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説
話
と
は
、
既
存
の
素
材
を
用
い
て
自
前
の
世
界
を
構
築
す
る
ジ
ャ
ン
ル
の

こ
と
だ
。

 
説
話
集
の
編
者
は
、
無
色
透
明
な
媒
介
者
で
は
な
い
。
自
分
の
色
を
持
っ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
、
も
と
は
と
い
え
ば
彼
は
、
既
存
の
素
材
の
読
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
彼
も
、
や
が
て
内
的
必
然
か
ら
既
存
の
素
材
を
自
分
の
色
に
染
め
上
げ
た

い
と
の
思
い
に
め
ざ
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
高
じ
て
受
信
者
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
こ
と
に
満
足
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
彼
は
発
信
者
に
転
身
す
る
。
説
話

集
の
編
者
と
は
、
そ
う
い
う
立
場
の
人
物
だ
。

 
一
人
の
編
者
の
な
か
に
、
発
信
者
と
受
信
者
と
が
共
存
す
る
。
こ
れ
は
、
説

話
が
他
の
ジ
ャ
ン
ル
と
決
定
的
に
異
な
る
点
だ
。

 
発
信
者
に
転
身
し
た
編
者
は
、
既
存
の
素
材
を
自
分
の
色
に
染
め
上
げ
る
た

め
の
、
よ
り
効
果
的
な
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
新
機
軸
の
、
個
性
的

な
世
界
を
志
向
す
る
作
品
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
手
法
に
工
夫
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
手
法
に
は
、
個
々
の
は
な
し
の
レ
ベ
ル
の
も
の
も

あ
れ
ば
、
作
品
全
体
の
構
造
に
関
わ
る
も
の
も
あ
る
。

 
ど
の
よ
う
な
作
品
で
も
、
こ
う
し
て
獲
得
し
た
固
有
の
方
法
を
持
っ
て
い
る

は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
当
該
作
品
を
理
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
論
じ
よ
う
と
す

る
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
立
に
関
わ
る
固
有
の
方
法
を
確
認
し
、
そ
れ
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
試
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
『
今
昔
物
語
集
』
の

よ
う
に
斬
新
な
方
法
を
編
み
出
し
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
作
品
に

あ
っ
て
は
そ
う
だ
。
そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
固
有
の
方
法
へ
の
配
慮
を
欠
く
と
、

作
品
を
見
誤
る
お
そ
れ
さ
え
あ
ろ
う
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
が
自
ら
の
案
出
し
た
斬
新
な
方
法
に
こ
だ
わ
っ
た
作
品
で

あ
る
こ
と
は
、
所
収
の
全
話
を
「
今
昔
」
に
始
ま
り
「
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル

ト
ヤ
」
で
終
わ
る
形
式
で
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み

て
も
あ
き
ら
か
だ
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
こ

の
ほ
か
、
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
の
三
地
域
を
視
野
に
入
れ
た
壮
大
な
構
想
を
立

て
た
う
え
で
、
各
部
を
対
応
す
る
構
造
に
し
た
り
、
個
々
の
話
の
配
列
に
、
二

話
一
類
と
名
付
け
ら
れ
た
方
法
を
採
用
す
る
な
ど
、
例
を
み
な
い
方
法
を
編
み

出
し
て
い
る
。
．
い
ず
れ
も
周
到
な
用
意
を
必
要
と
す
る
方
法
だ
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
者
は
、
こ
う
し
た
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

空
前
の
作
品
を
構
築
し
え
た
。
自
分
の
色
に
染
め
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

だ
。
『
今
昔
物
語
集
』
は
未
完
成
作
だ
か
ら
、
正
し
く
は
構
築
し
よ
う
と
し
た
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と
い
う
べ
き
だ
が
、
と
も
あ
れ
そ
の
方
法
は
、
群
を
抜
い
て
い
る
。
『
今
昔
物

語
集
』
の
方
法
が
、
い
か
に
独
創
的
で
手
の
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
は
、
後
発

の
作
品
の
追
随
を
許
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
方
法
が
空
前
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
絶
後
と
も
な
っ
た

そ
の
わ
け
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
未
完
成
で
あ
っ
た
た
め
に
世
に
知
ら
れ
る

こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
刺
激
剤
た
り
え
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

 
た
し
か
に
、
現
象
面
か
ら
い
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
た
と
え
世
に
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
は
た
し
て
追
随
が
可
能
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
お
お
い
に
疑
問
だ
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
集
に
は
ま
ず
、

壮
大
な
発
想
が
前
提
と
な
る
。
加
え
て
、
膨
大
な
作
業
量
を
こ
な
す
処
理
能
力
、

結
局
は
中
断
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
も
の
の
、
長
期
的
に
お
よ
ん
だ
で
あ
ろ

う
編
集
作
業
を
継
続
さ
せ
た
意
志
の
強
さ
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
経

済
力
等
が
不
可
欠
だ
。
『
今
昔
物
語
集
』
に
匹
敵
す
る
条
件
を
整
え
る
こ
と
は
、

容
易
で
は
な
い
。
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
後
発
の
作
品
が
『
今

昔
物
語
集
』
に
比
肩
す
る
作
品
を
編
む
こ
と
は
至
難
の
業
だ
。

 
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
た
固
有
の
方

法
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
を
語
ろ
う
と
す
る
と
、
先
に

ふ
れ
た
よ
う
に
、
見
誤
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
だ
。

 
 
 
 
2

 
と
こ
ろ
で
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
問
題
が
あ
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
、

が
採
用
し
た
固
有
の
方
法
の
一
つ
に
、
標
題

け
っ
し
て
自
然
発
生
的
な
も
の
で
は
な
い
。

ノ

形
式
的
に
も
統
一
が
は
か
ら
れ
、
作
品
の
一
要
素
と
し
て
、
全
体
に
奉
仕
す
る

よ
う
に
策
定
さ
れ
て
い
る
。
す
ぐ
れ
て
意
図
的
な
も
の
だ
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
何
度
か
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
注
1
）
。

 
詳
述
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
標

題
に
は
第
一
に
、
享
受
者
の
理
解
を
方
向
付
け
る
役
割
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
σ

そ
し
て
第
二
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
で
採
用
さ
れ
た
新
機
軸
の
方
法
で
あ
る
二

話
一
類
の
説
話
配
列
を
補
完
す
る
役
割
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ

の
役
割
に
は
、
と
う
ぜ
ん
相
関
関
係
が
あ
る
。

 
二
話
一
類
の
説
話
配
列
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
単
に
新
機
軸
の
方

法
だ
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
形
成
の
基
本
と
な

る
組
織
構
造
だ
。

 
つ
ま
り
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
、
そ
の
根
幹
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

の
だ
。
根
幹
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
『
今
昔
物
語
集
』
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
こ
れ
を
座
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

 
か
ね
て
か
ら
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
標

題
を
と
お
し
て
読
む
べ
き
作
品
な
の
だ
。
標
題
を
と
お
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
、

『
今
昔
物
語
集
』
に
込
め
よ
う
と
し
た
編
者
の
思
い
は
、
正
確
に
は
伝
わ
っ
て

こ
な
い
だ
ろ
う
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
自
ら
の
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
に
む
け
て
、
ど
の
よ
う

な
工
夫
や
操
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
。
そ
の
軌
跡
を
検
証
す
る
方
法
の
ひ
と

つ
と
し
て
こ
れ
ま
で
、
出
典
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
っ
て
、
し
か
も
標
題
を

有
す
る
作
品
を
取
り
上
げ
、
標
題
を
手
が
か
り
と
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
が

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
読
み
替
え
て
い
る
か
、
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
し
て
き

た
（
注
2
）
。
考
察
の
対
象
を
標
題
を
有
す
る
出
典
に
限
定
し
た
の
は
、
『
日
本
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霊
異
記
』
や
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
あ
っ
て
も
、
編
集
の
読
み
は
標
題
に
集

約
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
読
み
替
え
に
関
す
る
判
断
材
料
を
得
る
に
は
、

客
観
的
な
方
法
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
。

 
こ
の
際
重
要
な
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
当
該
話
を
い
か
に
読
む
べ
き
か
で
は
な

く
て
、
あ
く
ま
で
も
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
者
が
い
か
に
読
ん
だ
か
、
あ
る
い

は
、
享
受
者
に
い
か
に
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
編
者
の
読
み
が
当
を
逸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ

と
し
て
捨
て
が
た
い
資
料
と
な
る
。
げ
ん
に
、
錯
誤
や
遺
漏
は
し
ば
し
ば
、
得

難
い
判
断
材
料
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

 
さ
て
、
本
稿
で
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
考
察
の
対
象
に
取
り
上
げ
る
。

 
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
む
ろ
ん
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
出
典
で
は
な
い
。
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
が
現
行
の
形
態
に
ま
と
ま
っ
た
の
は
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

中
世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
．
所
収
話
の
か
な
り
の
部
分
の
源
流

が
、
『
今
昔
物
語
集
』
以
前
に
発
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
、
否
定
し
得
な

い
と
こ
ろ
だ
。
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
背
後
に
は
、
散
侠
『
宇

治
大
納
言
物
語
』
に
つ
な
が
る
、
い
わ
ゆ
る
物
語
系
説
話
の
流
れ
が
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
。
出
典
で
あ
る
こ
と
が
確
か
な
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
三
宝
感
応
要

略
録
』
と
同
列
に
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
で

得
ら
れ
た
読
み
替
え
の
方
法
を
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
あ
て
は
め
て
確
認
す

る
こ
と
に
は
、
相
応
の
意
味
が
あ
る
は
ず
だ
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
背
後
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
物
語

系
の
説
話
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
と
い
う
ほ
か

な
い
け
れ
ど
も
、
両
者
で
共
通
す
る
は
な
し
は
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
う
し
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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『
今
昔
物
語
集
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
間
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
多
数
の
同
文

的
な
類
話
が
あ
る
。
そ
の
数
は
、
認
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
も
多
少
違
っ
て
く
る

が
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
側
か
ら
見
る
と
き
八
一
話
、
逆
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
側
か
ら
見
る
と
き
八
三
話
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
一
般
的
な
と
ら
え
方
で

あ
ろ
う
。
二
話
の
差
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
二
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
の

一
話
に
相
当
す
る
例
が
二
例
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

 
ち
な
み
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
出
典
と
し
て
も
っ
と
も
多
用
し
て
い
る
の
は
、

『
本
朝
法
華
験
記
』
で
一
〇
五
話
。
以
下
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
七
五
話
、

『
日
本
霊
異
記
』
の
六
五
話
、
『
冥
報
記
』
の
四
八
話
と
続
ぐ
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
類
話
は
、
こ
れ
ら
と
は
性
格
が
異
な
る
け
れ
ど
も
、
八

一
話
と
い
う
数
字
は
、
両
者
の
関
係
の
密
な
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
に
十
分

だ
。
じ
じ
つ
、
軒
数
だ
け
で
は
な
く
、
は
な
し
本
体
の
近
縁
性
も
強
い
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
代
に
な
っ

て
説
話
の
研
究
が
本
格
化
し
て
以
来
、
繰
り
返
し
論
議
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
間

に
は
『
打
聞
集
』
や
『
古
本
説
話
集
』
の
発
見
と
い
う
画
期
的
な
出
来
事
も
あ
っ

て
、
考
察
の
精
度
は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
今
日
で
は
、
両
者
間
に

直
接
関
係
は
な
く
、
共
通
母
胎
的
な
作
品
が
介
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
の
表
記
に
中
世
的
な
要
素
も
見
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
『
今

昔
物
語
集
』
よ
り
も
古
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
等
の
見
通
し

を
得
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

 
こ
う
し
た
考
察
は
も
っ
ぱ
ら
、
は
な
し
の
本
体
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
標
題
に
は
こ
れ
ま
で
、
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
標
題
も
は
な
し
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
も
含
め

て
総
合
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
『
今
昔
物
語
集
』
に
あ
っ
て
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は
、
標
題
を
含
め
た
考
察
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
じ
じ
つ
、
標
題
を
と
お
し
て

青
龍
を
観
察
す
る
と
、
少
し
く
違
っ
た
展
望
が
開
け
て
く
る
。
『
今
昔
物
語
集
』

と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
の
問
に
は
、
近
縁
性
よ
り
も
む
し
ろ
、
疎
遠
性
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
。

 
誤
解
の
な
い
よ
う
に
補
足
す
る
。
両
者
は
交
錯
す
る
こ
と
の
な
い
疎
遠
な
関

係
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
正
確
に
い

え
ば
、
近
縁
性
を
前
提
と
し
た
疎
遠
性
だ
。

 
し
か
も
重
要
な
の
は
、
標
題
を
と
お
し
て
確
認
さ
れ
る
疎
遠
性
の
よ
っ
て
く

る
と
こ
ろ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
今
昔
物
語
集
』
の
側
に
求
め
ら
れ
る
点
だ
。
す

な
わ
ち
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
標
題
に
、
す
ぐ
れ
て
人
工
的
な
固
有
の
形
式
を

採
用
し
た
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
疎
遠
の
因
だ
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
。

 
以
下
に
、
両
者
の
標
題
の
異
同
状
況
を
見
て
い
こ
う
。

 
 
 
 
3

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
が
、
主
述
の
形
式
を
基
本
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
類
話
と
の
標
題
の
異
同
状
況
を
検
す
る
と
、
つ
ぎ
の
五
類
型
に
分
類
で
き
る
。

か
っ
こ
内
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
型
に
属
す
る
虚
数
で
あ
る
。

EDCBA
主
同
・
述
同
（
十
三
例
）

主
同
・
述
異
（
十
九
例
）

主
異
・
述
同
（
 
二
例
）

主
異
・
述
異
（
十
八
例
）

別
形
態
 
 
 
（
二
十
九
例
）

A
型
の
「
主
同
・
右
投
」
と
は
、
両
者
と
も
に
主
述
の
形
式
を
と
っ
て
い
て
、

し
か
も
、
主
述
と
も
に
同
一
内
容
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
同
様
に
、
B
型
の
「
主
同
・
述
異
」
は
、
両
者
と
も
に
主
述
の
形
式
を
と
っ

て
は
い
る
も
の
の
、
述
部
に
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

 
こ
こ
で
ま
ず
留
意
さ
れ
る
の
は
、
主
述
の
形
態
を
と
る
標
題
が
、
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
に
お
い
て
も
相
当
数
に
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
四
八
話
は
、
割
合

に
し
て
お
よ
そ
六
割
に
な
る
。

 
た
だ
し
、
む
ろ
ん
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
両
者
間
の
類
話
の
範
囲
で
の
数
値

だ
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
全
体
に
お
よ
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』
の

標
題
の
形
式
上
で
の
特
徴
を
、
主
述
形
式
に
あ
る
と
し
た
別
稿
の
指
摘
と
、
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

A
型
ぐ
王
同
・
述
同
）
は
今
い
う
よ
う
に
、
主
述
と
も
に
『
今
昔
物
語
集
』
と

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
が
一
致
す
る
も
の
だ
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事

例
が
こ
れ
に
あ
た
る
（
引
用
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
大
系
本
の
本
文
標
題
、
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
は
書
陵
部
本
に
よ
る
）
。

 
 
 
今
 
一
六
・
三
七
清
水
二
千
度
詣
男
心
入
讐
六
語

宇今宇今宇∠

 
傍
線
部
分
は
、

遠
し
に
く
相
撲
人
〉
、

い
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、

八
六
 
 
 
清
水
寺
二
二
千
度
参
詣
塁
打
入
双
六
事

二
三
・
二
四
相
撲
人
大
井
光
遠
妹
強
力
語

一
六
六
 
 
 
大
井
光
遠
妹
強
力
事

二
七
・
四
二
左
京
属
利
延
思
草
神
語

「
六
三
 
 
 
利
宣
合
迷
神
事

 
相
違
す
る
部
分
で
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
「
大
井
光

 
 
 
「
利
延
」
に
く
左
京
属
〉
と
の
修
飾
を
そ
れ
ぞ
れ
冠
し
て

 
 
 
 
 
修
飾
を
そ
え
て
い
る
の
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
側

［52）



に
多
く
み
ら
れ
る
現
象
だ
が
、
逆
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
「
利
延
」
「
利
宣
」
と
の

用
字
の
違
い
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
い
。

 
と
ま
れ
、
こ
う
し
た
わ
ず
か
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
一
見
し
て
明
ら
か
な

よ
う
に
、
形
式
、
内
容
と
も
に
、
両
者
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

 
こ
の
型
に
属
す
る
も
の
が
十
三
例
で
あ
る
こ
と
を
、
多
い
と
見
る
か
少
な
い

と
見
る
か
は
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
B
型
以
下
は
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
、
主
部
、
述
部
、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。

異
同
の
有
無
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
A
型
の
他
は
す
べ
て
違
っ
て
い
る
の

だ
。
標
題
に
お
い
て
、
主
峯
と
も
に
一
致
す
る
の
が
八
一
例
中
の
十
三
例
で
あ

る
の
は
、
や
は
り
少
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
は
な
し
本
体
の
一
致
状
況
と

考
え
合
わ
せ
て
も
、
け
っ
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。

 
な
お
、
主
述
の
形
式
に
は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
内
容
、
表
記
が
同
じ

だ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
例
は
便
宜
上
こ
の
分
類
の
中
に
含
め
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
型
に
属
す
る
の
は
、
正
確
に
は
十
二
例
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

 
 
今
 
三
・
二
二
 
 
盧
至
長
者
語

［
宇
八
五
・
留
志
長
者
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
B
型
（
主
同
・
述
異
）
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
だ
。

 
 
 
今
 
一
一
・
一
一
慈
覚
大
師
亘
唐
伝
顕
密
法
帰
来
語

宇今宇∠

六〇七一
八・○・

 西 一
一
覚
大
師
入
纈
纐
蘭
質
事

出
雲
寺
別
当
浄
覚
食
父
成
総
肉
得
現
報
忽
死
語

上
出
雲
寺
別
当
父
ノ
成
鯨
タ
ル
ヲ
知
り
ナ
ガ
ラ
殺

テ
食
事

今
昔
物
語
集
の
〈
宇
治
拾
遺
離
れ
〉

標
題
を
視
座
と
し
て
一

 
 
 
今
 
二
八
・
二
四
穀
断
聖
人
持
米
被
咲
語

［
宇
一
四
五
穀
断
聖
不
実
海
事

 
〈
駿
河
前
司
〉
〈
兵
衛
佐
〉
〈
歌
読
V
等
、
主
部
へ
の
修
飾
が
多
い
こ
と
は
、
．

今
い
う
よ
う
に
『
今
昔
物
語
集
』
の
一
般
的
な
特
徴
だ
。
右
に
例
示
し
た
も
の

の
中
に
は
見
え
な
い
が
、
こ
の
類
型
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
傾
向
が
認
め
ら

れ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
述
部
も
、
具
体
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

 
な
お
、
『
今
昔
物
語
集
』
二
〇
・
三
四
に
は
別
当
の
名
が
明
示
し
て
あ
る
け

れ
ど
も
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
 
一
六
八
で
は
、
別
当
の
名
は
標
題
に
は
掲
げ
ら

れ
て
い
な
い
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
別
当
の
名
を
示
さ
な
か
っ
た
の
は
、
わ

か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
げ
ん
に
、
は
な
し
の
本
体
に
は
「
上
覚
」
と

あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
あ
っ
て
は
め
ず
ら
し
く
は
な
し
の
内
容
に
踏
み

込
ん
だ
標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
は
か
ら
ず
も
こ
こ
に
、
両
者
の
標
 
 
的

題
に
対
す
る
姿
勢
の
差
が
出
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
膨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
C
型
（
主
異
・
述
同
）
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
事
例
の
ほ
か
に
一
例
。

 
 
 
今
 
二
六
・
七
 
 
美
作
山
神
猟
師
依
謀
止
生
土
語

［
宇
＝
九
吾
嬬
人
畢
生
華

 
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
く
依
猟
師
諜
〉
と
状
況
を
説
明
す
る
部
分
が
あ
る
が
、

〈
三
生
賛
〉
は
共
通
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
D
型
（
王
異
・
述
異
）
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
だ
。

 
 
 
今
 
六
・
一
 
 
震
旦
秦
始
皇
時
天
竺
三
豊

［
宇
一
九
五
秦
重
訳
臭
華
甲
僧
林
示
獄
事



具具

一
九
・
一
八
三
条
大
番
太
后
宮
蒙

一
四
三
 
 
僧
賀
上
人
参
三
条
宮
振
舞
事

二
九
・
三
一
鎮
西
入
渡
新
羅
簾

三
九
 
 
 
虎
ノ
鰐
取
タ
ル
事

 
傍
線
の
う
ち
実
線
は
主
部
の
、
波
線
は
述
部
の
相
違
す
る
部
分
を
示
す
。
『
三

宝
感
応
要
略
録
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
に
材
を
得
、
そ
れ
を
読
み
替
え
て
導
入

す
る
ば
あ
い
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
し
ば
し
ば
主
部
を
置
き
換
え
る
措
置
を
と
っ

て
い
る
。
主
部
の
変
更
は
、
安
全
で
確
実
な
読
み
替
え
法
だ
。
主
部
の
変
更
は
、

連
動
し
て
、
と
う
ぜ
ん
の
よ
う
に
述
部
の
変
更
を
と
も
な
う
。

 
た
と
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
六
・
一
の
よ
う
に
天
竺
僧
を
主
役
に
す
え
る
と

渡
来
謳
に
な
る
し
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
九
五
の
よ
う
に
始
皇
を
主
役
に
す

え
る
と
、
禁
獄
を
前
面
に
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
同
様
に
、
三
条
大
皇
太
后
を

主
役
に
す
る
と
出
家
謬
に
な
る
し
、
平
賀
を
主
役
に
す
る
と
、
彼
の
奇
矯
な
振

る
舞
い
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
 
＊

 
E
型
（
別
形
態
）
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
だ
。

具具具
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

題
が
多
数
あ
る
。
そ
の
多
く
は
「
著
長
僧
事
」

一
五
・
四
 
 
薬
師
寺
済
源
僧
都
往
生
語

五
五
 
 
 
薬
師
寺
別
当
事

二
六
・
一
〇
土
佐
国
妹
兄
行
住
不
知
妄
語

五
六
 
 
 
妹
背
異
事

二
六
・
一
六
鎮
西
貞
重
従
者
於
淀
買
得
玉
面

一
八
○
 
 
珠
ノ
価
元
量
事

 
 
 
に
は
主
述
の
形
式
に
よ
ら
ず
、
〈
○
○
○
事
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
五
）
、
「
青
常
事
」

と
す
る
標

（一

�
l
）

な
ど
の
よ
う
に
、
人
物
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
「
出
家
功
徳
事
」
（
＝
二
六
）
、
「
後

ノ
千
金
事
」
（
一
九
六
）
の
よ
う
に
、
事
填
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
。
E
型
（
別

形
態
）
が
五
類
型
の
中
で
多
数
を
占
め
る
の
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
こ
の

よ
う
な
〈
○
○
○
事
〉
形
式
の
標
題
に
対
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
主
述
形

式
の
標
題
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
両
者
の
差
が
、
も
っ
と
も
顕
著
に
、

そ
し
て
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
型
で
あ
る
。

 
 
 
 
4

 
『
今
昔
物
語
集
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
問
の
類
話
に
お
け
る
、
標
題
の
異
同
の

実
態
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
段
差
の
成
因
だ
。

 
結
論
的
に
い
え
ば
、
段
差
の
成
因
は
ひ
と
え
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
側
に
あ
っ

た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
段
差
を
生
ぜ
し
む
る
格
別

の
理
由
は
見
あ
た
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
理
由
が
あ
る
。

 
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
、
い
ま
い
う
よ
う
に
、
主
と
し
て
人
物
を
提
示
し

て
〈
○
○
○
事
〉
と
す
る
形
式
の
標
題
と
、
主
述
形
式
の
標
題
と
が
混
用
さ
れ

て
い
る
。
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
の
は
前
者
だ
。
両
形
式
の
標
題
の
出
現
の
状

況
に
法
則
性
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
混
用
が
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
主

体
的
な
判
断
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
、
意
図
的
な
措
置
だ
と
は
考
え
が
た
い
。

依
拠
資
料
に
標
題
が
付
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
転
用
す
る
こ
と
も

あ
り
う
る
し
、
ま
た
、
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
し
か
る
べ
く
設
定
す
る
、
と
い
っ

た
よ
う
な
、
ゆ
る
や
か
な
対
応
を
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。

 
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
周
辺
に
は
、
『
打
聞
集
』
や
『
古
本
説
話
集
』
の
よ
う

に
、
〈
○
○
○
事
〉
形
式
の
標
題
を
多
用
し
た
作
品
が
あ
る
。
こ
う
し
た
標
題

（54］



の
形
式
は
、
一
定
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。

 
こ
の
際
留
意
さ
れ
る
の
は
、
『
古
本
説
話
集
』
の
あ
り
よ
う
だ
。
『
古
本
説
話

集
』
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
説
話
を
集
め
た
上
巻
と
、
仏
法
説
話

を
集
め
た
下
巻
と
か
ら
な
る
。
そ
し
て
上
下
両
巻
は
、
集
め
ら
れ
た
は
な
し
の

性
格
だ
け
で
は
な
く
、
採
用
さ
れ
て
い
る
標
題
の
形
式
も
違
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
上
巻
に
は
お
お
む
ね
〈
○
○
○
事
〉
形
式
が
付
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
下
巻
で
は
く
○
○
○
事
〉
形
式
と
主
要
形
式
と
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
数

値
で
示
す
と
、
二
四
話
中
一
三
話
が
主
述
形
式
の
標
題
だ
。

 
こ
こ
か
ら
、
二
つ
の
こ
と
が
言
い
得
る
だ
ろ
う
。
第
一
は
、
意
識
的
な
操
作

が
行
わ
れ
る
こ
と
の
希
薄
な
環
境
に
あ
っ
て
は
、
は
な
し
の
性
格
が
標
題
を
規

制
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
第
二
は
、
混
用
に
抵
抗
感
が
な
か
っ

た
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
標
題
の
問
題
を
考

え
よ
う
と
す
る
と
き
、
参
考
に
な
る
。

・
な
お
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
古
本
説
話
集
』
と
の
間
に
は
、
二
〇
話
の

類
話
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
つ
ぎ
の
七
話
は
標
題
が
一
致
す
る
（
か
っ
こ
内
は

『
古
本
説
話
集
』
の
話
番
号
）
。
内
訳
は
、
主
公
形
式
の
標
題
が
二
話
、
〈
○
○

○
事
〉
形
式
の
標
題
が
五
話
と
な
る
。

 
 
四
二
（
上
二
一
）
 
四
三
（
上
二
五
）
 
八
五
（
下
五
六
）
 
八
六
（
下

 
 
五
七
）
 
一
〇
一
（
下
六
五
）
 
＝
二
一
（
下
五
九
）
 
一
九
「
（
下
五

 
 
二
）

 
標
題
が
一
致
し
な
い
場
合
で
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
、

両
者
の
形
態
は
近
似
し
て
い
る
。
標
題
を
と
お
し
て
み
る
限
り
、
『
宇
治
拾
遺

物
語
』
は
あ
き
ら
か
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
よ
り
も
『
打
聞
集
』
や
『
古
本

説
話
集
』
に
近
い
、
お
そ
ら
く
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
こ
う
し
た
作
品
の
流

今
昔
物
語
集
の
〈
宇
治
拾
遺
離
れ
〉
一
標
題
を
視
座
と
し
て
一

れ
に
身
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
要
す
る
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
あ
っ
て
は
、
依
拠
資
料
に
『
今
昔
物
語
集
』

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
を
忌
避
し
た
り
、

あ
る
い
は
ま
た
、
現
行
の
よ
う
な
形
に
改
変
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が

あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
。

 
と
こ
ろ
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
違
う
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
よ
う
に
、
お

お
ら
か
で
自
在
な
裁
量
が
許
さ
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
あ
え
て
対
照
的
な

言
い
方
を
す
れ
ば
、
形
式
に
こ
だ
わ
っ
た
は
な
し
の
本
体
の
場
合
と
同
様
、
『
今

昔
物
語
集
』
は
標
題
に
対
し
て
も
、
い
さ
さ
か
禁
欲
的
に
、
硬
直
し
た
反
応
を

示
し
て
い
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
お
そ
ら
く
、
編
集
作
業
に
取
り
か
か
る
前
に
、
す
で

に
全
体
構
想
が
か
た
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
想

を
実
現
さ
せ
る
べ
く
編
集
の
大
枠
が
き
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
割
り
出

さ
れ
た
細
目
を
設
定
す
る
、
と
い
う
手
順
で
段
取
り
が
き
め
ら
れ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
標
題
に
主
述
形
式
を
導
入
す
る
こ
と
も
、
二
話
一
類
の
説
話
配

列
を
補
完
す
べ
く
策
定
す
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
編
集
方
針
に
し
た
が
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
、
と
推
量
さ
れ
る
。
こ
の
二
要
件
は
、
い
わ
ば
標
題
で
の
最
重
点

課
題
だ
っ
た
ろ
う
。

 
と
は
い
え
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
に
も
、
右
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な

い
も
の
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
『
今
昔
物
語
集
』

が
未
完
成
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
蕪
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
主
恩
形
式
の

標
題
で
二
話
一
類
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
に
、
標
題
が
は
な
し
本
体
と

乖
離
し
た
事
例
も
見
ら
れ
る
（
注
3
）
。
本
末
転
倒
も
は
な
は
だ
し
い
。
だ
が
、

そ
れ
だ
け
標
題
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
の
、
こ
れ
は
一
つ
の
証
拠
で
も
あ
ろ
う
。
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繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
筆
述
形
式
の

標
題
は
あ
る
し
、
逆
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
一
部
に
も
く
○
○
○
事
〉
形
式

の
標
題
は
あ
る
。
し
か
し
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
あ
っ
て
は
、
主
述
形
式
の

標
題
の
効
用
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
意
識
蘭
に
、
あ
る
い
は

組
織
的
に
、
そ
の
効
用
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
発
想
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
と
き
に
は
、
は
な
し
本
体
と
の

乖
離
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
守
り
お
お
そ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
主
脚
形
式

に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
標
題
を
と
お
し
て
み
る
と
き
、
両
者
の
姿
勢
に
は
、
こ

の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
違
い
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
わ
ん
と
す
る

と
こ
ろ
は
、
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。
人
工
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
今
昔
物

語
集
』
の
標
題
な
の
だ
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
で
採
用
さ
れ
た
主
述
形
式
の
標
題
に
は
、
た
し
か
に
そ
れ

ぞ
れ
必
然
性
が
あ
っ
た
。
先
に
あ
げ
た
例
に
よ
っ
て
確
認
し
よ
う
。

 
た
と
え
ば
十
一
・
十
一
の
述
部
は
「
亘
唐
伝
達
密
法
帰
来
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
し
、
二
八
・
二
四
の
述
部
も
「
持
米
被
咲
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
指
話
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
島
島
纐
城
下
」

で
は
、
巻
十
〕
に
収
め
る
伝
法
諦
と
し
て
適
性
を
欠
く
。
ま
た
、
「
不
実
露
顕
」

で
は
批
判
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
、
巻
二
八
に
収
め
る
笑
い
話
と
し
て

は
収
ま
り
が
悪
い
。
前
後
と
の
兼
ね
合
い
も
落
ち
着
か
な
い
。

 
同
様
に
、
六
・
一
の
主
部
は
「
天
竺
僧
」
、
述
部
は
「
渡
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
】
九
・
〕
八
の
主
部
は
「
三
条
大
皇
太
后
宮
」
、
述
部
な
「
出
家
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
よ
う
に
、
「
秦
始
皇
」
が
天
竺

か
ら
来
た
僧
を
「
禁
獄
」
す
る
は
な
し
で
あ
っ
た
り
、
「
僧
賀
上
人
」
の
「
振
舞
」

．
に
関
す
る
は
な
し
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
法
諦
、
あ
る

い
は
出
家
課
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
以
上
、
標
題
は
そ
の
線
に

沿
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
依
拠
資
料
に
標
題
が
備
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
そ
れ

を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
じ
じ
つ
、
受
け
入
れ
て
も

い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
と
の
関

係
で
確
認
で
き
る
。
採
否
や
形
式
の
決
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
『
今
昔
物
語
集
』
の

主
体
的
な
判
断
に
よ
っ
て
い
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
原
則
と
し
て
、
依
拠
資
料
の
は
な
し
本
体
に
は
手
を
加

え
な
い
、
手
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
、
と

い
う
原
則
を
立
て
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
分
、
二
話
一
類
の
説
話
配
列
を
堅
持

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
標
題
に
負
担
を
か
け
ざ
る
を
え
な
い
。

 
 
 
 
5

 
標
題
に
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
根
幹
に
関
わ
る
役
割
が
割
り
当
て
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
策
定
に
は
、
か
な
り
の
時
間
と
労
力
と
を
要
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
不
備
は
残
っ
て
い
る
。
〈
○
○
○
事
〉
の
よ
う
な
、

古
態
を
と
ど
め
た
形
式
が
あ
っ
た
り
、
主
部
を
欠
落
さ
せ
た
も
の
が
あ
っ
た
り

し
て
い
る
。
け
っ
し
て
、
標
題
は
完
壁
で
は
な
い
。

 
不
備
が
あ
る
以
上
、
標
題
に
過
大
な
期
待
を
か
け
る
の
は
考
え
も
の
だ
、
と

い
う
立
場
も
あ
り
え
よ
う
。

 
じ
じ
つ
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
標
題
を
と
お
し
て
読
む
べ
き
だ
と
す
る
拙
論
（
注

4
）
に
対
し
て
、
森
正
人
車
は
「
標
題
は
無
視
し
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い

が
、
全
面
的
に
依
拠
す
る
の
は
か
え
っ
て
危
険
で
あ
ろ
う
」
と
の
見
解
を
表
明

し
て
い
る
（
注
5
）
。

（56）



 
森
正
人
氏
の
こ
の
見
解
は
、
説
話
と
評
語
の
不
整
合
を
論
じ
た
森
論
（
注
6
）

に
対
七
て
発
し
た
「
標
題
へ
の
配
慮
が
欠
落
し
て
い
る
」
と
の
、
わ
た
し
の
批

判
に
答
え
た
も
の
だ
。
「
標
題
へ
の
配
慮
が
な
い
と
い
う
批
判
は
受
け
入
れ
た

い
」
と
し
て
標
題
へ
の
視
点
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
右
の

見
解
は
表
明
さ
れ
て
い
る
。

 
森
正
人
面
が
あ
ら
た
に
標
題
ぺ
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
わ
た
し
の

主
張
と
の
距
離
は
縮
ま
っ
た
。
し
か
し
な
お
、
へ
だ
た
り
は
あ
る
。
不
備
を
限

定
的
な
も
の
だ
と
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
有
効
性
を
限
定
的
な
も
の
だ

と
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
と
の
差
だ
。

 
森
正
重
氏
は
、
標
題
の
有
効
性
を
限
定
的
に
と
ら
え
る
べ
き
例
と
し
て
、
「
於

但
馬
国
儀
鳥
取
若
子
語
」
（
二
六
・
一
）
を
あ
げ
、
「
標
題
に
は
索
引
的
機
能
を

あ
た
え
る
に
と
ど
め
る
場
合
が
あ
る
と
了
解
す
る
ほ
か
な
い
」
と
い
う
。

 
た
し
か
に
こ
れ
は
、
鷲
に
子
を
さ
ら
わ
れ
た
父
親
が
子
と
再
会
す
る
物
語
で

あ
り
、
め
ぐ
あ
い
の
不
思
議
を
親
子
の
機
縁
の
深
さ
と
し
て
物
語
っ
て
い
る
。

巻
二
六
が
宿
報
を
副
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ま
た
、
評
語

に
「
宿
報
」
、
あ
る
い
は
「
宿
世
」
の
語
が
用
い
て
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

こ
の
点
は
動
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
二
六
・
一
の
標
題
は
、
は
な
し
の
一
部
し

か
表
現
し
て
い
な
い
。

 
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
二
六
・
一
の
標
題
を
、
索
引
的
…
機
能
の
み
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

 
そ
も
そ
も
、
標
題
に
索
引
的
…
機
能
が
あ
る
の
は
と
う
ぜ
ん
だ
。
し
た
が
っ
て

問
題
は
、
二
六
・
一
の
標
題
に
、
索
引
的
機
能
し
か
な
い
の
か
ど
う
か
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
索
引
的
機
能
と
同
時
に
、
惹
句
と
し
て
も
、
こ
れ
は

む
し
ろ
十
分
に
…
機
能
し
て
い
る
。

今
昔
物
語
集
の
〈
宇
治
拾
遺
離
れ
＞
 
-
標
題
を
視
座
と
し
て
一

 
標
題
が
全
円
的
に
、
当
該
話
の
す
べ
て
の
要
件
を
包
含
す
る
必
要
は
な
い
。

主
題
に
沿
っ
て
、
象
徴
的
な
部
分
を
掲
げ
る
こ
と
は
標
題
策
定
の
常
道
で
あ
ろ

う
し
、
そ
れ
で
目
的
は
十
分
に
達
成
さ
れ
る
は
ず
だ
。
巻
二
六
に
関
し
て
い
え

ば
、
第
一
話
も
第
二
話
も
親
子
の
再
会
を
主
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場

合
、
説
話
的
感
興
を
呼
ぶ
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
再
会
の
前
提
と
な
る
別
離
の

発
生
し
た
事
情
の
特
異
性
に
あ
る
。
標
題
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
別
離
か
、

出
会
い
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
す
べ
て
か
。
宿
報
の
巻
で
あ
る
以
上
、
別
離
を

取
り
上
げ
て
も
結
果
は
予
想
で
き
る
わ
け
で
、
不
都
合
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
当
該
話
の
衝
撃
性
は
、
む
し
ろ
格
段
に
強
ま
る
。

 
繰
り
返
し
て
い
う
。
標
題
が
、
当
該
話
の
全
て
を
カ
バ
ー
す
る
必
要
は
な
い
。

主
題
に
沿
っ
て
要
点
を
押
さ
え
て
い
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
達
成
で
き
る
。
げ
ん

に
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
あ
っ
て
、
事
件
の
発
端
部
分
や
象
徴
的
な
事
象
を
踏

ま
え
た
標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。

 
た
と
え
ば
「
身
色
九
色
鹿
住
山
出
河
辺
助
人
語
」
（
五
・
一
八
）
は
、
人
命

救
助
の
美
談
で
は
な
い
。
「
利
仁
将
軍
若
時
従
京
敦
賀
将
行
五
位
語
」
（
二
六
・

一
七
）
は
、
粛
々
が
五
位
を
敦
賀
に
連
れ
て
い
っ
た
と
い
う
だ
け
の
ば
な
し
で

は
な
い
。
後
者
に
お
い
て
は
、
利
率
が
五
位
と
同
行
す
る
部
分
に
、
分
量
的
に

も
比
重
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
評
語
や
次
話
と
の
関
連
か

ら
す
れ
ば
、
過
去
の
行
為
に
よ
っ
て
思
い
が
け
な
い
所
得
を
得
た
は
な
し
と
し

て
、
編
者
は
こ
れ
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
了
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
標
題
は
、
出
来
事
の
発
端
、
な
い
し
前
段
階
の
印
象
的
な
部
分
を
取

り
上
げ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
で
、
標
題
と
し
て
も
機
能
し
て
い

る
。 

ち
な
み
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
見
ら
れ
る
再
話
で
は
、
こ
れ
ら
に
「
五
色
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鹿
事
」
、
あ
る
い
は
「
利
器
暑
管
粥
事
」
と
の
標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
、
い
わ
ば
全
方
向
型
の
標
題
で
は
編
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
見
え

て
こ
な
い
し
、
な
に
よ
り
も
没
個
性
的
に
な
っ
て
、
当
該
話
が
本
来
持
っ
て
い

る
躍
動
感
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
 
6

 
標
題
で
確
認
さ
れ
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
段
差
が
、

『
今
昔
物
語
集
』
の
、
い
わ
ゆ
る
〈
宇
治
拾
遺
離
れ
〉
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
例
を
、
最
後
に
あ
げ
て
お
き
た
い
。
例
に
取
り
上
げ
る

の
は
、
つ
ぎ
の
一
組
の
類
話
だ
。

 
 
 
今
 
二
四
・
一
八
以
陰
陽
術
殺
人
語

［
宇
＝
三
小
槻
當
平
事

 
両
者
の
問
に
は
、
人
名
や
後
日
謳
の
有
無
と
い
っ
た
、
い
く
つ
か
の
相
違
点

が
あ
る
。

 
た
と
え
ば
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
主
人
公
の
名
は
く
小
槻
茂
助
V
。

彼
の
系
譜
を
説
明
す
る
な
か
で
、
父
を
〈
當
平
〉
、
孫
〈
評
言
〉
だ
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
〈
小
槻
茂
助
V
に
相
当
す
る
部
分
を
空

格
に
し
て
い
る
う
え
、
父
と
孫
の
名
も
、
〈
糸
平
〉
〈
管
守
〉
と
違
っ
て
い
る
。

 
ま
た
・
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
本
話
は
小
槻
茂
助
が
、
彼
の
才
能
を

そ
ね
む
競
争
相
手
か
ら
呪
誼
さ
れ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
三
二
の
難
か
ら
逃

れ
る
た
め
に
、
固
く
物
忌
み
を
す
る
よ
う
に
陰
陽
師
か
ら
忠
告
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
茂
助
は
相
手
方
の
計
略
に
は
ま
っ
て
術
を
掛
け
ら
れ
、
三
日

後
に
死
ん
で
し
ま
う
。

 
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
物
語
を
棚
じ
た
後
、
物
忌

み
に
は
声
を
高
く
し
て
他
人
と
会
う
べ
き
で
は
な
い
と
の
「
教
訓
と
、
呪
証
し
た

人
物
も
や
が
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
の
後
日
諌
と
を
添
え
て
い
る
。
し
か
し
『
今

昔
物
語
集
』
は
、
教
訓
の
部
分
は
備
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
呪
誼
し
た
人
物
の

死
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

 
こ
れ
ら
の
相
違
点
は
、
じ
つ
は
、
当
面
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、

設
定
の
方
向
の
違
い
だ
。

 
す
な
わ
ち
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
そ
ね
ま
れ
て
如
意
さ
れ
た
茂
助
を
中
心

に
し
て
物
語
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
彼
を
呪
号
し
た

人
物
の
側
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
違
い
は
、
標
題
の
「
小
槻
當

平
事
」
と
「
以
陰
陽
術
殺
人
語
」
と
に
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
形
で
示
さ
れ
て

い
る
。

 
な
お
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
標
題
を
「
小
槻
當
平
事
」
と
し
て
い
る
の
は
、

誤
り
だ
。
本
来
な
ら
こ
こ
は
、
『
新
全
集
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
小
槻

茂
助
事
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
書
き
出
し
が
「
今
は

昔
、
主
計
頭
小
槻
面
影
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
起
因

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
標
題
を
策
定
し
た
の
は
編
者
で
あ
る
に
せ
よ
、
後
人
で

あ
る
に
せ
よ
、
不
用
意
さ
が
も
た
ら
し
た
標
題
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

 
な
お
ま
た
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
に
お
け
る
主
部
の
欠
落
は
、
現
行
形

態
で
見
る
限
り
形
式
上
の
不
備
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ゼ
ロ
記
号
だ
と
解
す
べ

き
だ
ろ
う
。

 
さ
て
問
題
は
、
こ
の
は
な
し
が
本
来
、
加
害
者
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
被
害
者
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う

点
だ
。

 
こ
の
点
に
関
す
る
解
答
は
、
評
語
の
部
分
の
、
教
訓
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
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で
き
よ
う
。
物
忌
み
に
、
声
を
高
く
し
て
墨
入
と
会
う
べ
き
で
は
な
い
と
の
教

訓
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
『
今
昔
物
語
集
』
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

加
害
者
を
中
心
に
は
な
し
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
『
今
昔
物
語
集
』
に
は

こ
れ
は
、
ま
っ
た
く
無
意
味
な
存
在
だ
。
と
い
う
よ
り
、
は
な
し
と
し
て
の
純

度
を
保
つ
た
め
に
は
、
む
し
ろ
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
だ
。

 
加
害
者
の
側
か
ら
は
な
し
を
展
開
さ
せ
な
が
ら
、
思
わ
ず
知
ら
ず
、
被
害
者

保
護
の
た
め
の
教
訓
を
紛
れ
込
ま
せ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
蓋
然
性
か
ら
す
れ
ば
、
主
部
を
変
更
し
て
被
害
者
の

は
な
し
を
加
害
者
の
は
な
し
と
し
て
読
み
替
え
た
と
き
、
も
と
も
と
備
わ
っ
て

い
た
教
訓
を
、
割
愛
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
な
の
に
残
存
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、

と
解
す
る
方
が
無
理
が
な
い
だ
ろ
う
。

 
い
う
ま
で
も
な
く
、
被
害
者
の
側
か
ら
は
な
し
を
展
開
す
る
場
合
に
は
、
ご

く
自
然
に
付
帯
さ
れ
る
性
質
の
教
訓
だ
。
こ
の
教
訓
の
部
分
か
ら
す
れ
ば
、
被

害
者
型
の
、
つ
ま
り
『
今
昔
物
語
集
』
型
の
は
な
し
か
ら
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

が
派
生
し
た
の
で
は
な
く
、
被
害
者
型
の
、
つ
ま
り
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
型
の

は
な
し
が
本
来
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
逆
は
あ
り
得
ま

い
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
完
壁
で
は
な
い
。
綿
密
な
計
画
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
自
ら
に
課
し
た
条
件
が
複
雑
で
あ
る
だ
け
に
、
破
綻
が
生
じ

や
す
い
。
標
題
は
、
そ
う
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
、
正
の
部
分
だ
け
で
な
く

負
の
部
分
の
解
明
の
糸
口
に
も
な
る
。

狂'圧

2ユ
注注
43

注
5

注
6

『
今
昔
物
語
集
震
旦
部
考
』
六
章
（
勉
誠
社
 
九
二
・
心
心
）

「
現
報
謹
か
ら
蘇
生
輝
へ
1
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
読
み
替
え
一
」

（
日
本
文
学
研
究
 
三
〇
号
 
九
五
・
一
）
「
『
今
昔
物
語
集
』
の
読

み
替
え
一
三
宝
感
応
要
略
録
と
の
関
連
に
お
い
て
一
（
上
・
下
）
」

（
日
本
文
学
研
究
 
三
一
二
二
二
号
 
九
六
・
一
～
九
七
・
こ

注
1
 
三
三
三
頁

「
『
今
昔
物
語
集
』
巻
七
第
一
話
の
錯
誤
か
ら
1
標
題
・
本
文
・
評

語
i
」
（
日
本
文
学
研
究
 
二
九
号
 
九
三
・
一
）

「
編
纂
・
説
話
・
表
現
-
今
昔
物
語
集
の
言
語
行
為
再
説
」
（
国

語
国
文
学
研
究
 
三
二
号
 
九
七
・
二
）

『
今
昔
物
語
集
の
生
成
』
（
和
泉
書
院
 
八
六
・
二
刊
）
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今
昔
物
語
集
の
〈
宇
治
拾
遺
離
れ
〉

標
題
を
視
座
と
し
て
ー


