
〔
要
旨
〕
本
論
で
は
百
人
一
首
か
る
た
に
つ
い
て
、
そ
の
遊
び
方
の
諸
問

題
、
か
る
た
遊
び
に
関
す
る
明
治
以
降
の
資
料
を
収
集
し
、
こ
れ
ま
で
明

確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
資
料
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
機
に
、
か
る
た
の
資
料
に
目
が
向
け
ら
れ
、
か
る
た
の
研
究

が
一
層
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
遊
び
方
・
板
か
る
た
・
坊
主
め
く
り
・
柴
田
宵
曲
・『
妹

と
背
か
ゞ
み
』・『
旅
帰
』・
序
歌
・
牧
野
信
一

①
百
人
一
首
か
る
た
の
遊
び
方

一

百
人
一
首
か
る
た
を
使
っ
た
遊
び
方
、
一
体
何
種
類
く
ら
い
あ
る
か
ご

存
知
で
す
か
。
大
き
く
分
け
る
と
、
札
を
読
み
あ
げ
る
か
る
た
取
り
と
、

読
み
あ
げ
な
い
坊
主
め
く
り
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
世
界
中
の
カ
ー
ド
ゲ
ー

ム
の
中
で
、
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
な
い
（
で
き
な
い
）
読
み
手
の
存
在
は
非

常
に
珍
し
い
も
の
で
、
最
大
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。

で
は
そ
れ
以
外
の
遊
び
方
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
大
河
ド
ラ
マ
「
八

重
の
桜
」
の
お
か
げ
で
、
か
つ
て
会
津
に
板
か
る
た
が
伝
承
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
八
重
も
板
か
る
た
の
名
手
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
遊
び
方
が
ま
た
特
殊
な
の
で
す
。
同
じ
く
百
人
一
首
を
用
い
た
か
る

た
取
り
で
す
が
、
上
の
句
を
読
ん
で
下
の
句
札
を
取
る
と
い
う
一
般
的
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
「
い
ろ
は
か
る
た
」
に
近
い
も
の
で
、

い
き
な
り
下
の
句
を
読
ん
で
下
の
句
札
を
取
る
と
い
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
遊

び
で
す
（
下
の
句
か
る
た
取
り
）。
こ
れ
な
ら
百
人
一
首
を
覚
え
て
い
な

い
人
で
も
す
ぐ
遊
べ
ま
す
。
現
在
は
北
海
道
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

│
│
か
る
た
遊
び
の
様
々
│
│

吉
海

直
人
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す
が
、
も
っ
と
全
国
に
広
ま
れ
ば
い
い
で
す
ね
。
せ
め
て
会
津
若
松
で
復

活
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

二

一
つ
遊
び
方
が
増
え
る
と
、
自
動
的
に
他
の
遊
び
方
の
可
能
性
が
見
え

て
き
ま
す
。
上
の
句
を
読
ん
で
下
の
句
札
を
取
る
の
な
ら
、
そ
の
逆
で
も

い
い
は
ず
で
す
（
逆
か
る
た
）。
つ
ま
り
下
の
句
を
読
ん
で
上
の
句
札
を

取
る
と
い
う
や
り
方
で
す
。
こ
れ
は
取
り
札
と
読
み
札
を
交
換
す
れ
ば
で

き
ま
す
が
、
結
構
大
変
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
上
級
向
け
の
遊
び
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
下
の
句
を
読
ん
で
下
の
句
札
を
取
る
や
り
方
の
対
極
と
し

て
、
上
の
句
を
読
ん
で
上
の
句
札
を
取
る
と
い
う
遊
び
も
可
能
な
は
ず
で

す
。
た
だ
し
現
在
の
取
り
札
に
上
の
句
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
か

る
た
を
２
セ
ッ
ト
用
意
し
て
、
読
み
札
２
つ
を
使
っ
て
競
技
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
「
新
カ
ル
タ
」
と
し
て
製
品
化
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
結
局
ほ
と
ん
ど
流
布
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

つ
い
で
な
が
ら
普
通
の
か
る
た
取
り
に
も
、
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
一
対
一
で
や
る
の
か
、
チ
ー
ム
を
組
ん
で

団
体
戦
（
源
平
合
戦
）
に
す
る
の
か
と
い
う
分
け
方
も
あ
り
ま
す
。
昔
は

雪
月
花
な
ど
の
役
札
と
か
伏
札
と
か
も
あ
り
ま
し
た
。
明
治
３６
年
刊
の

『
百
人
一
首
か
る
た
必
勝
法
』
に
は
、

か
る
た
を
取
る
に
は
、
現
今
で
は
二
組
に
分
れ
、
所
謂
、
源
平
で
す

る
の
が
、
普
通
で
且
つ
興
多
き
も
の
と
思
ひ
ま
す
。
元
は
四
組
も
五

こ
し
ら

組
に
も
分
れ
て
、
役
札
や
お
伏
せ
な
ど
を
拵
へ
て
、
其
札
が
出
る

と
、
二
枚
と
か
三
枚
と
か
を
送
っ
た
も
の
で
す
が
、
之
れ
は
小
供
や

年
寄
連
の
す
る
こ
と
で
、
若
い
盛
り
の
人
々
の
す
る
仕
方
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
に
今
は
東
京
で
は
、
下
の
句
を
読
ん
で
取
る
こ
と
が

す
た廃

つ
て
、
大
抵
、
上
の
句
か
ら
読
ん
で
取
り
ま
す
か
ら
、
今
茲
で
は

其
仕
方
に
就
て
お
話
仕
様
と
思
ひ
ま
す
。

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
全
日
本
か
る
た
協
会
は
、
こ
う
い
っ
た
過
去
の
遊

び
方
を
保
存
す
る
と
い
う
活
動
は
行
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

札
の
並
べ
方
に
し
て
も
、
整
然
と
並
べ
る
の
か
競
技
か
る
た
方
式
で
並

べ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
散
ら
し
取
り
に
す
る
の
か
（
お
座
敷
か
る
た
形

式
）
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な
変
体
仮

名
の
か
る
た
を
使
っ
て
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
十
二
単
な
ど
を
着
て
古

式
ゆ
か
し
い
遊
び
を
再
現
し
た
い
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
活
字
よ
り
断
然
変

体
仮
名
の
か
る
た
の
方
が
い
い
は
ず
で
す
。
板
か
る
た
は
変
体
仮
名
に
近

い
の
で
、
ま
ず
は
板
か
る
た
を
使
っ
て
練
習
し
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し

一
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れ
ま
せ
ん
。三

で
は
札
を
読
み
あ
げ
な
い
坊
主
め
く
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
最
近
は

「
坊
主
」
が
差
別
語
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
、「
お
坊
さ
ん
め
く

り
」
と
言
い
か
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
な
ら
日
本
語
を
知
ら
な
い
外

国
人
で
も
す
ぐ
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
坊
主
め
く
り
に
は
ロ

ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
が
多
く
て
、
遊
び
方
を
統
一
す
る
の
は
困
難
な
よ
う
で

す
（
そ
の
全
貌
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
）。

基
本
は
絵
札
を
姫
・
坊
主
・
男
（
そ
の
他
す
べ
て
）
の
三
種
類
に
分
類

し
ま
す
。
そ
の
中
で
蝉
丸
の
扱
い
方
は
微
妙
で
す
。
本
来
は
隠
遁
者
で
あ

っ
て
坊
主
で
は
な
い
の
で
す
が
、
人
に
よ
っ
て
は
琵
琶
法
師
と
い
う
こ
と

で
、
坊
主
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
（
蝉
丸
を
入
れ
る
と
坊
主
札
は
十
三

枚
）。
あ
る
い
は
罰
則
と
し
て
一
回
休
み
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
逆
に
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
蝉
丸
を
引
い

た
ら
場
の
札
と
他
の
人
の
持
ち
札
を
全
部
ゲ
ッ
ト
で
き
る
と
い
う
ル
ー
ル

も
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
天
皇
札
あ
る
い
は
繧
繝
縁
の
畳
に
座
っ
て
い
る
札
を
役
札
に

し
た
り
、
弓
矢
を
持
っ
て
い
る
武
官
を
役
札
に
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
ル
ー
ル
が
多
い
原
因
と
い
う
か
理
由

の
一
つ
は
、
か
る
た
屋
に
よ
っ
て
歌
仙
絵
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
の
よ
う

で
す
。
こ
れ
ま
で
か
る
た
の
歌
仙
絵
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
試
み
に
い
く
つ
か
の
歌
仙
絵
を
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
か
な

り
違
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
要
す
る
に
ど
の
か
る
た
を
使
う

か
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
ル
ー
ル
も
変
容
す
る
わ
け
で
す
。
特
に
任
天
堂

の
歌
仙
絵
に
は
大
き
な
特
徴
が
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
「
青
冠
」
と
い
う
遊
び
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
歌
仙
絵
に
よ
っ
て

青
冠
・
烏
帽
子
・
姫
・
坊
主
な
ど
に
分
類
し
、
同
じ
分
類
の
札
を
出
し
合

う
マ
ッ
チ
ン
グ
ゲ
ー
ム
で
す
。
こ
こ
で
は
天
智
天
皇
と
持
統
天
皇
の
二
枚

が
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
、
む
べ
山
か
る
た
を
使
っ
た
賭
博
性
の
高
い
遊
び
も
あ
り
ま
す

が
、
既
に
む
べ
山
か
る
た
は
姿
を
消
し
て
お
り
、
簡
単
に
は
入
手
で
き
ま

せ
ん
か
ら
、
遊
ぼ
う
に
も
遊
べ
ま
せ
ん
。

②
会
津
方
言
が
反
映
し
た
「
板
か
る
た
」

一

新
島
八
重
の
伝
記
を
調
べ
て
い
て
、
八
重
が
百
人
一
首
か
る
た
の
名
手

一
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で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
俄
か
に
興
味
が
沸
い
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
調
べ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
ど
う
も
か
る
た
の
遊
び

方
が
一
般
的
な
も
の
と
違
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
会
津
特
産
の
「
板
か
る
た
」
札
（
朴
の
木
）
を
使
用
し
た
も
の

で
あ
り
、
ま
た
下
の
句
だ
け
を
読
み
上
げ
る
「
下
の
句
か
る
た
取
り
」
と

い
う
非
常
に
特
殊
な
遊
び
方
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
こ
れ
ま
で
調
べ

ら
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
も
本
家
本
元
の
会
津
若
松
で
も
、

板
か
る
た
の
こ
と
は
既
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
平
成
２５
年
あ

え
て
福
島
県
立
博
物
館
で
「
八
重
と
会
津
と
板
か
る
た
」
と
題
し
て
講
演

し
、
福
島
に
埋
も
れ
て
い
る
だ
ろ
う
資
料
の
発
掘
を
訴
え
て
み
ま
し

た（
注
）。

二

そ
の
努
力
が
効
を
奏
し
た
の
か
、
そ
の
後
古
い
「
板
か
る
た
」
の
情
報

が
地
元
の
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
博
物
館
で
は
、
昨
年

（
平
成
２７
年
）
の
２
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
「
徹
底
解
剖
！
会
津
板
か
る

た
」
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
本
邦
初
の
企
画
展
示
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
中
に
江
戸
時
代
の
「
板
か
る
た
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

で
、
会
津
発
祥
説
は
資
料
的
に
も
確
定
し
た
と
い
え
そ
う
で
す
。
こ
れ
も

八
重
さ
ん
の
お
蔭
だ
と
思
っ
て
喜
ん
で
い
ま
す
。

さ
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
「
板
か
る
た
」
で
す

が
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
出
て
き
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
相
互
に
比
較

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
す
ぐ
に
興
味
深
い

本
文
異
同
が
見
つ
か
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
手
書
き
の
百
人
一
首
や

か
る
た
に
も
本
文
異
同
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
大
衆
的
な
「
板

か
る
た
」
で
す
か
ら
、
多
少
の
書
き
間
違
い
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
板
か
る
た
」
に
は
、
単
な
る
誤
写
と
は
毛
色
の
違

う
本
文
異
同
が
あ
る
よ
う
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
会
津
地
方
特
有
の
方
言

が
歌
の
本
文
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。

こ
の
こ
と
は
新
島
八
重
の
書
簡
を
調
べ
て
い
る
際
に
気
づ
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
「
違
い
」
が
「
違
へ
」・「
厭
い
」
が
「
厭
へ
」
に
な
っ
て
い
た

り
、「
買
い
物
」
が
「
買
へ
物
」・「
推
察
」
が
「
す
へ
さ
つ
」・「
二
階
」

が
「
に
か
へ
」
に
、「
な
が
ら
へ
て
」
が
「
な
が
ら
ゐ
て
」
に
、
ま
た

「
つ
い
つ
い
」
は
「
つ
へ
つ
へ
」
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

こ
れ
は
単
な
る
表
記
ミ
ス
で
は
な
く
、
ま
さ
に
会
津
の
方
言
が
そ
の
ま
ま

表
記
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
の
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
い
」
と
「
え
」

の
入
れ
替
わ
り
は
、
新
潟
・
栃
木
・
茨
城
な
ど
で
も
広
く
認
め
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
に
し
て
も
会
話
（
発
音
）
だ
け
で
な
く
、
八
重
の
手
紙
（
書
か

一
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れ
た
文
章
）
に
ま
で
そ
れ
が
反
映
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

三

そ
し
て
八
重
の
表
記
と
同
じ
よ
う
な
現
象
が
、
な
ん
と
手
書
き
の
「
板

か
る
た
」
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
関
心
が
薄
か
っ
た
の

で
、
こ
う
い
っ
た
本
文
異
同
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
の
中
で
、「
板
か
る

た
」
で
遊
ぶ
シ
ー
ン
が
放
映
さ
れ
た
こ
と
で
、
俄
か
に
「
板
か
る
た
」
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
た
の
で
す
。

試
み
に
私
の
手
元
に
あ
る
「
板
か
る
た
」
二
種
を
例
に
あ
げ
て
み
ま
す

（
た
だ
し
下
の
句
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
）。

Ａ

Ｂ

人
し
れ
ず
こ
そ
お
も
へ
染
し
が

人
し
れ
ず
こ
そ
お
も
へ
そ
め
し
か

な
が
く
も
が
な
と
お
も
へ
ぬ
る
か
な

な
が
く
も
が
な
と
お
も
へ
ぬ
る
か
な

さ
し
も
し
ら
じ
な
燃
る
お
も
へ
を

さ
し
も
し
ら
じ
な
も
ゆ
る
お
も
へ
を

花
ぞ
む
か
し
の
香
に
匂
へ
け
る

花
ぞ
む
か
し
の
香
に
匂
へ
け
る

け
ふ
九
重
に
匂
へ
ぬ
る
か
な

け
ふ
九
重
に
匂
へ
ぬ
る
か
な

流
れ
も
あ
い
ぬ
紅
葉
な
り
け
り

流
れ
も
あ
い
ぬ
紅
葉
な
り
け
り

か
ら
く
れ
な
へ
に
水
潜
る
と
は

通
常
通
り

通
常
通
り

閨
の
ひ
ま
さ
い
つ
れ
な
か
り
け
り

す
べ
て
の
板
か
る
た
が
そ
う
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
京

都
で
作
成
さ
れ
て
い
る
板
か
る
た
に
方
言
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
複
数
の
札
に
表
記
の
違
い
（
方
言
表
記
）
が
見
つ
か
っ
た
の
で
す

か
ら
、
も
は
や
無
視
で
き
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
な
る
と
こ
れ
が
ど

う
読
ま
れ
て
い
た
の
か
も
気
に
な
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
一
セ
ッ
ト
に
つ
き
七
箇
所
に
方
言
表
記
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
の
六
箇
所
は
共
通
で
、
一
箇
所
は
別
々
に
な
っ
て
い
ま

す
。
手
書
き
の
「
板
か
る
た
」
を
お
持
ち
の
方
は
、
ど
う
か
こ
れ
を
参
考

に
し
て
、
本
文
を
確
認
し
て
み
て
下
さ
い
。
今
後
こ
れ
に
類
す
る
異
同
が

あ
ち
こ
ち
か
ら
報
告
さ
れ
れ
ば
、
単
な
る
誤
写
と
い
う
見
方
は
否
定
さ
れ

る
は
ず
で
す
。

四

こ
の
よ
う
に
「
板
か
る
た
」
の
本
文
に
会
津
方
言
の
表
記
が
残
さ
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
会
津
発
祥
説
は
ま
す
ま
す
補
強
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
と
い
う
以
上
に
こ
う
い
っ
た
方
言
表
記
は
、
板
か
る
た
が
会
津
産
で

あ
る
こ
と
の
動
か
ぬ
証
拠
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
北
海
道
に

あ
る
古
い
か
る
た
の
本
文
を
確
認
す
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
会
津
方
言
の

一
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痕
跡
が
あ
れ
ば
、
や
は
り
会
津
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
ら
で
す
。

こ
う
し
て
板
か
る
た
の
研
究
は
ま
た
一
歩
前
進
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
し

て
も
百
人
一
首
に
方
言
が
入
り
込
ん
で
い
た
な
ん
て
、
こ
れ
は
今
ま
で
考

え
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

（
注
）
吉
海
直
人
「
板
か
る
た
の
歴
史
│
会
津
発
祥
説
の
検
討
│
」
同
志

社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
２５
・
平
成
２５
年
６
月
、
吉
海
直
人
「
八
重

と
会
津
と
板
か
る
た
│
八
重
研
究
余
滴
│
」『
新
島
八
重
研
究
会
講
演
集
』

（
同
志
社
女
子
大
学
）
平
成
２６
年
６
月
。

③
「
坊
主
め
く
り
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

一

百
人
一
首
の
か
る
た
札
を
用
い
た
遊
び
の
一
つ
に
、「
坊
主
め
く
り
」

が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
で
す
よ
ね
。
と
い
う
よ
り
遊
ん

だ
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
子
供
の
頃
に
遊
ん
だ
記

憶
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
か
る
た
取
り
と
い
う
の
は
、
読
み
手
が
歌
を
読
み
あ
げ
る
こ

と
で
、
一
斉
に
読
ま
れ
た
歌
の
札
を
取
り
合
う
ゲ
ー
ム
の
こ
と
で
す
。
そ

こ
に
は
誰
が
先
に
札
を
取
る
か
と
い
う
競
争
が
発
生
し
ま
す
。
ま
た
前
提

条
件
と
し
て
、
百
人
一
首
を
暗
記
し
て
い
な
い
と
早
く
取
れ
な
い
と
い
う

ハ
ー
ド
ル
が
あ
り
ま
す
。
遊
び
と
は
い
え
、
そ
れ
な
り
の
技
術
や
能
力
が

要
請
さ
れ
ま
す
か
ら
、
い
わ
ば
不
平
等
な
遊
び
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
と
い
う
よ
り
も
技
量
の
差
が
開
き
す
ぎ
て
い
る
と
、
遊
び
と
し
て
面

白
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
「
坊
主
め
く
り
」
は
、
原
則
無
言
で
行
う
ゲ
ー
ム
で

す
。
か
る
た
取
り
に
必
要
な
読
み
手
も
要
り
ま
せ
ん
。
な
ん
と
取
り
札
も

不
要
で
す
。
読
み
札
百
枚
だ
け
を
使
っ
て
、
各
自
順
番
に
め
く
っ
て
い
き

ま
す
か
ら
、
慌
て
て
札
を
探
す
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
る
た
取
り
と
は

遊
び
方
が
随
分
違
っ
て
い
る
の
で
す
。
む
し
ろ
ト
ラ
ン
プ
の
遊
び
方
に
似

て
い
ま
す
。

つ
い
で
な
が
ら
「
坊
主
め
く
り
」
は
、
競
技
用
の
か
る
た
と
は
違
っ

て
、
書
か
れ
て
い
る
歌
人
の
絵
が
重
要
で
す
。
一
方
の
競
技
か
る
た
は
、

競
技
に
不
要
な
絵
を
排
除
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
標
準
か
る
た
・
公
定
か

る
た
と
い
っ
た
競
技
か
る
た
の
読
み
札
で
は
、「
坊
主
め
く
り
」
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
用
途
に
よ
っ
て
二
種
類
の
か
る
た
を
使
い
分
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
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お
そ
ら
く
「
坊
主
め
く
り
」
は
、
歌
を
暗
記
し
て
い
な
い
小
さ
な
子
供

で
も
楽
し
く
遊
べ
る
ゲ
ー
ム
と
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
の
遊
び
か
ら
考
案
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
な
ら
暗
記
ど
こ
ろ
か
、
た
と
え
字
が
読
め
な
く
て

も
遊
び
に
参
加
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
子
供
だ
け
で
な
く
、
日
本
語
を
習

得
し
て
い
な
い
外
国
人
で
も
、
そ
の
場
で
参
加
で
き
る
の
で
す
。
こ
こ
で

は
熟
練
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
運
が
勝
敗
に
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
（
賭
博
性
？
）。
そ
の
点
が
大
き
な
特
徴
と
言
え
ま
す
。

二

こ
の
「
坊
主
め
く
り
」
に
は
、
い
く
つ
か
の
謎
が
あ
り
ま
す
。
第
一

に
、
い
つ
誰
が
考
案
し
た
の
か
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一
生
懸
命
調
べ
て

も
、「
坊
主
め
く
り
」
を
引
用
し
て
い
る
古
い
文
献
が
見
当
た
ら
な
い
か

ら
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
「
江
戸
時
代

か
ら
遊
ば
れ
て
い
た
坊
主
め
く
り
」（
伊
藤
秀
文
『
百
人
一
首
一
〇
〇
人

の
生
涯
』）
と
い
っ
た
、
や
や
無
責
任
な
発
言
が
ま
か
り
通
っ
て
き
ま
し

た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
江
戸
時
代
の
資
料
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、

明
治
以
降
、
そ
れ
も
明
治
後
期
あ
た
り
に
新
し
く
考
案
さ
れ
た
遊
び
、
と

定
義
し
て
お
く
の
が
無
難
な
よ
う
で
す
。
案
外
あ
た
ら
し
い
遊
び
と
い
う

こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

資
料
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
偶
然
こ
れ
に
類
似
し
た
呼
称
を
見
つ
け

ぼ
う
ず
お
こ
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
「
坊
主
起
し
」
で
す
。
こ
れ
は
文
献
に
「
僧
骨
牌
起
」

あ
る
い
は
「
坊
主
起
し
」
と
し
て
出
て
い
る
も
の
で
す
（
今
ま
で
報
告
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
）。「
僧
骨
牌
起
」
は
、
坪
内
逍
遥
の
『
妹
と
背
か
が
み
』

（
明
治
１９
年
刊
）
の
第
三
回
「
写
し
い
だ
す
新
年
の
骨
牌
あ
そ
び
」
に
出

て
い
ま
す
。
割
注
に
わ
ざ
わ
ざ
「
あ
そ
び
の
名
」
と
あ
る
の
で
、
当
時
も

そ
ん
な
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
幸
い
安
達
吟
光

の
挿
絵
が
付
い
て
い
て
、
そ
れ
を
見
る
と
取
り
札
で
は
な
く
読
み
札
（
歌

仙
絵
）
が
散
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
坊
主
め
く
り
」
の
こ
と
と
見
て
間

違
い
な
い
よ
う
で
す
。

ま
た
こ
の
小
説
で
は
、
大
人
の
女
性
た
ち
が
「
僧
骨
牌
起
」
を
し
て
い

る
の
で
、
必
ず
し
も
子
供
の
遊
び
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
わ

か
り
ま
し
た
（
た
だ
し
字
の
読
め
な
い
女
性
が
参
加
し
て
い
ま
す
）。「
起

こ
す
」
と
は
札
を
め
く
る
こ
と
で
す
。
ま
た
せ
り
ふ
の
中
に
「
赤
僧
」
と

か
「
黒
坊
主
」・「
赤
衣
僧
」、
あ
る
い
は
「
台
付
」（
畳
）
な
ど
と
あ
る
の

で
、
現
在
と
は
多
少
ル
ー
ル
（
か
る
た
の
歌
仙
絵
）
が
違
っ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
「
坊
主
め
く
り
」
の
異
名
と
考
え
ら
れ
ま

す
。「

坊
主
起
こ
し
」
の
方
は
、
宮
川
春
汀
画
「
小
供
風
俗
」
中
の
「
坊
主

一
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起
し
」（
明
治
２９
年
７
月
）
の
絵
に
添
え
ら
れ
て
い
る
タ
イ
ト
ル
で
す
。

こ
ち
ら
は
子
供
の
遊
び
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
読
み
は
共
に
「
ぼ

う
ず
お
こ
し
」
で
す
か
ら
、
今
の
と
こ
ろ
「
僧
骨
牌
起
」
が
文
献
上
「
坊

主
め
く
り
」
よ
り
古
い
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
『
妹
と
背

か
が
み
』
で
は
、
次
に
普
通
の
か
る
た
取
り
を
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
当

時
は
二
つ
の
か
る
た
遊
び
が
交
互
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
競
技
用
の
か
る
た
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
絵
入
り
の

変
体
仮
名
か
る
た
で
両
方
兼
用
で
き
ま
し
た
。

三

「
坊
主
め
く
り
」
の
第
二
の
謎
と
し
て
、
蝉
丸
の
位
置
付
け
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。「
坊
主
め
く
り
」
の
基
本
は
、
絵
札
を
姫
・
坊
主
・
男
（
そ
の

他
す
べ
て
）
の
三
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
で
す
（
安
価
な
か
る
た
で
、
本

当
に
三
種
類
し
か
絵
の
パ
タ
ー
ン
が
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
）。
そ
の
中

で
も
特
に
蝉
丸
の
扱
い
が
揺
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
蝉
丸
」
と
い
う
名
前
か
ら
し
て
、
本
来
は
隠
遁
者
で
あ
っ
て
出
家
し

た
坊
主
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
琵
琶
法
師
と
い
う
こ
と
で
、
坊

主
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
謡
曲
「
蝉

丸
」
か
ら
、
装
束
を
含
め
て
多
大
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
蝉
丸
は
頭
巾
姿
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
だ

と
必
ず
し
も
坊
主
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
明
治
以
降
に
な
る
と
、

明
ら
か
に
坊
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
る
た
が
複
数
登
場
し
て
い
る
の

で
す
。
こ
の
蝉
丸
を
坊
主
に
加
え
る
と
、
坊
主
札
は
十
三
枚
に
な
り
ま

す
。そ

う
い
っ
た
特
殊
事
情
を
配
慮
し
て
か
、
蝉
丸
を
役
札
（
オ
ー
ル
マ
イ

テ
ィ
）
と
し
て
積
極
的
に
活
用
し
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場

合
、
蝉
丸
を
引
き
当
て
た
ら
場
の
札
と
他
の
人
の
持
ち
札
全
部
を
ゲ
ッ
ト

で
き
ま
す
。
そ
の
反
対
に
、
罰
則
と
し
て
一
回
休
み
に
し
て
い
る
ル
ー
ル

も
あ
る
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
蝉
丸
の
歌
仙
絵
の
描
か
れ
方
が
、
ル
ー
ル

に
も
微
妙
に
反
映
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
一
度
徹
底
的
に
か

る
た
の
蝉
丸
の
歌
仙
絵
を
比
較
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

第
三
の
謎
と
し
て
、
坊
主
め
く
り
に
は
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
が
多
く
、

統
一
し
た
ル
ー
ル
が
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
理

由
は
簡
単
で
す
。
先
の
蝉
丸
が
そ
の
好
例
で
す
が
、
か
る
た
の
メ
ー
カ
ー

に
よ
っ
て
歌
仙
絵
が
か
な
り
違
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
単
に
地
域

的
な
問
題
で
は
な
く
、
歌
仙
絵
の
不
統
一
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

も
ち
ろ
ん
か
る
た
取
り
に
歌
仙
絵
は
一
切
関
わ
ら
な
い
の
で
、
多
く
の

人
は
そ
の
違
い
が
気
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
今
ま
で

二
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全
国
規
模
の
歌
仙
絵
の
調
査
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

四

と
り
あ
え
ず
手
元
に
あ
る
活
字
の
か
る
た
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
任

天
堂
の
か
る
た
が
引
っ
か
か
り
ま
し
た
。
蝉
丸
は
坊
主
風
だ
し
、
さ
ら
に

二
人
の
「
入
道
」（
法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
・
入
道
前
太
政
大
臣
）

ま
で
も
が
坊
主
姿
に
描
か
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
普
通
、
作
者
名
に
僧
と

か
法
師
と
あ
る
人
だ
け
を
坊
主
と
し
て
勘
定
し
ま
す
。
時
々
、「
入
道
」

は
ど
っ
ち
で
す
か
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
古
い
か
る
た
で
は
、

「
入
道
」
と
あ
っ
て
も
僧
体
で
は
な
く
普
通
の
装
束
で
描
か
れ
て
い
る
の

で
、
当
然
坊
主
と
し
て
は
勘
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
問
題
な
い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
任
天
堂
の
か
る
た
を
見
る
と
、「
入
道
」
と
い
う
表
記
に
引

き
ず
ら
れ
た
の
か
、
二
人
と
も
坊
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

た
め
坊
主
が
十
三
人
か
ら
十
五
人
に
増
加
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
任

天
堂
だ
け
の
特
徴
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
綱
島
書
店
か
ら
昭
和
１５
年

１１
月
に
出
さ
れ
た
「
百
人
一
首
皇
国
か
る
た
」（
岡
田
昇
画
）
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
こ
の
か
る
た
も
同
様
に
坊
主
が
十
五
人
で
し
た
。

複
雑
な
の
は
精
文
館
の
か
る
た
で
す
。
と
い
う
の
も
「
入
道
」
の
う
ち

一
人
（
法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
）
は
僧
体
、
一
人
（
入
道
前
太
政

大
臣
）
は
俗
体
と
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
大

石
天
狗
堂
の
か
る
た
は
、
蝉
丸
は
頭
巾
姿
だ
し
、
二
人
の
入
道
も
伝
統
的

な
俗
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
古
い
伝
統
的
な
歌
仙
絵
を
踏
襲
し

て
い
る
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
坊
主
札
の
枚
数
は
、
使
用
す
る
か
る
た
に

よ
っ
て
十
二
枚
か
ら
十
五
枚
ま
で
、
最
大
三
枚
の
増
減
が
あ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
は
ず
っ
と
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ル
ー
ル
を
統

一
す
る
た
め
に
は
使
用
札
の
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
さ
て
、

あ
な
た
が
お
持
ち
の
か
る
た
の
蝉
丸
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

つ
い
で
に
か
る
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
時
雨
殿
所
蔵
の
「
百
人
一
首

手
鑑
」
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は
「
入
道
」
と
は
別
に
、
五
人

の
院
（
上
皇
）
の
う
ち
の
四
人
が
僧
体
で
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
こ
れ

ま
た
非
常
に
特
殊
な
歌
仙
絵
に
な
っ
て
い
ま
す
（
俗
体
の
ま
ま
は
崇
徳

院
）。
今
の
と
こ
ろ
院
を
僧
体
に
描
い
た
歌
仙
絵
は
他
に
見
つ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
今
後
大
々
的
に
歌
仙
絵
の
調
査
が
行
わ
れ
れ
ば
、
も
っ
と
い
ろ

い
ろ
面
白
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
百
人

一
首
手
鑑
」
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
四
人
の
院
を
僧
体
に
し
た
か
る
た
を
作

れ
ば
、
坊
主
が
最
大
十
九
枚
に
増
大
し
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
っ
た
歌
仙
絵
の
複
雑
な
事
情
に
連
動
し
て
、
複
雑
な
ル
ー
ル
も

二
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考
案
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
天
皇
札
、
あ
る
い
は
繧
繝
縁
畳
に
座
っ

て
い
る
札
を
役
札
に
認
定
し
た
り
（
先
に
あ
げ
た
「
台
付
」
が
そ
れ
で

す
）、
弓
矢
を
持
っ
て
い
る
武
官
（
武
士
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
を
役
札
に

す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ま
だ
完
全
に
は
把
握
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

な
お
繧
繝
縁
に
関
し
て
、
普
通
は
天
皇
と
皇
族
計
十
人
が
対
象
に
な
り
ま

す
が
、
間
違
え
て
二
人
の
女
房
（
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
・
待
賢
門
院
堀

河
）
ま
で
繧
繝
縁
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
（
赤
染

衛
門
の
場
合
も
あ
り
ま
す
）。
歌
仙
絵
は
微
妙
に
相
違
し
て
い
る
と
思
っ

て
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。

遊
び
の
一
例
と
し
て
、「
青
冠
」（
黒
冠
）
と
い
う
名
の
遊
び
は
、
歌
仙

絵
を
青
冠
・
縦
烏
帽
子
・
横
烏
帽
子
・
矢
五
郎
（
お
い
か
け
の
あ
る
も

の
）・
姫
・
坊
主
に
分
類
し
、
同
じ
分
類
の
札
を
出
し
合
う
マ
ッ
チ
ン
グ

ゲ
ー
ム
で
す
。
こ
こ
で
は
一
番
多
い
男
の
札
が
よ
り
細
分
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
天
智
天
皇
と
持
統
天
皇
の
二
枚
が
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
（
役
札
）

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
か
る
た
の
歌
仙
絵
に
よ
っ
て
は
成
立
し
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
あ
っ
て
も
は
や
こ
の
ル
ー
ル
で
遊
ば
れ
て

は
い
な
い
よ
う
で
す
。

五

最
後
に
、「
坊
主
め
く
り
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
ま
す
。

こ
の
遊
び
は
必
ず
し
も
坊
主
札
だ
け
を
め
く
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
坊
主
札
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
し
て
は
最
適

か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
最
近
は
「
坊
主
」
と
い
う
言
葉
も
差
別
語
に
認
定
さ
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
使
用
禁
止
用
語
（
放
送
禁
止
用
語
）
に
指
定
さ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
山
口
県
か
る
た
協
会
の
今
村
美
智
子
さ
ん

は
、
新
た
に
「
お
坊
さ
ん
め
く
り
」
と
丁
寧
な
表
現
に
換
え
て
普
及
に
努

め
て
い
ま
す
。
競
技
か
る
た
が
他
の
遊
び
を
容
認
し
た
初
め
て
の
ケ
ー
ス

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
て
も
せ
っ
か
く
考
案
さ
れ
た
面
白
い
遊
び
で
す
か
ら
、
今

後
と
も
長
く
遊
び
と
し
て
残
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

④
柴
田
宵
曲
の
「
か
る
た
会
」

一

競
技
か
る
た
は
競
技
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い
る
割
に
、
一
般
の
遊
び

二
二



か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
た
め
か
、
文
学
作
品
の
中
に
引
用
さ
れ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
す
。
た
ま
た
ま
か
る
た
会
や
か
る
た
取
り
の
記

述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
競
技
か
る
た
で
は
な
い
家
庭
的
な
も
の

（
お
座
敷
か
る
た
）
ば
か
り
で
す
。
中
に
は
百
人
一
首
で
は
な
く
、
い
ろ

は
か
る
た
や
花
札
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

し
ょ
う
き
ょ
く

そ
う
い
っ
た
中
で
、
柴
田
宵
曲
の
『
明
治
の
話
題
』（
昭
和
三
十
七
年

刊
）
は
、
珍
し
く
競
技
か
る
た
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
幸
い
こ
の
本
は
ち

く
ま
学
芸
文
庫
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
も
手
軽
に
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
内
容
は
随
想
集
の
よ
う
な
も
の
で
、
様
々
な
話
題
が
面
白

お
か
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
「
か
る
た
会
」
と
い
う
一

章
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
も
単
な
る
随
想
か
と
思
い
き
や
、「
標
準
か
る

た
」
の
こ
と
を
含
め
て
か
な
り
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
こ

と
が
多
い
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
次
第
で
す
。
全
日
本
か
る
た
協
会
の

会
員
の
方
々
は
本
書
の
存
在
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

二

最
初
に
ず
ば
り
「
標
準
か
る
た
」
の
こ
と
が
、

標
準
が
る
た
と
い
ふ
百
人
一
首
の
出
来
た
の
は
、
明
治
の
末
年
で
あ

つ
た
ら
う
。
従
来
の
百
人
一
首
は
種
々
の
書
体
で
書
か
れ
て
居
り
、

吾
々
が
多
少
の
草
書
と
変
体
仮
名
を
お
ぼ
え
た
の
は
、
百
人
一
首
の

取
り
札
に
よ
る
と
云
つ
て
い
ゝ
く
ら
ゐ
で
あ
つ
た
。
そ
れ
だ
け
に
そ

の
書
き
方
を
見
慣
れ
た
者
と
見
慣
れ
ぬ
者
と
で
は
、
実
戦
に
当
つ
て

多
大
の
差
を
生
ず
る
。
い
つ
ど
こ
で
出
さ
れ
て
も
同
じ
条
件
を
維
持

す
る
為
に
は
、
同
じ
書
体
、
同
じ
書
式
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
全
部
教
科
書
に
あ
る
や
う
な
平
仮
名
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
取
り
札
を
用
ゐ
て
毎
年
正
月
に
か
る
た
会
を
催
し
、
そ
の
年
の
優

勝
選
手
を
き
め
る
と
い
ふ
の
が
「
万
朝
報
」
の
思
ひ
付
で
あ
つ
た
。

（
１５９
頁
）

と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
競
技
か
る
た
は
特
殊
か
つ
狭
い
世
界
な
の
で
、

こ
れ
ま
で
文
芸
作
品
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
よ
う
や
く
一
つ
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
（『
金
色
夜
叉
』

も
お
座
敷
か
る
た
）。

本
文
に
「
明
治
の
末
年
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
標
準
か
る
た
」
が
で
き

た
の
は
明
治
３７
年
の
こ
と
で
す
（
日
露
戦
争
勃
発
の
年
）。「
教
科
書
に
あ

る
や
う
な
平
仮
名
」
と
は
、
活
字
仮
名
の
こ
と
で
す
。
明
治
３３
年
に
文
部

省
が
小
学
校
令
を
発
布
し
た
こ
と
で
、
教
科
書
も
従
来
の
木
版
か
ら
活
字

に
切
り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
か
る
た
が
一
斉
に
変
体

仮
名
か
ら
活
字
に
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
変
わ
ら
ず
変
体

二
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仮
名
の
か
る
た
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
家
庭
内
の
か
る
た
取
り
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
で
支
障
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
全
国
大
会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
使
用
札
の

不
統
一
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
万
朝
報
」
は
「
標
準
か
る
た
」

を
制
定
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
札
の
不
平
等
さ
は
解
消
さ
れ
、

全
国
大
会
の
開
催
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
よ
り
「
万
朝
報
」
が

大
会
を
開
催
す
る
た
め
に
「
標
準
か
る
た
」
を
制
定
し
た
の
で
す
。
こ
れ

が
競
技
か
る
た
の
出
発
点
と
い
え
ま
す
。

次
は
宵
曲
の
博
学
ぶ
り
を
示
す
記
述
で
す
。

こ
の
標
準
が
る
た
が
鴎
外
夫
人
の
書
い
た
小
説
に
出
て
来
る
。
八
つ

に
な
る
娘
さ
ん
が
誕
生
日
の
祝
ひ
に
貰
っ
た
も
の
で
、
旅
行
か
ら
帰

つ
た
パ
パ
も
か
る
た
取
り
の
仲
間
に
入
ら
さ
れ
る
。
か
る
た
の
読
み

方
が
間
違
っ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
、
一
々
直
さ
せ
る
な
ん
ぞ
は
如
何
に

も
鴎
外
ら
し
い
が
、
結
局
さ
ん
ざ
ん
に
札
を
抜
か
れ
て
鴎
外
の
負
け

に
な
る
。
│
鴎
外
自
身
の
作
品
で
は
窺
は
れ
ぬ
家
庭
生
活
の
一
面
で

あ
る
。

森
鴎
外
の
夫
人
と
し
て
は
、
登
志
子
（
先
妻
）
と
し
げ
（
後
妻
）
の
二

人
が
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
し
げ
の
方
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
小
説
の
書
名

が
あ
が
っ
て
い
れ
ば
あ
り
が
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
苦
労
し
て
探
し
て
み

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
『
旅
帰
』
で
し
た
。
確
か
に
小
説
中
に
、

「
パ
パ
骨
牌
を
取
り
ま
せ
う
」

鳥
さ
ん
は
一
月
七
日
に
生
れ
た
。
そ
れ
で
今
年
の
七
種
の
日
に
も
、

親
類
の
人
達
を
呼
ん
で
お
祝
を
し
た
。
そ
の
時
に
横
浜
の
を
ば
様
に

標
準
骨
牌
と
い
ふ
の
を
戴
い
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

三

宵
曲
は
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
触
れ
て
い
ま
す
。

嘗
て
福
本
日
南
の
書
い
た
百
人
一
首
の
取
り
札
を
一
見
し
た
こ
と
が

あ
る
。
会
津
方
面
で
用
ゐ
る
木
の
札
に
、
例
の
特
徴
あ
る
書
風
で
記

さ
れ
た
も
の
が
百
枚
、
か
な
り
大
き
な
木
の
箱
に
入
れ
ら
れ
、
箱
書

き
も
ま
た
日
南
の
筆
で
あ
つ
た
。
市
中
で
売
つ
て
ゐ
る
百
人
一
首
の

外
に
、
家
々
に
持
ち
伝
へ
た
も
の
が
あ
つ
た
か
ら
、
い
き
な
り
不
案

内
な
札
に
臨
ん
で
は
手
練
の
早
業
も
鈍
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
か
る
た

会
が
ス
ポ
ー
ツ
的
な
意
味
を
帯
び
、
正
月
に
は
大
分
距
離
の
あ
る
暑

中
休
暇
あ
た
り
か
ら
練
習
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
標
準
か
る
た

が
出
来
て
後
の
話
で
あ
る
。

福
本
日
南
は
政
治
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
有
名
な
人
物
で
す
。

二
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そ
れ
に
続
い
て
「
会
津
方
面
で
用
ゐ
る
木
の
札
」
と
い
う
記
述
は
見
逃
せ

ま
せ
ん
。
今
の
会
津
若
松
で
は
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
明
治
期
に

会
津
の
板
か
る
た
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
資
料
だ
か
ら
で

す
。
変
体
仮
名
の
か
る
た
は
、
そ
れ
こ
そ
書
き
手
に
よ
っ
て
千
差
万
別

で
、
そ
の
字
に
対
す
る
馴
れ
不
慣
れ
が
勝
敗
に
大
き
く
関
わ
る
と
い
う
の

は
納
得
で
き
ま
す
。
た
だ
し
「
標
準
か
る
た
」
が
登
場
し
た
当
座
は
、
そ

れ
こ
そ
が
も
っ
と
も
不
慣
れ
な
か
る
た
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
競
技
か
る
た
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
風
物

詩
と
い
う
か
歳
時
記
的
な
か
る
た
取
り
に
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
指
摘
で

す
。
か
つ
て
は
正
月
の
遊
び
だ
っ
た
の
で
、
歳
時
記
に
も
正
月
（
春
）
に

載
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
全
国
大
会
を
め
ざ
す
と
な
る
と
、
夏

休
み
あ
た
り
か
ら
練
習
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
も
は
や
年

中
行
事
で
は
な
く
、
競
技
に
よ
っ
て
通
年
の
遊
び
に
な
っ
た
と
い
え
ま

す
。続

い
て
一
般
的
な
ち
ら
し
取
り
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。

名
は
同
じ
か
る
た
会
で
も
、
従
前
の
も
の
は
少
し
く
空
気
を
異
に
す

る
。
源
平
に
分
れ
て
勝
負
を
争
ふ
こ
と
は
無
論
あ
つ
た
が
、
そ
れ
ほ

ど
熟
達
せ
ぬ
人
の
集
り
で
は
、
百
枚
の
札
を
座
上
に
ひ
ろ
げ
て
、
取

り
得
た
数
を
争
ふ
遊
び
を
「
散
ら
し
」
と
称
し
て
ゐ
た
。「
虞
美
人

草
」
の
宗
近
君
が
妹
に
云
ふ
言
葉
に
「
丸
で
散
ら
し
で
も
取
つ
た
や

う
だ
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
か
る
た
用
語
だ
つ
た
の
で
あ

る
。

後
半
に
夏
目
漱
石
の
『
虞
美
人
草
』
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う

も
漱
石
の
作
品
に
は
か
る
た
取
り
が
頻
出
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
こ

こ
で
「
散
ら
し
」
を
「
か
る
た
用
語
」
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

続
い
て
文
学
者
と
か
る
た
会
と
の
関
わ
り
が
羅
列
さ
れ
て
い
ま
す
。

正
岡
子
規
が
若
い
時
分
に
か
る
た
を
取
る
と
、
な
か
な
か
敏
捷
で
も

さ
ざ
な
み

あ
り
乱
暴
で
も
あ
つ
た
と
い
ふ
話
、
巌
谷
小
波
の
家
の
か
る
た
会
に

は
川
上
眉
山
な
ど
も
来
て
大
い
に
奮
闘
し
た
と
い
ふ
話
、
一
葉
女
史

が
小
石
川
の
稽
古
日
に
、
や
は
り
歌
仲
間
に
招
か
れ
て
、
十
七
人
ば

か
り
で
午
前
三
時
頃
ま
で
も
か
る
た
を
取
つ
た
と
い
ふ
話
、
武
内
桂

舟
の
家
の
か
る
た
会
は
、
紅
葉
、
眉
山
、
小
波
、
水
蔭
、
思
案
、
鏡

花
そ
の
他
の
文
学
者
に
桂
舟
一
門
の
画
家
な
ど
も
加
は
つ
て
、
大
概

徹
夜
で
催
さ
れ
た
と
い
ふ
話
、
明
治
文
学
史
の
一
面
に
は
か
る
た
会

と
関
連
す
る
も
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

画
家
の
武
内
桂
舟
は
、
硯
友
社
の
挿
絵
画
家
と
し
て
有
名
な
人
で
す
。

続
い
て
こ
こ
だ
け
で
も
正
岡
子
規
・
巌
谷
小
波
・
川
上
眉
山
・
樋
口
一
葉

二
五



・
尾
崎
紅
葉
・
江
見
水
蔭
・
石
橋
思
案
・
泉
鏡
花
と
い
う
人
々
の
名
前
が

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
に
森
鴎
外
・
夏
目
漱
石
と
い
う
文
豪
も
出
て
い

ま
し
た
ね
。
末
尾
に
「
明
治
文
学
史
の
一
面
に
は
か
る
た
会
と
関
連
す
る

も
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
」
と
あ
る
通
り
、
か
る
た
会
と
い
う
視
点
か
ら
明

治
文
学
史
を
再
構
築
し
て
み
る
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
あ
が
っ
た
名
前
の
中
で
は
、
尾
崎
紅
葉
（
金
色
夜
叉
）
が
一
番

か
る
た
会
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、

こ
の
か
る
た
会
の
取
り
札
を
紅
葉
が
書
い
た
。
紅
葉
一
流
の
字
だ
か

ら
読
み
に
く
か
つ
た
こ
と
と
思
ふ
が
、
後
に
そ
の
札
は
二
枚
折
の
屏

風
に
貼
ら
れ
た
と
「
若
き
日
の
小
山
内
薫
」（
岡
田
八
千
代
）
に
書

い
て
あ
る
。

と
、
自
ら
か
る
た
札
を
執
筆
し
た
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

と
同
じ
も
の
か
ど
う
か
不
明
で
す
が
、
明
治
３７
年
に
紅
葉
自
筆
の
か
る
た

札
が
『
紅
葉
遺
墨
百
人
一
首
』（
石
版
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

四

「
か
る
た
会
」
の
最
後
は
、

か
る
た
会
の
場
面
で
有
名
な
の
は
「
金
色
夜
叉
」
だ
が
、
小
山
内
薫

の
「
第
一
課
」
に
も
か
る
た
会
が
二
度
出
て
来
る
。
い
づ
れ
も
青
年

男
女
だ
け
の
会
で
あ
る
。
か
る
た
会
の
情
趣
は
あ
ま
り
ス
ポ
ー
ツ
化

せ
ぬ
辺
に
あ
ら
う
と
思
ふ
。

歌
か
る
た
女
ば
か
り
の
夜
は
更
け
ぬ

子
規

座
を
挙
げ
て
恋
ほ
の
め
く
や
歌
か
る
た

虚
子

こ
れ
ら
の
句
の
世
界
は
標
準
が
る
た
以
前
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

と
な
っ
て
い
ま
す
。「
金
色
夜
叉
」
だ
け
で
な
く
、
小
山
内
薫
の
「
第
一

課
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
か
る

た
会
の
情
趣
は
あ
ま
り
ス
ポ
ー
ツ
化
せ
ぬ
辺
に
あ
ら
う
」
と
述
べ
、
ス
ピ

ー
ド
を
競
う
標
準
か
る
た
で
は
味
わ
え
ぬ
情
趣
が
、
従
来
の
か
る
た
会
に

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
子
規
と
虚
子
の
か
る
た
を
題
材
に
し
た
俳

句
を
あ
げ
て
文
を
閉
じ
て
い
ま
す
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
編
集
を
し
て
い
た
宵

曲
だ
け
に
、
こ
の
あ
た
り
は
軽
快
で
す
。

宵
曲
の
「
か
る
た
会
」
の
資
料
的
価
値
は
、
第
一
に
標
準
か
る
た
に
触

れ
た
文
が
少
な
い
中
で
、
標
準
か
る
た
の
特
徴
を
す
る
ど
く
述
べ
て
い
る

点
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
文
学
者
の
中
で
か
る
た
会
の
果
た
し
た
役
割
が

意
外
に
大
き
い
こ
と
、
そ
の
上
で
競
技
か
る
た
で
は
な
い
か
る
た
取
り
の

良
さ
（
情
緒
）
を
述
べ
て
い
る
点
が
高
く
評
価
で
き
ま
す
。
そ
う
な
る

と
、
競
技
か
る
た
が
文
学
作
品
に
取
り
入
ら
れ
る
こ
と
は
、
今
後
も
望
め
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そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

⑤
か
る
た
資
料
と
し
て
の
『
妹
と
背
か
ゞ
み
』

一

か
る
た
の
遊
び
と
し
て
、「
散
ら
し
」・「
源
平
合
戦
」・「
坊
主
め
く
り
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
ら
は
古
く
か
ら
遊
ば
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
一
体
い
つ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
、
ち
ゃ
ん
と
説
明
さ

れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
す
。

そ
も
そ
も
「
古
く
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
や
ら
競
技
か
る
た
が
成

立
す
る
以
前
か
ら
、
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
す
。
そ
う
す
る
と
正
確
に
は

明
治
３７
年
以
前
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

以
前
に
確
か
に
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
資
料
（
文
献
）
は
提
示

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

試
み
に
明
治
３６
年
発
行
の
若
目
田
華
津
著
『
百
人
一
首
か
る
た
必
勝

法
』（
新
橋
堂
書
店
）
を
見
る
と
、
末
尾
に
「
お
ち
ら
し
」
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
散
ら
し
」
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
少
な

く
と
も
明
治
３６
年
ま
で
は
遡
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
江
戸
時

代
後
期
の
か
る
た
取
り
の
図
を
見
る
と
、
四
角
形
に
札
を
並
べ
て
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
整
然
と
並
べ
な
い
も
の
を
「
散
ら

し
」
と
称
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

同
様
に
「
源
平
合
戦
」
に
つ
い
て
も
最
初
に
、

か
る
た
を
取
る
に
は
、
現
今
で
は
二
組
に
分
れ
、
所
謂
、
源
平
で
す

る
の
が
、
普
通
で
且
つ
興
多
き
も
の
と
思
ひ
ま
す
。

と
あ
る
の
で
、
や
は
り
少
な
く
と
も
明
治
３６
年
ま
で
は
遡
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
「
現
今
で
は
」
と
あ
る
の
で
、
案
外
新
し
い
方
法
（
呼

称
）
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

二

そ
れ
は
「
坊
主
め
く
り
」
も
同
様
で
す
。
た
ま
た
ま
明
治
２９
発
行
の
宮

川
春
汀
画
「
小
供
風
俗
」
中
に
「
坊
主
起
し
」
と
あ
る
絵
を
見
つ
け
ま
し

た
。
絵
を
見
る
と
「
坊
主
め
く
り
」
の
遊
び
の
よ
う
な
の
で
、
今
の
と
こ

ろ
「
坊
主
め
く
り
」
よ
り
「
坊
主
起
し
」
の
方
が
古
い
呼
称
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
坪
内
逍
遥
著
『
妹
と
背
か
ゞ
み
』
に
出

会
い
ま
し
た
。
明
治
１９
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
本
の
中
に
、
な
ん
と
「
僧

骨
牌
起
」
と
「
散
ら
し
」
が
二
つ
と
も
出
て
い
た
の
で
す
。

ま
ず
「
僧
骨
牌
起
」
で
す
が
、「
ぼ
う
ず
お
こ
し
」
と
ル
ビ
が
振
っ
て
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あ
り
ま
す
（
骨
牌
は
読
ま
な
い
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
宮
川
春
汀
の
用
例
か

ら
１０
年
も
遡
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
も
遊
ん
で
い
る
女
性
た
ち
の

会
話
か
ら
、
そ
の
遊
び
方
ま
で
多
少
わ
か
り
ま
す
。

（
お
品
）
サ
ア
サ
ア
姉
さ
ん
、
早
く
お
起
し
な
さ
い
ヨ
。
今
度
は
き

ぼ
う
さ
ん

っ
と
赤
僧
で
す
。
○
ホ
ホ
ホ
ホ
、
ソ
ラ
ど
う
で
す
。
黒
坊
主
で
せ

う
。
サ
ア
サ
ア
み
ん
な
出
し
て
お
し
ま
い
。
妾
は
今
度
は
台
附
で
。

ト
い
ひ
つ
つ
又
も
一
枚
か
へ
せ
バ
、
是
も
ま
た
赤
衣
僧
な
り
。

（
辻
）
ヲ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
お
品
さ
ま
も
身
代
限
り
で
す
ネ
。
○
そ
れ
じ

ゃ
ア
わ
た
し
が
台
附
き
で
す
ヨ
。

ト
い
ひ
つ
つ
一
枚
う
ち
か
へ
せ
ば
、
光
孝
天
皇
の
台
附
な
り
。

（
辻
）
そ
ら
御
覧
な
さ
い
ま
し
な
。
わ
た
し
が
皆
お
貰
ひ
申
し
ま
す

ヨ
。

こ
こ
に
「
早
く
お
起
し
な
さ
い
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
呼
称
（
札
を

め
く
っ
て
裏
返
す
）
に
関
連
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
「
赤
僧
」

・「
黒
坊
主
」・「
赤
衣
僧
」
と
あ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
坊
主
札
の
こ
と
の

よ
う
で
す
。「
サ
ア
サ
ア
み
ん
な
出
し
て
お
し
ま
い
」
と
あ
る
の
は
、
坊

主
を
引
い
た
ら
手
持
ち
の
札
を
場
に
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
ル

ー
ル
で
し
ょ
う
。

三

次
に
「
台
付
」・「
光
孝
天
皇
」
は
、
繧
繝
縁
畳
を
敷
い
て
い
る
天
皇
札

の
こ
と
の
よ
う
で
す
。
現
在
、
天
皇
札
は
役
札
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当

時
は
役
札
と
し
て
機
能
し
て
い
た
よ
う
で
す
、
こ
の
札
を
引
き
当
て
た
人

が
、「
わ
た
し
が
皆
お
貰
ひ
申
し
ま
す
」
と
発
言
し
て
、
場
に
あ
る
札
を

全
部
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
の
が
そ
の
証
拠
で
す
。

そ
の
後
、
来
客
が
あ
っ
た
の
で
、
今
度
は
通
常
の
か
る
た
取
り
が
行
わ

れ
ま
す
。

（
品
）
さ
う
、
そ
れ
じ
ゃ
ア
又
歌
留
多
を
と
ら
う
や
。
ヨ
ウ
姉
さ
ん
、

し

散
ら
し
を
為
や
う
じ
ゃ
ア
な
い
か
。

こ
こ
に
「
散
ら
し
を
為
や
う
じ
ゃ
ア
な
い
か
」
と
あ
る
こ
と
に
は
留
意

し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
で
「
散
ら
し
」
の
用
例
も
明
治
１９
年
ま
で
遡
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

加
え
て
か
る
た
取
り
に
か
か
わ
り
の
あ
る
会
話
も
あ
り
ま
す
。

（
品
）
さ
う
、
う
れ
し
い
ネ
エ
。
け
ふ
は
田
沼
さ
ん
の
手
を
引
掻
い

て
や
ら
う
や
。
こ
ら
御
覧
き
の
ふ
ネ
田
沼
さ
ん
が
ネ
、
わ
た
し
の
手

を
、
ホ
ラ
、
こ
ん
な
に
掻
む
し
ツ
た
の
。
今
で
も
ま
だ
痛
い
や
う
だ

ワ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
か
る
た
取
り
は
必
ず
し
も
上
品
・
優
美
な
遊
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び
で
は
な
く
、
爪
を
立
て
て
引
掻
い
た
り
奪
い
合
っ
た
り
す
る
激
し
い
遊

び
だ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
ま
す
。

四

以
上
の
よ
う
に
、『
妹
と
背
か
ゞ
み
』
の
記
述
は
、
か
る
た
遊
び
の
資

料
と
し
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。「
古
く
か
ら
遊
ば
れ
て
い

た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
競
技
か
る
た
以
前
で
あ
っ
て
、
決

し
て
江
戸
時
代
か
ら
遊
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
で
す
か

ら
用
例
的
に
は
明
治
以
降
の
遊
び
、
と
し
て
お
く
方
が
妥
当
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
今
後
、
明
治
１９
年
を
遡
る
資
料
が
発
掘
さ
れ
る
こ
と
を
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。

⑥
森
し
げ
『
旅
帰
』
の
中
の
か
る
た
取
り

一

森
鴎
外
夫
人
の
森
し
げ
は
、
自
分
で
も
書
き
物
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の

一
つ
で
あ
る
『
旅
帰
』
と
い
う
作
品
に
、
森
家
に
お
け
る
か
る
た
取
り
が

書
か
れ
て
い
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

二

久
々
に
旅
か
ら
帰
宅
し
た
父
（
鴎
外
）
に
向
か
っ
て
娘
が
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
ま
す
。

か
る
た

「
パ
パ
骨
牌
を
取
り
ま
せ
う
。」

く
さ

鳥
さ
ん
は
一
月
七
日
に
生
れ
た
。
そ
れ
で
今
年
の
七
種
の
日
に
も

親
類
の
人
達
を
呼
ん
で
お
祝
い
を
し
た
。
そ
の
時
に
横
浜
の
を
ば
様

に
標
準
骨
牌
と
い
ふ
の
を
戴
い
た
。
そ
れ
を
取
り
始
め
て
、
毎
晩
学

さ
ら
い

校
の
お
浚
と
ピ
ア
ノ
の
お
浚
と
が
済
む
と
、
女
中
達
を
呼
ん
で
来
て

取
る
の
で
あ
る
。

「
骨
牌
は
晩
に
お
風
炉
へ
は
い
る
迄
と
極
め
て
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。」

か

「
そ
れ
で
は
今
夜
は
パ
パ
も
は
い
つ
て
頂
戴
。
母
あ
さ
ん
。
今
日
は

日
曜
だ
か
ら
ピ
ア
ノ
も
勉
強
も
無
し
で
せ
う
。
夜
に
な
つ
た
ら
、
き

つ
と
取
ら
せ
て
頂
戴
よ
。」

そ
れ
か
ら
パ
パ
は
留
守
中
の
郵
便
物
を
調
べ
て
、
西
洋
か
ら
来
た

雑
誌
に
一
通
り
目
を
通
し
た
。

お
客
が
二
三
人
あ
つ
た
。

夜
に
な
つ
た
。
鳥
さ
ん
は
骨
牌
を
持
ち
出
し
て
、
と
う
と
う
パ
パ

を
仲
間
に
入
れ
た
。
藤
子
の
読
方
が
間
違
っ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
は
、

二
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パ
パ
が
気
に
し
て
直
さ
す
。
藤
子
は
読
取
で
、
パ
パ
の
札
を
ず
ん
ず

ん
抜
く
。
鳥
さ
ん
は
「
パ
パ
が
負
け
る
と
可
哀
相
だ
か
ら
お
廃
な
さ

い
」
と
お
母
あ
さ
ん
に
頼
む
様
に
云
ふ
。
パ
パ
は
「
勝
負
事
に
勝
つ

奴
は
厭
な
奴
に
極
ま
つ
て
ゐ
る
。
己
な
ん
か
は
人
を
負
か
し
て
、
そ

れ
が
愉
快
と
は
思
は
れ
な
い
」
と
云
ふ
が
、
藤
子
は
余
程
厭
な
奴
だ

と
見
え
て
、
遊
び
事
な
ら
何
で
も
勝
つ
。
パ
パ
は
と
う
と
う
さ
ん
ざ

ん
に
負
け
て
か
う
云
つ
た
。

「
己
が
人
を
負
か
す
の
が
愉
快
で
な
い
と
云
つ
た
つ
て
、
何
も
負
け

る
の
が
愉
快
な
わ
け
で
は
な
い
。
さ
あ
来
い
。
今
度
は
腕
力
で
勝
つ

て
遣
る
。」

パ
パ
の
手
と
母
あ
さ
ん
の
手
と
で
、
骨
牌
の
引
張
合
が
始
ま
る
。

そ
れ
が
面
白
い
と
云
つ
て
、
鳥
さ
ん
は
喜
ぶ
。

文
中
の
「
標
準
骨
牌
」
は
、
明
治
３７
年
に
萬
朝
報
遊
技
部
が
考
案
し
た

競
技
か
る
た
で
す
か
ら
、
こ
の
話
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
決
し
て
高
価
な
も
の
で
は
な
く
、
初
め
て
ひ
ら
が
な
活
字
で

印
刷
さ
れ
た
か
る
た
で
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
競
技
用
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。

三

こ
こ
で
か
る
た
取
り
に
負
け
た
鴎
外
は
、
今
度
は
妻
と
か
る
た
の
引
っ

張
り
合
い
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た
遊
び
方
が
当
時
普
通
に
行
わ

れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
さ
ら

な
る
資
料
の
発
掘
が
急
務
で
す
。

⑦
序
歌
「
難
波
津
に
」
に
つ
い
て

一

百
人
一
首
と
は
直
接
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、
競
技
か
る
た
の
試
合
で
必

ず
最
初
に
詠
ま
れ
る
「
序
歌
」（
競
技
を
開
始
す
る
前
に
詠
み
あ
げ
る
歌
）

に
つ
い
て
述
べ
て
み
ま
す
。『
増
補
訂
正
百
人
一
首
か
る
た
必
勝
法
』（
明

治
３８
年
）
に
は
、

か
ら
よ

近
頃
は
読
み
初
め
に
空
読
み
と
い
ふ
こ
と
が
流
行
し
ま
す
。
之
れ
は

取
手
に
注
意
を
与
へ
且
つ
読
み
手
の
音
色
及
び
調
子
を
知
ら
し
め
る

の
で
至
極
結
構
な
事
で
す
。
空
読
み
と
い
ふ
の
は
他
の
歌
を
読
む
の

で
例
へ
ば
「
敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ば
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
か
な
」

と
い
ふ
歌
を
読
む
の
で
す
。
此
時
に
は
読
初
め
に
「
か
ら
を
一
枚
」

と
か
「
か
ら
を
読
み
ま
す
」
と
断
わ
つ
て
読
む
の
で
す
。

三
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と
あ
っ
て
、
ま
だ
序
歌
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
本
居
宣
長
の

歌
を
用
い
て
い
ま
す
が
、「
序
歌
」
は
百
人
一
首
以
外
の
歌
な
ら
何
で
も

良
か
っ
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
福
岡
の
大
宰
府
で
は
、
そ
こ
に
も
っ
と
も

ふ
さ
わ
し
い
菅
原
道
真
の
「
東
風
吹
か
ば
」
歌
を
序
歌
と
し
て
い
た
そ
う

で
す
。

二

後
に
佐
々
木
信
綱
氏
に
序
歌
の
選
択
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、「
難
波
津

に
」
歌
を
推
薦
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、
全
日
本
か
る
た
協
会
で
は
「
序

歌
」
を
「
難
波
津
に
」
歌
に
統
一
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ
の
「
難
波
津

に
」
と
は
次
の
歌
の
こ
と
で
す
。

難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
冬
ご
も
り
今
は
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
花

（
難
波
津
に
咲
い
て
い
る
よ
、
梅
の
花
が
。
今
は
春
に
な
っ
た
と
咲

い
て
い
る
よ
、
梅
の
花
が
。）

こ
の
歌
は
、
本
来
は
単
純
に
春
の
到
来
を
こ
と
ほ
ぐ
古
歌
だ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
出
典
た
る
『
古
今
集
』
仮
名
序
で
は
、
百
済
か
ら
帰

化
し
た
王
仁
が
仁
徳
天
皇
（
第
十
六
代
）
の
即
位
を
促
す
た
め
に
詠
じ
た

歌
で
あ
る
と
政
治
的
な
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
そ
こ
ま
で
歌

の
成
立
が
遡
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
。
と
い
う
の
も
『
古
事
記
』・『
日

本
書
紀
』・『
万
葉
集
』
に
、
こ
の
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

三

ま
た
仮
名
序
に
は
、「
歌
の
父
母
の
や
う
に
て
ぞ
、
手
習
ふ
人
の
は
じ

め
に
も
し
け
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
っ
て
、
手
習
い
（
書
道
）
の
最
初
の

手
本
と
し
て
こ
の
歌
が
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は

『
枕
草
子
』
二
十
段
に
「
た
だ
思
ひ
ま
は
さ
で
、
難
波
津
も
何
も
、
ふ
と

お
ぼ
え
む
事
を
」
と
引
用
さ
れ
て
お
り
、
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
歌
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
も
、「
ま
だ

難
波
津
を
だ
に
は
か
ば
か
し
う
続
け
侍
ら
ざ
め
れ
ば
」
と
出
て
お
り
、
幼

い
紫
の
上
は
ま
だ
難
波
津
の
歌
さ
え
続
け
書
き
で
き
な
い
と
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
資
料
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
に
「
難
波
津
」
歌
が
書
道
手

本
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
佐
々
木
信

綱
氏
は
こ
の
歌
を
序
歌
に
撰
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
法
隆
寺
五
重
塔

の
天
井
落
書
や
、
平
城
京
の
複
数
の
出
土
品
に
こ
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
る

点
、
最
初
か
ら
子
供
用
の
手
習
い
歌
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
儀
式
な
ど
に
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
呪
歌
的
な
も
の

だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
予
祝
性
を
有
す
る
）
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
「
難
波
津
」
は
大
阪
の
難
波
の
港
の
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
て
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仁
徳
天
皇
が
居
住
し
た
こ
と
で
「
難
波
の
宮
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
し
た
。
当
然
、
大
阪
と
の
結
び
付
き
が
強
い
の
で
す
が
、
地
域
性
を

超
越
し
て
平
城
京
や
平
安
京
で
も
も
て
は
や
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
日

本
人
の
共
有
財
産
（
歌
の
父
母
）
と
し
て
確
立
し
て
い
ま
し
た
。

四

こ
こ
で
歌
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
「
冬
ご
も
り
」

は
、「
春
」
に
か
か
る
枕
詞
あ
る
い
は
春
を
導
く
言
葉
と
な
っ
て
い
ま
す
。

春
に
咲
く
「
花
」
と
い
え
ば
「
梅
」
か
「
桜
」
の
こ
と
で
す
ね
。
か
つ
て

「
梅
」
は
中
国
か
ら
薬
用
に
輸
入
さ
れ
た
舶
来
の
植
物
と
し
て
珍
重
さ
れ

て
い
ま
し
た
。『
万
葉
集
』
で
も
「
萩
」
に
つ
い
で
二
番
目
に
多
く
詠
ま

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
桜
」
は
国
産
で
あ
り
、
野
生
の
山
桜
が

主
流
で
し
た
（
わ
ざ
わ
ざ
前
栽
に
は
植
え
ま
せ
ん
）。
さ
ら
に
開
花
時
期

の
早
い
「
梅
」
は
、
百
花
の
さ
き
が
け
で
あ
り
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
花
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
遅
れ
て
咲
く
「
桜
」
に
そ
の
役
割
は

な
い
の
で
、
春
（
初
春
）
の
讃
歌
と
し
て
は
「
梅
」
の
方
が
断
然
ふ
さ
わ

し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
仮
名
序
の
割
注
に
も
、「
こ
の
花
は

梅
の
花
を
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
注
意
し
て
お

き
た
い
の
は
、
古
い
「
梅
」
は
す
べ
て
「
白
梅
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
雪
を
花
に
見
立
て
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
す
。
色

も
香
も
兼
ね
備
え
た
紅
梅
の
登
場
は
、『
古
今
集
』
の
成
立
ま
で
も
う
し

ば
ら
く
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
梅
」
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
馥
郁
た
る
香
り
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
を
歌
で
は
「
香
に
匂
ふ
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
（
紀
貫
之
の

「
人
は
い
さ
」
歌
に
あ
り
ま
す
）。
三
つ
目
は
、「
梅
」
は
漢
方
薬
と
し
て

有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
く
は
観
賞
用
で
は
な
く
薬
用
植
物
だ

っ
た
の
で
す
。
こ
の
三
つ
の
特
徴
は
、
こ
と
ご
と
く
桜
に
は
欠
け
て
お

り
、「
梅
」
固
有
の
長
所
と
言
え
ま
す
。

五

な
お
、
歌
の
四
句
目
に
は
「
今
は
」
か
「
今
を
」
か
と
い
う
本
文
異
同

が
生
じ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
間
違
い
で
は
な
い
の
で
す
が
、
古
い
写
本

は
全
て
「
今
は
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
下
っ
て
江
戸
時
代
以
降
に
「
今

を
」
本
文
が
流
布
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
競
技
か
る
た
の
序
歌
と
し
て
は

「
今
を
」
本
文
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
今
は
」
だ
と
百
人

一
首
の
「
今
は
た
だ
」
歌
と
誤
解
し
て
、
序
歌
で
お
手
つ
き
す
る
人
が
い

る
か
ら
と
の
こ
と
で
し
た
。
一
般
人
に
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
話
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

三
二



⑧
【
資
料
】
牧
野
信
一
『
昔
の
歌
留
多
』
婦
人
公
論
第
十
二
巻
六

号
・
昭
和
２
年
６
月

〔
解
説
〕

牧
野
信
一
の
『
昔
の
歌
留
多
』
に
は
、
そ
れ
こ
そ
昭
和
以
前
の
古
い
か

る
た
取
り
の
実
態
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
特
に
か
る
た
の
札
を
家
々
で
作

っ
て
遊
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
の
た
め
文
字
が
読
み
に
く
か
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
今
以
上
に
荒
っ
ぽ
い
ル
ー
ル
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
こ
れ

こ
そ
競
技
か
る
た
と
は
正
反
対
の
お
座
敷
か
る
た
（
家
庭
か
る
た
）
の
典

型
と
思
わ
る
の
で
、
全
文
を
紹
介
し
ま
す
。

〔
本
文
〕

こ
と
ご
と

彼
や
母
の
歌
留
多
は
買
つ
た
札
で
は
な
か
つ
た
。
悉
く
自
家
製
の

の
ど
か

ど

こ

も
の
だ
つ
た
。
秋
の
初
め
頃
か
ら
長
閑
な
夜
を
選
ん
で
何
処
の
家
で

も
、
虫
の
声
を
聴
き
な
が
ら
歌
留
多
つ
く
り
に
夜
を
更
し
た
。
こ
れ

ふ
だ

が
正
月
の
最
初
の
用
意
だ
つ
た
。
板
目
紙
を
札
の
形
に
た
つ
て
、
茶

づ
つ

色
の
薬
袋
紙
で
裏
打
ち
を
し
た
。
そ
れ
を
二
三
枚
宛
、
耽
念
に
塩
煎

餅
を
あ
ぶ
る
や
う
に
遠
火
で
乾
し
た
。
そ
れ
に
、
若
い
女
が
凝
つ
た

ふ
る

な
ら
は
し

筆
法
で
筆
を
揮
ふ
の
が
常
習
だ
つ
た
。
三
枚
五
枚
宛
夜
毎
に
札
の
増

え
て
行
く
の
を
滝
は
、
そ
ろ
へ
た
記
憶
が
あ
る
。「
読
み
」
と
「
取

り
」
が
夫
々
二
組
出
来
あ
が
る
ま
で
に
は
冬
に
な
る
の
で
あ
つ
た
。

正
月
に
な
る
と
所
々
に
連
夜
の
歌
留
多
会
が
開
か
れ
た
。
夫
々
の

家
の
札
が
、
筆
法
が
悉
く
ま
ち
ま
ち
な
の
で
（
そ
れ
が
巧
み
に
、
解

り
憎
く
、
崩
し
て
あ
れ
ば
あ
る
程
感
嘆
さ
れ
た
）、
当
分
の
間
は
、

歌
留
多
会
と
は
云
ふ
も
の
ゝ
文
字
の
鑑
賞
会
に
等
し
い
も
の
で
あ
つ

た
。「

ま
あ
ア
、
し
づ
ご
ゝ
ろ
な
く
│
は
、
そ
れ
だ
つ
た
ん
で
す
か
、

こ
れ
ぢ
や
ー
一
寸
と
解
り
ま
せ
ん
ね
、
斯
う
崩
さ
れ
た
ん
で
は
│
」

し
ん
し
ん

持
札
を
抜
か
れ
た
人
は
改
め
て
そ
の
札
を
手
に
と
る
と
沁
々
と
首

か
し

を
傾
げ
て
自
分
が
負
け
た
こ
と
も
打
ち
忘
れ
て
、
筆
跡
ば
か
り
を
そ

ん
な
風
に
感
嘆
す
る
の
で
あ
る
。「
何
と
ま
ア
見
事
な
！
」

「
な
る
ほ
ど
ね
！
」
別
の
者
も
そ
れ
を
覗
い
た
。
そ
し
て
そ
の
家

の
主
人
公
に
得
意
を
覚
え
さ
せ
る
の
が
一
応
の
礼
だ
つ
た
ら
し
い
。

だ
か
ら
そ
れ
を
書
く
場
合
の
若
い
女
の
懸
命
さ
と
云
つ
た
ら
な
か
つ

た
。一

つ
一
つ
札
を
取
り
あ
げ
て
そ
ん
な
風
に
吟
味
し
て
ゐ
る
の
だ
か

ら
二
回
位
ひ
の
接
戦
で
夜
が
更
け
て
し
ま
ふ
。
そ
し
て
必
ず
主
人
側

が
勝
を
得
る
の
に
決
つ
て
ゐ
た
。「
歌
の
会
」
の
や
う
に
静
か
だ
つ
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た
。さ

う
し
た
会
合
が
順
次
の
家
々
で
七
草
の
日
ま
で
続
く
。
│
だ

が
、
七
草
が
過
ぎ
て
各
家
の
札
の
筆
法
を
悉
く
の
選
手
が
呑
み
込
ん

で
か
ら
の
決
戦
は
凄
ま
じ
か
つ
た
。
全
く
、
前
日
迄
の
と
は
反
対
の

会
合
が
順
次
の
家
々
を
繰
り
返
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

た
ゞ
指
で
差
し
た
ゞ
け
で
は
取
つ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
他
人

お
さ

が
先
に
圧
え
た
札
で
も
後
の
者
が
力
づ
く
で
奪
ひ
取
れ
ば
、
そ
の
人

の
勝
に
な
る
。
選
手
た
ち
は
キ
ヤ
ツ
！
キ
ヤ
ツ
と
野
蛮
な
悲
鳴
を
あ

げ
て
、
一
枚
の
札
の
フ
ン
だ
く
り
合
ひ
を
す
る
の
で
あ
つ
た
。
ア
ハ

ヤ
己
れ
の
手
に
帰
さ
う
と
し
た
札
を
後
の
者
が
ね
ぢ
く
り
と
つ
た
。

素
早
く
札
を
握
つ
て
埒
外
に
飛
び
の
か
な
け
れ
ば
完
全
に
己
れ
の
札

と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
キ
ヤ
ツ
！
酷
い
爪
だ
！
」「
口
惜
し
い

わ
た
し

口
惜
し
い
、
そ
れ
ア
妾
ん
で
す
わ
よ
う
！
」「
痛
ツ
、
鼻
を
折
ら
れ

げ
ん
こ

た
。
見
か
け
に
寄
ら
ず
怖
ろ
し
い
力
の
こ
も
つ
た
拳
固
だ
つ
た
っ

ぞ
。
あ
れ
ア
誰
だ
！
」「
ア
ラ
ア
！
髪
の
毛
が
！
誰
さ
羽
織
な
ん
て

着
て
ゐ
る
の
は
！
」

こ
す

「
そ
れ
ア
狡
い
わ
よ
、
馬
鹿
ア
！
」

よ

そ

格
闘
に
等
し
い
騒
ぎ
で
夜
を
更
か
し
た
。
滝
は
、
他
所
へ
は
伴
れ

て
行
か
れ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
が
、
そ
し
て
年
寄
や
子
供
は
吾
家
の

場
合
で
も
仲
間
に
は
入
れ
な
か
つ
た
が
、
と
て
も
騒
々
し
く
て
眠
れ

る
わ
け
が
な
い
│
だ
か
ら
、
そ
の
光
景
は
今
で
も
ま
ざ
ま
ざ
と
覚
え

て
ゐ
る
。

か
す

札
が
、
も
う
ヨ
レ
ヨ
レ
に
な
り
、
文
字
も
微
か
に
す
り
切
れ
て
し

ま
ふ
頃
の
歌
留
多
会
が
最
も
若
い
選
手
達
の
胸
を
躍
ら
せ
た
ら
し

い
。
正
月
の
終
り
の
時
分
に
な
る
と
、
大
抵
の
札
は
つ
ぎ
目
が
つ
い

つ
か

て
、
布
の
や
う
な
手
触
り
に
な
る
。
握
む
と
綿
の
や
う
に
手
の
平
に

か
く
れ
て
し
ま
ふ
。
業
々
し
く
手
の
甲
に
繃
帯
を
巻
い
た
娘
や
、
鼻

側
に
絆
創
膏
を
貼
つ
た
男
な
ど
が
大
手
を
振
つ
て
繰
り
込
ん
で
来

た
。
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