
象
を
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直
接
に
声
音
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
ら
わ
す
詩
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
に
な
っ
て
し

ま
う
。
う
ま
く
い
っ
て
い
る
場
合
も
、
そ
ヶ
で
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
と
も
か

く
そ
れ
ら
が
、
い
わ
ゆ
る
既
成
の
意
味
の
規
範
に
対
し
て
、
異
化
効
果
を
生
み

だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
犀
星
や

人
魚
詩
社
の
詩
人
た
ち
が
ぶ
つ
か
っ
て
い
た
、
話
し
こ
と
ば
（
口
語
）
の
直
接

性
を
、
ど
う
し
た
ら
文
語
（
詩
の
言
語
）
の
水
準
で
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
課
題
を
、
も
っ
と
も
極
端
化
し
た
実
践
が
、
こ
の
詩
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア

に
見
ら
れ
た
と
言
っ
て
い
い
。

※

 
三
好
達
治
は
、
『
好
情
小
曲
集
』
の
な
か
の
《
異
な
表
現
》
や
《
妙
な
用
法
》

に
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
の
こ
だ
わ
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
彼
が
取
り
あ
げ
て

い
る
作
品
が
『
好
情
小
曲
集
』
の
中
で
も
、
比
較
的
お
だ
や
か
な
作
品
で
、
第

三
部
の
傾
向
を
代
表
す
る
「
銀
製
の
乞
食
」
や
「
室
生
犀
星
氏
」
、
「
坂
」
な
ど

に
は
一
瞥
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
場
合
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
彼
が
《
ぶ
っ
つ
け
の
、
無
法
な
斬
り
こ
み
の
、

支
離
滅
裂
な
、
ム
ヤ
ミ
ヤ
タ
ラ
な
そ
の
手
法
は
い
っ
そ
う
と
り
と
め
が
な
く
露

骨
で
荒
々
し
い
》
と
き
め
つ
け
た
、
あ
の
《
萩
原
式
の
「
自
働
器
械
」
》
に
似

た
語
法
が
、
拡
大
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
そ
し
て
、
そ
の
《
無
類
の
直
接
性
》
の
こ
と
ば
の
延
長
上
に
、
単
に
ロ
語
自

由
詩
へ
の
試
み
な
ん
か
で
は
な
い
、
言
語
革
命
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

三
好
達
治
は
そ
れ
こ
そ
を
不
可
解
と
し
、
忌
避
し
た
の
で
あ
る
。
三
好
が
も
し

前
稿
で
も
触
れ
た
、
大
正
三
年
と
そ
の
前
後
の
お
び
た
だ
し
い
量
の
未
収
録
詩

篇
の
世
界
を
知
っ
た
ら
、
も
っ
と
拒
絶
反
応
を
起
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
こ
に
は
《
ぶ
っ
つ
け
の
、
無
法
な
斬
り
こ
み
の
、
支
離
滅
裂
な
、
ム

ヤ
ミ
ヤ
タ
ラ
な
そ
の
手
法
》
が
、
い
っ
そ
う
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
た
と
え
ば
「
地
上
炎
炎
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

火
は
い
ま
盛
年
あ
が
る
。

み
や
こ
の
空
に
え
ん
え
ん
と

鐘
の
ひ
び
き
に
盛
り
あ
が
る
。

き
よ
ら
か
に
姿
あ
ら
は
す
樹
の
も
と
を

火
は
た
だ
紅
き
魚
を
曳
く
。

あ
あ
燃
え
あ
が
れ
、
ひ
そ
み
て
忍
ぶ
こ
の
リ
ズ
ム

え
ん
え
ん
と
わ
れ
の
住
家
に
燃
え
あ
が
れ
。

な
で
し
こ
散
ら
し

さ
ん
と
し
て
火
の
う
へ
に

叫
び
て
う
か
ぶ
此
の
力

苦
悩
に
く
ず
る
此
の
い
の
ち

い
ま
火
に
焼
け
て
火
を
散
ら
す
。

あ
あ
潔
き
火
の
な
か
に

し
ん
に
し
ん
じ
つ
に
わ
れ
生
活
す
。

き
よ
ら
か
に
伸
ぶ
る
樹
の
も
と
を

火
は
い
ま
黒
き
魚
を
盛
る
。

火
は
い
ま
如
き
海
を
呼
ぶ
。

ま
ん
さ
ん
と
し
て
火
に
醇
ひ
て
火
の
な
か
を

叫
び
て
走
る
こ
の
力

陰
陰
と
し
て
み
や
こ
は
鐘
に
う
も
れ
ゆ
き
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明
け
白
み
ゆ
け
ど
も

 
火
は
な
ほ
若
く
な
よ
ら
か
く
，

 
合
憲
よ
り
ぞ
噴
き
い
つ
る
。

 
あ
あ
い
ざ
こ
の
露
を
開
け
は
な
ち

 
火
の
う
へ
に
あ
そ
ば
し
め

 
な
で
し
こ
摘
め
よ

 
樹
の
も
と
に
い
ん
い
ん
と
し
て

 
叫
び
つ
つ
燃
え
ゆ
け
よ

 
樹
の
も
と
に
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
地
上
炎
炎
」
）

 
こ
の
作
品
は
、
大
正
三
年
三
月
に
「
音
楽
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は

り
、
同
年
同
月
に
「
詩
歌
」
に
発
表
さ
れ
た
「
坂
」
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
坂
」
は
『
拝
情
小
曲
集
』
を
代

表
す
る
作
品
の
一
つ
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
が
、
一
方
の
「
地
上
炎
炎
」
は
、

ど
の
詩
集
に
も
収
録
さ
れ
ず
、
誰
か
ら
も
関
心
を
も
た
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
む

ろ
ん
、
作
品
の
出
来
具
合
は
、
明
ら
か
に
「
坂
」
の
方
が
上
だ
が
、
そ
れ
だ
け

に
は
解
消
し
え
な
い
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

街
か
ど
に
か
か
り
し
と
き

坂
の
上
に
ら
ん
ら
ん
と
日
は
落
ち
つ
つ
あ
り

圓
形
の
リ
ズ
ム
は
さ
か
ん
な
る
玉
響
に
う
ち
つ
れ

樹
は
炎
と
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
坂
」
は
じ
め
の
四
行
）

「
坂
」
に
お
い
て
は
夕
陽
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
烈
で
あ
る
。
そ
の
さ
か
ん
に
燃

《
無
類
の
直
接
性
》
を
め
ぐ
っ
て
 
一
続
・
言
語
革
命
期
の
室
生
犀
星
1

え
な
が
ら
落
ち
て
ゆ
く
太
陽
が
円
形
の
リ
ズ
ム
の
回
転
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
樹
は
炎
に
つ
つ
ま
れ
る
。
も
と
よ
り
、
《
樹
は
炎
と
な
る
〉
は

メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
実
際
に
樹
の
燃
え
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
，
こ
の
引
用
部
分
の
あ
と
の
詩
の
展
開
は
、
夕
陽
の
炎
の
リ
ズ
ム
に
浸
透
さ

れ
て
、
無
頼
の
友
と
と
も
に
踊
り
出
す
光
景
で
あ
る
。
《
上
野
寛
永
寺
の
鐘
の

ひ
び
き
も
／
い
ん
い
ん
た
る
炎
〉
で
あ
り
、
世
に
立
ち
て
生
き
る
す
べ
も
な
い

の
で
あ
る
か
ら
。
《
わ
れ
は
ま
ず
し
き
詩
篇
に
火
を
放
ち
／
踊
り
狂
ひ
て
死
に

ゆ
か
む
》
と
意
志
す
る
。
そ
し
て
、
落
陽
に
向
か
っ
て
、
坂
を
踊
り
つ
つ
転
び

つ
つ
上
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
の
が
こ
の
「
坂
」
と
い
う
詩
で
あ
る
。

 
「
地
上
炎
炎
」
が
「
坂
」
と
違
う
の
は
、
火
炎
が
夕
陽
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
樹
も
鐘
の
ひ
び
き
も
リ
ズ
ム
も
出
て
く

る
が
、
「
地
上
炎
炎
」
で
は
、
地
上
そ
の
も
の
が
火
を
噴
き
燃
え
て
い
る
イ
メ
ー

ジ
、
あ
る
い
は
燃
え
て
欲
し
い
願
望
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
発
表
が
同
月
で
あ

り
、
ど
ち
ら
が
先
に
書
か
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
常
識
的
に
は
、
夕
日
が

炎
の
連
想
を
生
み
、
そ
こ
に
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
「
坂
」
の
炎
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
地
上
炎
炎
」
は
夕
陽
と
の
対
応
を
断
ち
切
っ
て
、
そ
の

炎
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
拡
大
し
、
独
立
さ
せ
て
一
篇
の
作
品
を
つ
く
っ
た
、
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ま
た
、
「
坂
」
に
は
、
《
お
ろ
か
な
る
再
生
を
思
慕
す
る
こ
と
は
な
く
》
《
踊

り
狂
ひ
て
死
に
ゆ
か
む
〉
と
い
う
、
自
記
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
強
い
が
、
「
地
上

炎
炎
」
で
は
、
そ
れ
が
都
市
を
炎
上
さ
せ
る
と
い
う
無
法
な
、
あ
る
い
は
犀
星

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
え
ば
、
復
讐
の
情
熱
に
転
化
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
も
暗

い
狂
熱
を
感
じ
さ
せ
る
意
志
の
力
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
地
上
炎
炎
」
に
お

け
る
夕
陽
と
の
対
応
を
欠
い
た
都
市
炎
上
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
の
無
法
の
情
熱
の
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方
向
こ
そ
は
、
『
拝
情
小
曲
集
』
か
ら
隠
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と

が
そ
れ
と
未
収
録
詩
編
と
の
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

 
無
法
性
と
い
う
こ
と
を
言
え
ば
、
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
の
性
格
だ
け
で
な
く
、

文
体
の
レ
ベ
ル
で
も
「
地
上
炎
炎
」
に
拡
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
副
詞
や
形

容
動
詞
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
化
、
あ
る
い
は
同
音
重
加
の
語
法
と
い
う
点
で
み
て

も
、
「
坂
」
に
は
《
ら
ん
ら
ん
》
と
《
つ
ね
に
つ
ね
に
》
が
、
二
度
用
い
ら
れ

て
い
る
ほ
か
は
、
《
い
ん
い
ん
た
る
》
が
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
比

べ
て
、
「
地
上
炎
炎
」
の
方
で
は
、
《
え
ん
え
ん
と
》
が
二
度
、
そ
の
ほ
か
に
《
さ

ん
さ
ん
と
し
て
》
、
《
し
ん
に
し
ん
じ
つ
に
〉
、
《
ま
ん
さ
ん
と
し
て
》
、
《
陰

陰
と
し
て
〉
、
《
窓
窓
よ
り
》
、
《
い
ん
い
ん
と
し
て
》
な
ど
が
多
い
ば
か
り

か
、
乱
雑
な
印
象
も
与
え
て
い
る
。
よ
り
無
意
識
的
な
表
出
で
あ
り
、
〈
自
働

器
械
〉
的
な
そ
れ
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。

 
萩
原
朔
太
郎
は
、
こ
の
時
期
の
犀
星
の
文
法
に
あ
え
て
違
犯
す
る
、
無
法
な

語
法
か
ら
、
何
か
月
遅
れ
で
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
自
分
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
引

き
つ
け
て
も
っ
と
極
端
化
し
た
。
朔
太
郎
の
大
正
三
年
九
月
頃
と
推
定
さ
れ
る

「
ノ
ー
ト
」
の
中
で
も
、
《
手
近
い
と
こ
ろ
で
君
の
造
語
さ
へ
時
々
失
敬
し
て

居
る
。
、
／
手
は
遠
く
ど
こ
へ
で
も
の
び
る
。
盗
ま
れ
て
怒
る
人
と
悦
ぶ
人
と
あ

る
。
ど
っ
ち
で
も
か
ま
は
な
い
。
僕
自
身
の
肉
が
塘
え
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
だ
》

と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
〈
君
〉
は
犀
星
の
こ
と
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

朔
太
郎
は
た
だ
盗
ん
だ
の
で
は
な
い
。
自
分
の
こ
と
ば
の
生
理
の
な
か
で
、
変

容
さ
せ
、
は
る
か
に
イ
メ
ー
ジ
の
凝
集
力
の
強
い
、
肉
感
的
な
詩
を
つ
く
り
だ

し
て
い
る
。

 
た
と
え
ば
、
大
正
三
年
一
月
に
発
表
さ
れ
な
が
ら
、
や
は
り
、
詩
集
に
未
収

録
に
な
っ
た
「
夜
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

 
主
よ

 
な
に
と
な
く
、
さ
み
し
く
、
さ
み
し
。

 
こ
は
今
わ
が
…
携
て
る
総
て
な
り
。

 
意
味
ふ
か
き
奥
の
奥
よ
り

 
涌
き
立
つ
ご
と
く
、
さ
み
し
く
、
さ
み
し
。

 
主
よ

 
身
を
ふ
る
わ
せ
、
手
を
左
右
し
つ
つ
君
を
呼
ぶ
。

 
お
ん
身
は
も
と
よ
り
空
間
の
幽
明
の
い
っ
こ
に
い
ま
す
か
は
知
ら
ざ
れ
ど

 
あ
ら
し
の
ご
と
き
寂
し
さ
に
吹
き
あ
げ
ら
れ

 
く
る
し
く
お
ん
身
を
呼
ぶ

 
主
よ
、
最
愛
な
る
優
柔
の
ね
む
り
よ
り
別
れ
き
て

 
わ
れ
、
し
ん
し
ん
と
し
て
孤
独
に
痛
め
ら
る
。

 
あ
あ
、
主
よ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
夜
」
）

 
朔
太
郎
は
、
・
こ
の
五
カ
月
後
に
、
こ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
た
と
思
わ
れ
る
「
初

夏
の
所
濤
」
を
発
表
し
た
。

主
よ
、

い
ん
よ
く
の
聖
な
る
柿
よ
。

わ
れ
は
っ
ち
を
掘
り
、

つ
ち
を
も
り
て
、

日
毎
に
お
ん
み
の
家
畜
を
建
設
す
、

い
ま
初
夏
き
た
り
、
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主
の
み
足
は
金
屡
の
ご
と
く
、

 
薫
風
の
い
た
だ
き
に
あ
り
て
輝
き
、

 
わ
れ
の
家
畜
は
新
緑
の
蔭
に
眠
り
て
、

 
ふ
し
ぎ
な
る
白
日
の
夢
を
平
げ
り
、

 
＼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
初
夏
の
所
禧
」
前
半
部
分
）

 
キ
リ
ス
ト
教
及
び
聖
書
は
、
こ
の
時
期
の
暮
鳥
、
犀
星
、
朔
太
郎
を
結
び
つ

け
て
い
る
主
要
な
関
心
事
で
あ
る
。
牧
師
の
暮
鳥
と
違
っ
て
、
犀
星
、
朔
太
郎

に
は
、
い
わ
ゆ
る
信
仰
心
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
濃
厚
な
宗
教
的
感
情
は
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
語
彙
や
構
図
が
よ
く
借
り
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
犀
星

の
「
夜
」
は
（
〈
主
〉
の
前
で
の
さ
び
し
さ
の
告
白
と
、
孤
独
に
痛
め
つ
け
ら

れ
て
〈
主
〉
を
呼
ぶ
実
感
を
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
、
詩
集
収
録
、
未
収
録
を

問
わ
ず
、
こ
の
時
期
の
犀
星
の
主
要
な
情
緒
は
、
さ
み
（
寂
）
し
さ
や
か
な
（
哀
）

し
み
で
あ
ゆ
、
こ
こ
で
も
そ
れ
は
《
あ
ら
し
の
ご
と
き
寂
し
さ
に
吹
き
あ
げ
ら

れ
》
と
、
い
さ
さ
か
安
易
な
表
現
に
流
さ
れ
て
い
る
。
〈
感
傷
〉
は
彼
ら
を
結

び
つ
け
て
い
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
犀
星
に
お
い

て
そ
れ
は
、
寂
し
さ
、
哀
し
み
の
情
緒
そ
の
も
の
の
表
現
を
意
味
し
た
。

 
朔
太
郎
に
お
い
て
も
、
「
愛
憐
詩
篇
」
の
段
階
で
は
、
そ
れ
と
同
じ
レ
ベ
ル

の
こ
と
が
言
え
る
が
、
し
か
し
、
大
正
三
年
の
言
語
革
命
期
に
入
る
と
、
彼
の

〈
感
傷
〉
の
概
念
は
、
そ
の
よ
う
な
情
緒
へ
の
還
元
を
許
さ
な
く
な
る
。
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
と
は
く
わ
し
く
別
に
書
い
て
い
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
彼
の
〈
感
傷
〉

は
、
規
範
的
な
語
法
を
熔
か
す
、
無
意
識
の
熔
鉱
炉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
大
正
三
年
の
習
作
に
お
い
て
は
、
寂
し
さ
や
哀
し
さ
の
情
緒
は
き
び

し
く
排
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
初
夏
の
所
疇
」
は
、
朔
太
郎
に
お
け
る
言
語

革
命
期
の
入
口
に
位
置
す
る
作
品
だ
が
、
犀
星
に
お
い
て
と
め
ど
も
な
か
っ
た
．

《
無
類
の
直
接
性
》
を
め
ぐ
っ
て
 
1
続
・
言
語
革
命
期
の
室
生
犀
星
一

情
緒
的
表
現
が
、
ま
っ
た
く
拭
い
さ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
れ
は
示
さ
れ
て

 
い
る
だ
ろ
う
。

 
 
そ
し
て
、
そ
の
か
わ
り
に
せ
り
あ
が
っ
て
い
る
の
は
、
〈
い
ん
よ
く
（
淫
欲
）
〉

 
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。
ぐ
王
〉
は
《
い
ん
よ
く
の
聖
な
る
肺
》
と
さ
れ
、
そ

 
れ
に
ぬ
か
ず
く
＜
わ
れ
〉
は
土
を
掘
り
、
土
を
盛
る
《
お
ん
み
の
家
畜
》
な
の

 
で
あ
る
。
〈
主
〉
は
金
属
の
よ
う
に
輝
き
。
〈
わ
れ
〉
は
新
緑
の
陰
に
眠
っ
て
、

《
ふ
し
ぎ
な
る
白
日
の
夢
V
を
見
て
い
る
。
情
緒
へ
流
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
い

 
る
だ
け
、
朔
太
郎
の
イ
メ
ー
ジ
は
く
っ
き
り
と
浮
き
出
て
い
る
。
犀
星
に
お
け

 
る
《
無
類
の
直
接
性
》
は
、
朔
太
郎
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
徹
底
し
た
姿
を
さ

 
ら
し
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 
 
大
正
三
年
の
犀
星
の
未
収
録
詩
篇
の
う
ち
で
最
大
の
長
篇
は
、
「
愛
人
野
菊

 
に
賂
る
詩
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
九
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
朔
太
郎
は
や
は

り
、
三
カ
月
後
に
発
想
の
骨
格
を
借
り
て
、
ま
っ
た
く
別
の
作
品
に
つ
く
り
か

え
て
い
る
。
そ
れ
が
《
妹
に
あ
た
ふ
る
言
葉
》
と
副
題
の
あ
る
「
秋
日
蹄
郷
」

'

 
で
あ
る
。
朔
太
郎
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
彼
の
未
収
録
作
品
の
な
か
で
は
最
大

 
の
長
篇
で
あ
る
。

 
 
さ
て
、
犀
星
の
作
品
で
、
〈
愛
人
野
菊
〉
は
、
〈
は
る
子
（
春
子
）
〉
の
実
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
わ
 

 
で
も
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
春
子
は
臆
病
で
お
と
な
し
く
、
《
可
哀
ゆ
い
》
こ
ど

も
ら
し
い
一
九
歳
の
娘
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
彼
女
は
無
智
で
あ
り
な
が
ら
聰
明

 
で
、
肥
え
た
肉
体
を
も
ち
、
す
べ
て
の
縁
談
を
断
っ
て
い
る
孤
独
な
娘
で
も
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
わ
れ
〉
は
、
《
市
井
無
獺
の
子
〉
で
あ
り
、
《
君
の
庭

女
期
を
破
り
／
肌
を
荒
ら
し
／
唇
を
吸
ふ
の
情
浮
の
子
な
る
べ
き
か
》
、
あ
る

 
い
は
《
坤
の
ご
と
き
心
労
を
衝
き
破
り
／
君
を
汚
し
果
つ
べ
き
か
》
を
思
い
悩

む
《
放
博
無
獺
。
／
肉
得
喪
齪
。
》
の
徒
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
と
ば
は
よ
り
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直
接
的
、
錯
乱
的
に
展
開
す
る
。

は
る
子
よ

た
だ
聞
け

わ
れ
は
専
念
一
つ
な
り
、

感
謝
し
つ
つ

威
嚇
し
つ
つ

君
の
足
を
大
拝
し

あ
る
ひ
は
侮
辱
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

頬
と
頬
と
を
合
掌
す
。

光
威

刹
那
に
あ
ら
ば
君
は
い
ち
は
や
く
生
め
、

愛
比
う
つ
っ
と
な
り

人
と
魚
と
の
孚
ば
に
位
み
す

正
念
凝
氣
の
煙
を
生
め
。

ま
こ
と
に
昨
日

叫
び
て
抱
き

股
を
割
り

股
を
割
り
つ
つ
生
み
落
と
し
た
る
は
純
白
の
犬
。

純
白
の
魚
。

天
に
は
つ
る
こ
と
な
く

天
に
捧
ぐ
る
の
わ
れ
の
愛
児
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
愛
人
野
菊
に
贈
る
詩
」
部
分
）

春
子
の
処
女
性
と
肉
感
性
、
無
智
と
聰
明
、
ま
た
、
〈
わ
れ
V
の
清
浄
と
無
獺
、

感
謝
と
威
嚇
、
大
拝
と
侮
辱
、
愛
の
至
純
と
粗
暴
な
ど
、
あ
い
矛
盾
す
る
関
係

の
こ
と
ば
が
同
時
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
意
識
の
錯
乱
性
、
暴
力
性
が
き

わ
だ
た
さ
れ
て
い
る
。
引
用
部
分
は
、
特
に
疾
走
感
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
全

体
と
し
て
多
用
さ
れ
る
漢
語
は
、
意
味
を
押
し
殺
さ
れ
、
ひ
き
ち
ぎ
ら
れ
て
ゆ

く
よ
う
な
感
じ
も
あ
る
。
ま
た
、
春
子
が
生
む
純
白
の
犬
や
純
白
の
魚
が
、
《
天

に
捧
ぐ
る
の
わ
れ
の
愛
児
な
り
》
と
い
う
よ
う
な
部
分
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

は
拡
散
し
た
中
途
半
端
な
メ
タ
フ
ァ
ー
だ
と
思
う
。
と
も
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
通

じ
て
、
無
獺
な
放
蕩
者
で
あ
り
、
愛
人
の
た
め
に
は
人
殺
し
も
盗
み
も
す
る
無

法
者
で
あ
り
、
世
間
の
迫
害
冷
笑
を
よ
ろ
こ
ぶ
受
難
者
で
あ
る
よ
う
な
〈
わ
れ
〉

の
像
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
朔
太
郎
の
「
秋
日
蹄
郷
」
は
、
犀
星
の
「
愛
人
野
菊
に
贈

る
詩
」
の
く
わ
れ
〉
と
く
愛
人
V
の
対
位
を
、
〈
兄
V
と
く
妹
〉
の
対
位
に
置

き
か
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
兄
・
妹
〉
の
関
係
に
置
き
か
え
る
ヒ
ン
ト

も
、
犀
星
の
「
兇
賊
目
O
国
。
。
氏
」
（
大
正
三
年
十
月
）
と
い
う
詩
か
ら
得
ら
れ

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
浅
草
電
旧
館
で
朔
太
郎
と
一
緒
に
観
た
映

画
「
T
組
の
全
滅
」
に
お
け
る
、
兇
賊
の
兄
と
そ
の
妹
の
物
語
を
モ
デ
ル
に
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
つ
く
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
他
に
も
部
分
的
に
語
彙
や
イ
メ
ー
ジ
の
レ

ベ
ル
で
、
「
秋
日
蹄
郷
」
に
影
響
を
与
え
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
作
品
は
幾
つ

か
あ
る
。
や
は
り
、
詩
集
未
収
録
の
「
妙
清
寺
新
居
」
（
大
正
三
年
八
月
）
、

「
市
上
酒
齪
」
（
同
年
八
月
）
、
「
盗
人
」
（
同
年
八
月
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
う
し
て
幾
つ
か
の
影
響
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
、
次
の
よ
う
な
「
秋
日
露
郷
」

に
お
け
る
〈
兄
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ほ
ぼ
「
愛
人
野
菊
に
賂
る
詩
」
の
く
わ
れ
〉

の
そ
れ
と
重
な
っ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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あ
あ
、
春
夏
と
ほ
く
す
ぎ
て
兄
は
放
縦
無
頼
、
酒
狂
し
て
街
に
あ
ざ
わ
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
ら

 
は
れ
、
お
ん
あ
い
至
上
の
お
ん
ち
ぢ
は
は
に
裏
切
り
、
そ
の
財
寳
を
盗
む
も

 
の
で
あ
る
。

 
、
お
ん
身
が
に
く
し
ん
の
兄
は
あ
ま
り
に
憔
惇
し
、
疾
患
し
、
酒
壷
の
あ
し

 
た
に
菊
を
摘
ま
む
と
し
て
豊
津
無
上
の
涙
せ
き
あ
へ
ぬ
痴
漢
で
あ
る
。

 
 
ま
た
兇
盗
で
あ
る
、
聖
者
で
あ
る
。
妹
よ
、
兄
の
肉
身
は
會
て
一
度
も
汝

 
の
額
に
法
れ
た
こ
と
は
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
秋
日
蹄
郷
」
部
分
）

 
右
に
見
ら
れ
る
対
義
矛
盾
す
る
概
念
の
、
同
時
的
表
現
と
い
う
方
法
も
、
朔

太
郎
は
犀
星
か
ら
学
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
〈
兄
〉
と
く
妹
〉

の
間
に
近
親
相
姦
の
感
情
が
想
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
朔
太
郎
に
お
け
る
無
法
性

は
、
犀
星
の
詩
に
お
け
る
殺
人
や
盗
み
と
い
う
犯
罪
で
は
な
く
、
深
く
人
間
の

無
意
識
の
タ
ブ
ー
に
触
れ
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
死
や
罪
で
あ
る
よ
う
な
痙
攣

す
る
空
間
が
生
ま
れ
、
こ
と
ば
は
あ
や
し
い
官
能
性
と
内
面
性
を
獲
得
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
「
秋
日
蹄
郷
」
に
つ
い
て
論
じ
る
場
所
で
は

な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
が
、
両
者
を
比
較
し
て
、
わ
た
し
が
、
い

く
ら
か
で
も
明
ら
か
に
し
た
が
っ
た
こ
と
は
、
犀
星
が
、
そ
し
て
、
・
朔
太
郎
が

公
刊
さ
れ
た
詩
集
か
ら
切
り
捨
て
た
、
．
未
収
録
詩
篇
に
お
い
て
、
い
か
に
《
無

類
の
直
接
性
》
を
共
有
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
お
い
て
こ
そ
、
単
な
る
口
語
自
由
詩
と
い
う
形
式
的
な
改
良
を
越
え
る
、
言

語
革
命
の
可
能
性
が
、
多
く
の
危
う
さ
と
と
も
に
、
い
か
に
豊
か
に
は
ら
ま
れ

て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

※

《
無
類
の
直
接
性
》
を
め
ぐ
っ
て
 
一
続
・
言
語
革
命
期
の
室
生
犀
星
一

 
犀
星
の
『
野
情
小
曲
集
』
の
性
格
に
と
っ
て
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
そ
の
刊

行
が
大
正
七
年
九
月
で
あ
り
、
『
愛
の
詩
集
』
の
そ
れ
よ
り
後
だ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
好
情
小
曲
集
』
は
、
『
愛
の
詩
集
』
の
立
場
で

編
集
ざ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
限
定
を
受
け
た
。
そ
の
立
場
は
、

『
野
情
小
曲
集
』
の
「
自
序
」
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

 
 
私
は
本
集
に
輯
め
た
詩
を
自
分
な
が
ら
初
初
し
い
作
品
で
あ
る
こ
と
、
少

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
こ
こ
ろ

 
年
の
日
の
交
り
氣
な
い
あ
ど
け
な
い
眞
心
を
も
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
と
を

 
合
せ
て
、
い
く
た
び
か
感
心
を
し
て
直
面
し
た
り
し
た
。
ほ
ん
と
に
此
詩
集

 
に
あ
る
小
品
な
詩
は
、
恰
も
「
小
腰
讃
本
」
を
朗
讃
す
る
や
う
に
、
卒
直
な

 
心
で
護
み
味
わ
っ
て
も
ら
へ
れ
ば
、
た
い
へ
ん
心
う
れ
し
く
感
じ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
自
序
」
）

 
あ
る
い
は
《
あ
の
何
物
に
も
た
と
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
弱
弱
し
い
美
し

い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
瞬
間
に
、
私
ど
も
は
、
自
分
が
其
庭
に
生
き
る
こ
と
を

幸
輻
に
考
へ
、
ま
た
必
然
さ
う
あ
る
べ
き
こ
と
が
自
分
ら
の
若
い
使
命
の
や
う

に
、
ご
の
全
世
界
で
い
ち
ば
ん
偉
い
詩
人
で
で
も
あ
る
や
う
に
考
へ
て
る
た
》

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
『
愛
の
詩
集
』
を
後
向
き
に
延
長
す
る
方
向
で
、

『
野
情
小
曲
集
』
を
読
ま
れ
た
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
観
点
で
読

み
う
る
〈
下
情
小
曲
〉
の
作
品
を
選
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
限
定
を
も

は
み
で
る
作
品
が
、
主
に
詩
集
の
第
三
部
に
は
集
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
三
好
達
治
が
こ
だ
わ
っ
た
《
無
類
の
直
接
性
》
は
、

未
収
録
詩
篇
の
方
に
、
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

 
で
は
、
そ
の
『
愛
の
詩
集
』
の
詩
篇
と
は
、
ど
う
い
う
対
照
的
な
世
界
な
の

か
。
た
と
え
ば
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
旧
情
小
曲
集
』
に
お
け
る
「
坂
」
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は
、
夕
陽
の
光
景
を
う
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
燃
え
る
円
形
の
リ
ズ
ム
で
あ
り
、

樹
も
鐘
の
ひ
び
き
も
炎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
飢
え
た
友
人
と
〈
わ
れ
〉

は
落
日
に
ガ
ラ
ス
の
ご
と
く
透
き
と
お
り
、
踊
り
狂
っ
て
坂
を
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。

こ
こ
で
夕
陽
は
心
や
感
覚
を
狂
わ
せ
、
死
を
夢
み
さ
せ
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
や
イ

メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
、
『
愛
の
詩
集
』
の
「
夕

の
歌
」
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
同
じ
夕
の
光
景
を
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
極
端
な
相

違
に
、
わ
た
し
た
ち
は
驚
く
は
ず
で
あ
る
。

人
人
は
ま
た
寂
し
い
夕
を
迎
へ
た

人
人
の
胸
に
温
良
な
所
り
が
湧
い
た

な
ぜ
こ
の
や
う
に
夕
の
お
と
つ
れ
と
と
も
に

自
分
の
寂
し
い
心
を
連
れ
て

そ
の
道
づ
れ
と
と
も
に
永
い
問

休
み
な
く
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
か

け
ふ
は
き
の
ふ
の
や
う
に

回
る
こ
と
な
く
う
つ
り
も
せ
ず

か
な
し
み
 
 
か
な
し
み

悲
哀
は
悲
哀
の
ま
ま
の
姿
で

ま
た
あ
す
へ
め
ぐ
り
ゆ
く
の
で
あ
ら
う
か

か
の
高
い
屋
根
や
立
木
の
上
に

け
ふ
も
太
陽
は
昇
っ
て
又
沈
み
か
け
て
み
た

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
に
人
人
の
胸
に
の
こ
っ
た

人
人
は
よ
る
の
茶
卓
の
上
で

深
い
思
索
に
沈
ん
で
み
た

（「

[
の
歌
」
）

 
平
易
な
口
語
で
、
温
良
な
祈
り
の
感
情
を
、
そ
の
ま
ま
表
出
す
る
こ
と
に
疑

い
が
な
い
。
文
法
無
視
や
む
や
み
や
た
ら
な
語
法
も
消
え
た
が
、
こ
と
ば
の
多

義
性
や
語
気
の
勢
い
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
も
消
え
た
。
つ
ま
り
、
《
無
類
の
直
接

性
》
は
失
わ
れ
た
。
詩
人
は
夕
陽
に
浸
透
さ
れ
た
自
分
を
感
覚
的
な
こ
と
ば
で

う
た
う
の
で
は
な
く
、
夕
べ
の
時
間
の
な
か
の
く
人
人
V
の
こ
と
を
観
察
し
て

う
た
う
。
文
体
は
か
つ
て
の
よ
う
に
説
明
や
散
文
化
を
拒
否
し
な
ぐ
な
っ
て
い

る
。 

も
う
一
篇
、
先
の
「
愛
人
野
菊
に
賂
る
詩
」
と
対
応
す
る
作
品
を
、
『
愛
の

詩
集
』
か
ら
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
、
「
女
人
に
封
ず
る
言
葉
」
が
ふ
さ
わ
し

い
だ
ろ
う
。

愛
し
て
や
れ

接
吻
を
し
て
や
れ

掃
除
を
好
き
に
な
れ

家
を
美
し
く
清
め

う
ま
い
も
の
を
焚
き

い
つ
も
困
難
に
勝
ち

心
を
温
か
に
持
ち

又
一
切
を
優
柔
に

極
め
て
極
め
て
女
ら
し
く
本
質
的
に
な
る
や
う

決
し
て
お
こ
ら
な
い
や
う

よ
き
母
親
に
な
る
や
う

近
所
の
子
供
が
な
つ
く
や
う

（128］



乞
食
に
は
少
し
つ
つ
與
へ
る
や
う

朝
夕
の
所
り
を
忘
れ
ぬ
や
う

決
し
て
偉
い
女
人
に
な
ら
う
と
す
る
な

（「

乱
l
に
封
ず
る
言
葉
」
）

 
こ
の
命
令
形
を
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
こ
と
ば
は
、
ほ
と
ん
ど
〈
女
人
〉
に

対
す
る
世
俗
的
な
教
訓
、
お
節
介
に
堕
し
で
い
る
。
す
べ
て
の
こ
と
ば
は
一
義

的
に
意
味
の
暴
力
を
ふ
る
っ
て
お
り
、
「
愛
人
野
菊
」
に
お
け
る
対
義
矛
盾
し

た
概
念
の
同
時
的
表
現
と
い
う
す
ぐ
れ
た
特
質
は
、
ど
こ
に
も
見
ら
れ
を
い
。

ま
た
、
そ
こ
に
お
け
る
〈
わ
れ
〉
の
無
瀬
、
放
蕩
、
犯
罪
、
狂
気
、
そ
し
て
、

至
純
な
魂
に
痛
み
、
傷
つ
い
て
い
る
無
法
性
も
、
ま
っ
た
く
消
え
て
し
ま
っ
た
。

む
ろ
ん
、
『
愛
の
詩
集
』
に
も
、
『
好
情
小
曲
集
』
と
連
続
す
る
側
面
も
あ
り
、

「
夕
の
歌
」
や
「
女
人
に
封
ず
る
言
葉
」
の
傾
向
だ
け
で
、
論
ず
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
室
生
犀
星
が
、
ま
さ
し
く

言
語
革
命
の
挫
折
の
上
に
、
白
樺
派
や
民
衆
詩
派
の
温
良
で
平
板
な
口
語
自
由

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詩
の
流
れ
に
、
引
き
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
く
姿
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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］
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収
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潮
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萩
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萩
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梅
光
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