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は
じ
め
に

　

起
こ
り
う
る
出
来
事
の
一
切
を
調
整
す
る
と
い
う
「
コ
ー
デ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
（C

oordinologist

）」
を
自
称
し
、
芸
術
家
で
も
建
築
家
で

も
あ
っ
た
荒
川
修
作
と
マ
ド
リ
ン
・
ギ
ン
ズ
（
以
下
、
Ａ
／
Ｇ
）
が
創
出
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
の
ひ
と
つ
に
「
切
り
閉
じ
（cleaving

）」
が

あ
る
。
こ
のcleave

と
い
う
動
詞
に
は
、「
切
り
裂
く
」
と
い
う
他
動
詞
的
意
味
と
、「
く
っ
つ
く
」
と
い
う
自
動
詞
的
意
味
が
同
居
す
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
切
り
離
す
の
で
あ
る
か
ら
、
接
合
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
ひ
と
つ
の
動
詞
に
二
重
の
相
反
す
る
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
す
で
に
多
く
の
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
事
を
切
り
離
す
こ
と
が
、
同
時
に
新
た
に
物
事
を
連
結
さ
せ
る
。
何
か

切
り
閉
じ
る
技
術
―A

RA
K
A
W
A
+GIN

S

と
世
界
原
理

稲
　
垣
　
　
　
諭

「
人
は
地
球
が
動
く
よ
う
に
動
か
な
く
て
は
い
け
な
い（
１
）」 

「
知
覚
に
も
手
や
足
が
あ
り
そ
う
だ（
２
）」 



48

か
ら
距
離
を
取
る
こ
と
が
、
そ
の
距
離
を
さ
ら
に
詰
め
る
。
逆
に
距
離
を
詰
め
る
こ
と
が
、
関
係
性
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ

る
。

　

よ
り
微
視
的
に
は
、
切
断
が
起
こ
る
と
き
、
切
断
す
る
も
の
と
切
断
さ
れ
る
も
の
は
互
い
に
触
れ
合
い
、
カ
タ
ツ
ム
リ
が
大
地
を
這
う

よ
う
に
接
着
と
離
脱
は
非
連
続
的
な
連
続
体
と
な
っ
て
い
る
。

　

水
を
切
り
分
け
る
こ
と
は
、
か
き
混
ぜ
る
こ
と
で
あ
る
。
生
い
茂
っ
た
木
々
を
切
り
分
け
る
こ
と
は
、
道
を
拓
く
こ
と
で
あ
る
。
あ
る

一
つ
の
行
為
が
、
そ
の
行
為
の
予
測
さ
れ
る
帰
結
と
は
独
立
の
帰
結
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
る
。

　

日
本
語
で
は
太
刀
で
斬
り
合
う
こ
と
を
「
切
り
結
ぶ
」
と
表
現
す
る
が
、
生
と
死
を
切
り
分
け
る
真
剣
勝
負
が
、
同
時
に
新
た
な
経
験

の
展
開
に
つ
な
が
る
。
接
続
と
切
断
は
、
想
定
さ
れ
る
ほ
ど
相
反
し
た
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
む
し
ろ
分
岐
す
る
経
験
の
表
裏
と

な
り
、
別
様
に
経
験
を
組
織
し
て
い
く
。

　

一
度
構
築
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
人
間
関
係
の
絆
の
よ
う
な
も
の
は
、
そ
う
や
す
や
す
と
変
わ
り
は
せ
ず
、
強
化
さ
れ
続
け
る
。

ケ
モ
ノ
道
の
よ
う
に
、
誰
が
意
図
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
一
度
道
が
作
ら
れ
る
と
、
そ
れ
を
使
い
続
け
、
使
い
倒
す
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
上
、
理
に
か
な
っ
て
お
り
、
他
の
選
択
も
あ
る
は
ず
だ
が
、
あ
え
て
そ
れ
以
外
の
選
択
を
取
る
必
要
も
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
物
事
を
接
合
す
る
試
み
は
、い
つ
も
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
の
放
棄
と
表
裏
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、

あ
る
い
は
気
づ
か
れ
ず
に
埋
も
れ
て
い
る
選
択
肢
を
実
現
す
る
に
は
、
一
度
構
築
さ
れ
た
関
係
性
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
分
断
し
て
み
る
よ

り
な
い
。
こ
れ
を
実
践
す
る
の
が
大
変
な
こ
と
は
よ
く
分
か
る
。

　

脳
内
の
免
疫
細
胞
で
あ
る
ミ
ク
ロ
グ
リ
ア
は
、
シ
ナ
プ
ス
の
周
囲
を
徘
徊
し
、
問
題
の
あ
る
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
触
診
し
た
の
ち
に

切
断
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
度
消
去
し
た
シ
ナ
プ
ス
を
そ
の
後
改
め
て
修
復
さ
せ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る（

３
）。
ま
る
で
ミ
ク
ロ
グ
リ
ア

が
、
神
経
系
の
機
能
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
依
存
度
や
影
響
度
を
、
切
り
閉
じ
な
が
ら
検
査
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
切
断
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の
技
術
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
か
。
Ａ
／
Ｇ
は
そ
れ
に
「
否
」
と
答
え
、
い
ま
だ
活
用
さ
れ
て
い
な
い
経
験
の
切
り
閉
じ
の
技
術
に
踏

み
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

１
．「
切
り
閉
じ
／
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

　

Ａ
／
Ｇ
は
「
所
与
（the G

iven

）」
と
い
う
人
間
の
生
に
初
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
、
身
体
や
意
識
の
経
験
一
切
を
支
え
、
今

な
お
支
え
続
け
て
い
る
も
の
を
再
編
す
る
こ
と
、
現
象
学
的
に
は
「
先
所
与
性
（Vorgegebenheit

）」
の
書
き
換
え
を
目
論
ん
で
い
る（
４
）。

彼
ら
の
制
作
は
、
意
識
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
た
と
え
そ
れ
が
運
命
だ
と
し
て
も
端
的
に
信
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
「
切

り
閉
じ
ら
れ
た
」
運
動
の
副
産
物
と
し
て
の
虚
構
し
か
な
い
こ
と
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　

以
下
で
は
、
Ａ
／
Ｇ
が
こ
の
「
切
り
閉
じ
・
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
」
を
ど
の
よ
う
な
経
験
と
し
て
押
さ
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
確
認

す
る
。
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
自
体
は
、『
意
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』（
１
９
７
１
年
ド
イ
ツ
語
版
）
に
お
い
て
す
で
に
「
ブ
ラ
ン
ク
（
空
虚
）」

と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
テ
イ
ラ
ー
に
倣
え
ば
そ
れ
は
「
発
生
を
発
生
さ
せ
る
消
失（

５
）」

で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
意
味
が
充
溢
し
て

く
る
、
そ
れ
自
体
は
意
味
を
免
れ
た
質
量
性
の
ブ
ラ
ン
ク
が
生
ま
れ
る
働
き
で
あ
る
と
い
う
。
Ａ
／
Ｇ
が
実
際
に
述
べ
て
い
る
箇
所
を
挙

げ
る
。

「
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
は
、
世
界
が
動
い
て
い
く
際
の
ひ
と
つ
の
基
本
的
な
操
作
要
件
だ
と
、
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
物

質
で
あ
る
世
界
は
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
首
尾
一
貫
す
る
、
あ
る
い
は
、
分
割
し
同
時
に
結
合
す
る
こ
と
で
あ
る
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ

が
こ
の
一
貫
性
を
偏
在
す
る
よ
う
に
設
定
す
る
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
言
っ
て
み
た
い
。
絶
え
ず
個
々
の
部

分
に
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
、
こ
の
瞬
間
的
で
あ
る
付
着
し
な
い
付
着
は
、
こ
と
ご
と
く
の
活
動
に
と
っ
て
の
源
、
土
台
に
な
る
、
と（

６
）」。
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「
い
た
る
と
こ
ろ
で
起
る
（
質
量
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
の
切
り
閉
じ
が
、
受
容
性
の
き
ざ
し
で
あ
る
織
り
物
〔
組
織
〕
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
。

こ
の
段
階
で
は
、
受
容
性
な
い
し
感
受
性
は
、
く
り
か
え
し
起
る
出
来
事
を
よ
り
現
実
ら
し
い
も
の
と
す
る
一
連
の
条
件
以
上
の
も
の
で

は
な
い（

７
）」。

「
切
り
閉
じ
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
質
量
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
れ
自
身
を
切
り
閉
じ
る
、
そ
れ
自
身
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
自
身

へ
と
縫
い
閉
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
は
次
元
を
そ
れ
自
身
か
ら
、
ま
た
そ
れ
自
身
へ
と
つ
く
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
ゆ
っ
く
り
と
、
濃
淡

の
さ
ま
ざ
ま
な
綾
に
な
っ
て
ゆ
く（

８
）」。

「
出
来
事
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
生
じ
る
群
は
、
じ
つ
は
新
し
い
基
準
で
の
切
り
閉
じ
る
も
の
に
な
る
。
残
り
の
す
べ
て
か
ら
突
出
し
た
、

よ
り
濃
密
な
、
無
次
元
な
も
の
に
。
こ
れ
ら
切
り
閉
じ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
、
濃
度
の
さ
ま
ざ
ま
な
織
物
、
質
量
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
分
布
が
、
互
い
に
調
和
し
て
動
き
始
め
る
と
き
、
場
所
の
感
覚
（a sense of place

）
が
芽
生
え
る（
９
）」。

「
濃
淡
の
さ
ま
ざ
ま
な
綾
を
調
和
さ
せ
な
が
ら
切
り
閉
じ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
原
―

感
覚
（proto-sense

）
は
、
部
分
的
に
感
覚
器
官
へ

と
発
展
す
る
が
、
部
分
的
に
は
未
分
化
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
ブ
ラ
ン
ク
の
ま
ま
で
あ
る）

（1
（

」。

「
個
は
ブ
ラ
ン
ク
の
場
の
網
目
（
巣
）
と
し
て
生
き
る）
（（
（

」。

　

Ａ
／
Ｇ
に
お
い
て
「
切
り
閉
じ
」
は
、「
質
量
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
な
る
世
界
の
運
動
を
支
え
る
原
理
的
な
働
き
と
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し
て
想
定
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
そ
れ
は
世
界
と
主
体
を
つ
な
ぐ
認
知
的
で
志
向
的
な
働
き
の
ず
っ
と
手
前
、
意
味
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
、
同

時
に
一
意
的
に
収
束
す
る
手
前
の
世
界
の
運
動
の
「
モ
デ
ル）

（1
（

」
で
あ
り
、
存
在
論
的
仮
定
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
れ
ば
、
万
有
と
し
て

の
神
／
自
然
か
ら
の
個
体
の
演
繹
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
れ
ば
モ
ナ
ド
の
複
層
的
組
立
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
彼
ら
は
神
で
あ
れ
モ
ナ
ド
で

あ
れ
、
初
め
に
切
り
閉
じ
の
運
動
が
起
こ
る
も
の
と
し
て
設
定
す
る
。

　

こ
れ
ら
切
り
閉
じ
の
集
合
的
連
鎖
が
、
濃
淡
を
、
偏
り
を
生
み
出
し
、
綾
／
組
織
（tissues

）
と
な
り
、
一
時
的
で
は
あ
れ
、
感
覚
の

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
生
む
。
各
種
感
覚
器
官
が
世
界
を
切
り
閉
じ
る
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
切
り
閉
じ
の
結
果
、
切
り
閉
じ
の
働
き
の

連
続
が
、
感
覚
器
官
を
偶
発
的
に
組
織
す
る
。
そ
れ
ら
感
覚
器
官
の
集
合
体
と
し
て
の
個
で
さ
え
、
切
り
閉
じ
の
副
産
物
で
あ
る
。
こ
れ

が
、
Ａ
／
Ｇ
の
描
く
世
界
生
成
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
、
図
示
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
構
成
順
序
と
な
る
。

1
世
界
＝
質
量
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
切
り
閉
じ
（C

leaving

）
の
集
合

2
濃
淡
の
あ
る
綾
、
度
合
い
、
偏
り
（B

lank
：
空
隙
）

3
場
所
の
感
覚
、
原
感
覚
、
感
覚
器
官
（Landing site

）

4
個
体
（
有
機
体
―
Ｘ 

、
人
間
、
バ
イ
ソ
ン
、
カ
タ
ツ
ム
リ
、
機
械
）

　

60
年
代
か
ら
70
年
代
に
か
け
て
『
意
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
を
起
点
に
発
表
さ
れ
た
、
幾
何
図
形
を
用
い
た
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
か
ら
な
る
作

品
群
は
、
こ
の
切
り
閉
じ
の
働
き
の
最
中
に
身
を
置
く
た
め
に
、
意
味
の
空
隙
を
指
定
し
、「
ブ
ラ
ン
ク
（
空
）」
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
に

主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

意
味
そ
の
も
の
が
出
来
す
る
場
所
は
、
意
味
的
で
は
な
く
、
そ
こ
で
の
運
動
の
展
開
は
未
確
定
性
に
溢
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
問
題
は
、
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絵
画
作
品
で
は
、
こ
の
多
様
な
未
決
性
が
、
思
考
や
そ
れ
を
貫
く
言
語
の
枠
内
に
縮
減
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
建
築
家
で
あ
る
藤

井
博
巳
と
の
対
話
集
で
荒
川
は
、
そ
う
し
た
試
み
の
限
界
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
現
代
哲
学
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
言
説
に
よ
る
思
考
は
、
結
局
、
そ
れ
ら
の
現
象
や
出
来
事
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
役
目
し
か

果
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。
だ
か
ら
、
こ
の
約
百
年
の
哲
学
や
詩
の
歴
史
を
み
て
も
、
生
活
し
て
い
る
人
間
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
は
、

何
一
つ
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん）

（1
（

」。

「
た
と
え
ば
過
ぎ
去
っ
た
20
世
紀
、
１
０
０
年
の
哲
学
（
思
想
界
）
の
動
き
を
見
て
み
て
も
、
す
べ
て
の
、
身
体
と
環
境
か
ら
起
こ
る
イ

ベ
ン
ト
（
出
来
事
）
を
『
内
在
化
』
す
る
、
い
や
、
さ
せ
る
た
め
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
一
生
懸
命
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
た）

（1
（

」。

「
私
に
と
っ
て
絵
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
所
詮
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
だ
っ
た
の
で
す
。
キ
ャ
ン
バ
ス
と
い
う
虚
構
の
う
え
に
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
し
か
な
い
。
ほ
と
ん
ど
視
覚
の
み
を
媒
介
と
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
建
築
以
外
の
芸
術
は
す
べ
て
、
そ

れ
に
似
て
い
ま
す
。
人
間
の
身
体
の
行
為
や
感
覚
、
そ
し
て
『
肉
体
』
と
い
う
も
の
や
現
象
が
、
は
じ
き
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら

で
す）

（1
（

」。

「
人
間
の
身
体
の
形
を
よ
く
見
て
み
れ
ば
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
建
築
だ
け
を
ス
マ
ー
ト
に
仕

上
げ
よ
う
と
す
る
の
か
。
人
間
の
身
体
の
行
為
に
合
わ
せ
れ
ば
、そ
ん
な
も
の
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
…
つ
ま
り
、『
無
限
』
か
ら
『
永
遠
』

に
近
づ
い
て
い
く
問
題
で
す
ね
。
…
ジ
オ
メ
ト
リ
ー
の
発
見
、
そ
の
間
違
っ
た
使
用
…
そ
の
た
め
に
途
中
の
作
業
を
蹴
っ
て
、
最
後
の
答
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え
だ
け
を
出
そ
う
と
し
た）
（1
（

」。

　
「
言
説
」、「
思
考
」、「
視
覚
」、「
絵
画
」、
こ
れ
ら
の
経
験
の
仕
方
を
変
え
る
だ
け
で
は
、
人
間
に
天
命
の
よ
う
に
課
さ
れ
た
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ン
（
先
所
与
性
）
を
組
み
替
え
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
自
ら
も
作
品
で
多
用
す
る
幾
何
学
（
ジ
オ
メ
ト
リ
ー
）
で
さ
え
、

「
偶
発
的
な
ブ
ラ
ン
ク
の
隣
人
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」 

と
し
て
、人
間
の
制
約
に
な
っ
て
い
る
と
Ａ
／
Ｇ
は
考
え
て
い
る
。
思
考
で
は
な
く
、

有
機
体
と
し
て
の
肉
体
と
そ
の
行
為
の
変
容
を
果
た
す
に
は
、
芸
術
で
さ
え
足
り
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
Ａ
／
Ｇ
は
身
体
が
そ
こ
で
行

為
を
生
み
出
す
「
環
境
」
の
設
定
の
仕
方
を
、
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
と
い
う
手
続
き
が
組
み
込
ま
れ
た
建
築
作
品
と
し
て
実
現
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

Ａ
／
Ｇ
の
制
作
コ
ン
セ
プ
ト
を
外
的
に
追
跡
す
る
と
、
60
年
代
か
ら
70
年
代
の
『
意
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』、
80
年
代
に
か
け
て
の
『
モ

デ
ル
・
オ
ブ
・
マ
イ
ン
ド
』、『
モ
デ
ル
・
オ
ブ
・
ボ
デ
ィ
』、
80
年
代
末
か
ら
90
年
代
へ
の
『
私
は
死
な
な
い
こ
と
に
決
め
た
』、
90
年
代

の
『
見
る
者
が
つ
く
ら
れ
る
場
』
を
経
て
、
２
０
０
０
年
代
の
『
天
命
反
転
』、
そ
し
て
『
建
築
す
る
身
体
』
へ
と
展
開
す
る
。

　

こ
う
し
た
制
作
コ
ン
セ
プ
ト
の
変
遷
に
追
随
す
る
よ
う
に
、
建
築
作
品
と
し
て
１
９
９
４
年
の
「
奈
義
の
龍
安
寺
（
岡
山
県
）」、

１
９
９
５
年
の
「
養
老
天
命
反
転
地
（
岐
阜
県
）」、
２
０
０
５
年
の
「
三
鷹
天
命
反
転
住
宅
（
東
京
都
）」、「
志
段
見
循
環
型
モ
デ
ル
住

宅
（
愛
知
県
）」、
２
０
０
８
年
の
「
バ
イ
オ
ス
ク
リ
ー
ヴ
・
ハ
ウ
ス
（
イ
ー
ス
ト
ハ
ン
プ
ト
ン
）」
が
作
ら
れ
て
い
く
。

　

最
後
の
「
バ
イ
オ
ス
ク
リ
ー
ヴ
（bioscleave

）」
と
い
う
Ａ
／
Ｇ
の
造
語
は
、「
バ
イ
オ
ス
フ
ィ
ア
（
生
命
圏
／biosphere

）」
と
い

う
語
が
指
示
す
る
経
験
の
徹
底
的
な
組
み
替
え
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
意
識
を
含
む
有
機
体
と
し
て
の
生
命
と
い
う
経
験
は
、
実
在
的

な
も
の
の
集
合
で
は
な
く
、「
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
／
切
り
閉
じ
」
の
集
合
か
ら
成
る
の
だ
と
Ａ
／
Ｇ
は
考
え
て
い
る
。
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「
バ
イ
オ
ス
ク
リ
ー
ヴ
は
そ
れ
じ
た
い
命
あ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
要
素
が
相
互
に
固
有
の
し
か
た
で
か
か
わ
り
あ
う
か
ぎ
り
、
さ
ら

に
は
こ
れ
と
そ
れ
と
を
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
そ
れ
か
ら
切
り
閉
じ
る
（
ク
リ
ー
ヴ
）
は
た
ら
き
が
あ
る
か
ぎ
り
、
は
っ
き
り
と
目
立
っ
た

も
の
に
な
る）

（1
（

」。

「
細
か
く
か
つ
巧
み
に
出
来
事
―

組
織
を
バ
イ
オ
ス
ク
リ
ー
ヴ
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
た
と
え
ば
主
観
、
客
観
の
区
分
の
よ
う
な
、
切
断
さ

れ
て
干
上
が
っ
た
分
離
は
、
避
け
る
べ
き
も
の
と
な
る）

11
（

」。

２
．
切
断
の
現
代
思
想

　

Ａ
／
Ｇ
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
と
い
う
経
験
の
詳
細
に
踏
み
込
む
前
に
、ひ
と
つ
大
き
な
誤
解
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
。
物
事
の
新
奇
さ
、

新
し
い
質
の
出
現
を
語
る
に
は
、
そ
れ
以
前
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
逸
脱
や
断
絶
、
意
味
の
不
連
続
さ
に
つ
い
て
語
る
の
が
最
も
簡
便

で
あ
る
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
思
考
や
シ
ス
テ
ム
論
で
用
い
ら
れ
る
「
出
来
事
」
や
「
事
件
」、「
創
発
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
こ
の
新
奇

さ
の
出
現
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
局
面
を
捉
え
る
た
め
の
理
論
語
で
あ
る）

1（
（

。

　

ま
た
「
切
片
（
化
）」、「
断
片
（
化
）」、「
切
断
」、「
中
断
」
と
い
う
の
も
一
時
的
に
流
行
し
、
今
な
お
流
布
し
て
い
る
現
代
思
考
の
概

念
群
で
あ
る）

11
（

。
数
学
の
世
界
で
、
連
続
性
の
あ
る
実
数
と
不
連
続
な
有
理
数
と
無
理
数
と
の
対
応
づ
け
を
行
う
「
デ
デ
キ
ン
ト
切
断
」
が

発
表
さ
れ
た
の
が
１
８
７
２
年
、
そ
の
後
、
数
に
つ
い
て
の
心
理
的
働
き
か
ら
現
象
学
を
開
始
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
論
理
学
研
究
』

第
三
研
究
（
１
９
０
１
）
の
中
で
形
式
的
存
在
論
に
お
け
る
「
断
片
化
」
に
つ
い
て
述
べ
、
現
象
学
的
還
元
を
措
定
の
働
き
を
「
遮
断
す

る
」
も
の
と
し
て
記
述
す
る
。
さ
ら
に
こ
こ
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ブ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
的
演
劇
の
中
に
見
出
し
た
異
化
効
果
と
し
て
の
「
中

断
」
の
手
続
き）

11
（

、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
野
生
の
思
考
と
し
て
見
出
し
た
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
、
あ
り
あ
わ
せ
の
断
片
を
つ
な
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ぎ
合
わ
せ
る
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
（
継
ぎ
接
ぎ
）
の
手
順
も
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
は
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』（
１
９
８
０
）

に
お
い
て
、
領
土
化
／
脱
領
土
化
と
い
う
概
念
対
を
用
い
な
が
ら
、
切
片
化
さ
れ
る
経
験
の
三
つ
の
モ
ー
ド
を
取
り
出
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
事
例
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。

　

こ
こ
で
リ
オ
タ
ー
ル
に
倣
っ
て
大
鉈
を
振
る
い
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
特
性
を
、
近
代
（
モ
ダ
ン
）
が
前
提
に
し
て
い
た
「
大
き
な
物

語
／
大
文
字
の
概
念
」
が
不
信
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
見
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
反
対
運
動
と
し
て
断
片
化
さ
れ
た
「
小
さ
な
物
語
／
周
縁

の
声
（
多
声
）」
を
、そ
の
固
有
の
モ
ー
ド
を
取
り
出
し
な
が
ら
記
述
す
る
こ
と
へ
と
力
点
が
移
行
し
た
と
も
い
え
る）

11
（

。
そ
れ
は
図
ら
ず
も
、

細
分
化
を
極
度
に
推
し
進
め
る
自
然
科
学
的
思
考
の
歩
み
と
軌
を
一
に
し）

11
（

、
当
然
「
切
り
閉
じ
」
を
主
題
化
す
る
Ａ
／
Ｇ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
も
こ
う
し
た
枠
内
に
配
置
可
能
で
あ
る
。

　

実
際
に
Ａ
／
Ｇ
も
『
意
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
改
訂
版
の
序
文
で
、「
本
書
の
は
じ
め
の
部
分
で
、
わ
れ
わ
れ
は
断
片
を
取
り
上
げ
る
。

…
次
に
、
そ
れ
ら
断
片
と
断
片
ら
し
く
見
え
る
も
の
た
ち
を
再
–
創
造
し
再
結
合
さ
せ
て
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
全
体
を
、
ひ
と
つ
の
ま
っ

た
く
別
の
も
の
で
あ
る
知
覚
者
を
、
可
能
な
か
ぎ
り
作
り
出
そ
う
と
提
案
す
る）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
Ａ
／
Ｇ
と
実
際
に
交
流
が
あ
っ
た
リ
オ
タ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
に
し
て
、
荒
川
と
彼
の
師
で
も
あ
る
Ｍ
．デ
ュ
シ
ャ
ン
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
概
括
す
る
。

　
「
二
人
と
も
疑
い
な
く
、〈
切
断
（
デ
ュ
シ
ャ
ン
）〉
と
〈
切
り
閉
じ
（
Ａ
／
Ｇ
）〉
と
い
っ
た
限
界
／
境
界
の
テ
ス
ト
に
囚
わ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
限
界
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
両
者
の
作
品
に
お
い
て
同
じ
位
置
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
で
は
、
限
界

は
そ
の
ト
ポ
ス
を
性
的
差
異
の
う
ち
に
見
出
す
が
、
Ａ
／
Ｇ
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
は
、
存
在
論
的
差
異
に
対
す
る
名
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

Ａ
／
Ｇ
は
死
と
生
と
い
う
が
、
私
は
そ
れ
を
非
存
在
と
存
在
と
し
て
理
解
し
て
い
る）

11
（

」。

　

リ
オ
タ
ー
ル
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
Ａ
／
Ｇ
の
二
人
が
「
同
じ
原
理
を
、
つ
ま
り
芸
術
的
な
も
の
の
出
現
に
は
、
心
と
身
体
の
能
力
が
超



56

過
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
を
共
有
し
て
い
る）
12
（

」
と
述
べ
る
と
同
時
に
、
Ａ
／
Ｇ
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論

的
差
異
、
な
い
し
非
存
在
と
存
在
の
差
異
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
こ
そ
が
、
引
き
裂
く
と
同
時
に
取
り
集
め

ら
れ
る
存
在
と
存
在
者
の
運
動
を
提
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
解
釈
の
延
長
上
で
、
デ
リ
ダ
と
深
い
親
交
の
あ
っ
た
宗
教
哲
学
者
テ
イ
ラ
ー
も
、
荒
川
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

『
芸
術
作
品
の
起
源
』
に
お
い
て
芸
術
作
品
が
開
示
さ
れ
る
世
界
と
、
そ
の
開
示
の
運
動
が
起
こ
る
場
所
と
し
て
の
大
地
の
「
裂
け
目
」

を
作
り
出
す
こ
と
と
同
一
視
し
て
い
る）

11
（

。
そ
の
限
り
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
隠
れ
と
現
れ
」
に
つ
い
て
の
耽
美
で
優
雅
な
語
り
口
調
の
延

長
上
で
Ａ
／
Ｇ
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
を
捉
え
て
お
り
、
い
ま
だ
芸
術
論
、
美
学
と
い
う
学
問
の
枠
内
で
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
、「
美
学
の
問
題
提
起
」
を
乗
り
越
え
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
と
し
て
も
で
あ
る）

11
（

。

　

Ａ
／
Ｇ
の
建
築
的
試
み
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ゴ
ッ
ホ
の
農
夫
の
靴
と
併
記
し
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
神
殿
の
よ
う
に
、
真
理
の
空
け
開
け
を

示
す
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
う
。「
神
殿
と
い
う
作
品
は
、
生
誕
と
死
去
、
災
難
と
祝
福
、
勝
利
と
屈
辱
、

忍
耐
と
頽
落
が
│
人
間
本
質
に
と
っ
て
そ
の
命
運
と
い
う
形
態
を
そ
の
中
で
と
る
、
あ
の
さ
ま
ざ
ま
な
軌
道
と
連
繋
と
の
統
一
を
、
初
め

て
接
ぎ
合
わ
せ
る
と
同
時
に
自
ら
の
回
り
に
集
め
る
。
こ
れ
ら
の
空
け
開
い
た
連
繋
を
主
宰
し
て
い
る
広
が
り
こ
そ
、
こ
の
歴
史
的
な
民

族
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
か
ら
、
し
か
も
こ
の
世
界
に
お
い
て
初
め
て
、
こ
の
民
族
は
お
の
れ
自
身
へ
と
立
ち
返
り
、
自
ら
の
使
命

を
全
う
す
る
に
至
る
の
で
あ
る）

1（
（

」
と
。

　

確
か
に
、
何
か
す
ご
い
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
迫
力
は
あ
る
。
し
か
し
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
神
殿
と
い
う
建
築
作
品
を

通
し
て
、
民
族
の
歴
史
世
界
に
想
い
を
馳
せ
、
自
ら
を
反
省
し
、
奮
い
立
た
せ
る
以
上
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
人
間
は
、
民
族
は
、
身
体
は
、
変
貌
で
き
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
／
Ｇ
が
意
図
し
た
の
は
、
そ
こ
に
い
れ
ば
お
の
れ
自
身
へ
の
立
ち
返
り
さ
え
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
建
築
の
制
作
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で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
実
験
的
な
賭
け
で
あ
る
。「
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
さ
な
い
」
こ
と
を
格
言
と
し
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
影
響
を
受
け
た

荒
川
で
あ
る
、
命
運
そ
の
も
の
の
反
転
を
試
み
た
荒
川
で
あ
る
。
彼
な
ら
ば
、
神
殿
を
通
じ
て
己
へ
立
ち
返
る
こ
と
こ
そ
が
、
民
族
や
歴

史
に
拘
泥
す
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
運
命
と
い
う
足
枷
に
他
な
ら
な
い
と
断
定
す
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
苦
痛
は
裂
け
目
、
割
れ
目
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。「
苦
痛
と
は
引
き
裂
く
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
は
裂
け
目
で
あ
る
。
…
苦
痛
が
引
き
裂
い
て
ば
ら
ば
ら
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
行
わ
れ
る
分
離
と

は
、
同
時
に
す
べ
て
を
苦
痛
に
惹
き
つ
け
、
苦
痛
の
中
に
凝
集
さ
せ
る
形
で
行
わ
れ
る
。
デ
ッ
サ
ン
と
か
ス
ケ
ッ
チ
と
同
じ
く
、
分
離
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
ま
ま
の
も
の
を
、
描
き
出
し
繋
ぎ
合
わ
せ
る
よ
う
な
引
き
つ
け
る
力
で
も
あ
る
。
…
苦
痛
と
は
ま

さ
に
区-

別
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る）
11
（

」。

　

例
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
区
別
（U

nter-Schied

）」
と
い
う
語
の
概
念
史
的
由
来
か
ら
、そ
の
真
意
を
説
き
起
こ
す
。
そ
し
て
「
区

別
は
、
世
界
、
お
よ
び
、
事
物
を
抱
き
し
め
展
開
さ
せ
つ
つ
、
両
者
を
互
い
に
関
係
さ
せ
る）

11
（

」
と
説
く
。

　

こ
れ
に
よ
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
何
千
年
も
続
い
た
言
葉
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
枠
組
み
を
、
語
の
存
在
論
的
解
釈
を
通
じ
て
変
更
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
言
葉
と
は
、
情
念
の
動
き
や
心
の
動
き
を
支
配
す
る
世
界
の
見
方
を
人
間
が
表
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
語
を

語
る
の
は
、
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
。
確
か
に
、
切
り
閉
じ
る
の
は
主
体
で
も
身
体
で
も
意
識
で
も
な
い
こ
と
か
ら
切
り

閉
じ
と
い
う
概
念
の
説
明
と
近
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
テ
イ
ラ
ー
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
経
験
上
に
あ
る
も
の
と

し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
Ａ
／
Ｇ
を
並
置
し
て
い
る
。

　

し
か
し
本
論
は
こ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
Ａ
／
Ｇ
の
間
に
こ
そ
大
き
な
裂
け
目
が
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い

ま
だ
鑑
賞
者
の
位
置
か
ら
芸
術
作
品
と
芸
術
行
為
を
捉
え
て
お
り
、
制
作
者
や
鑑
賞
者
が
身
体
を
も
つ
行
為
者
と
し
て
、
作
品
を
通
じ
て

そ
の
身
体
を
巻
き
込
み
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
変
貌
す
る
の
か
を
考
慮
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ａ
／
Ｇ
は
、
哲
学
的
な
「
言
説
」
と
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自
分
が
行
う
「
実
証
」
と
を
明
確
に
区
分
し
た
い
と
考
え
て
い
た）
11
（

。

３
．
切
り
閉
じ
の
深
度

　

Ａ
／
Ｇ
の
「
切
り
閉
じ
」
や
「
ブ
ラ
ン
ク
」、「
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
サ
イ
ト
」
と
い
っ
た
概
念
群
は
、
身
体
の
体
験
行
為
に
関
係
す
る
実

践
概
念
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
は
「
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」
に
由
来
す
る
産
出
的
、
制
作
的
概
念
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
認
識
論
的
で
あ
れ
、
存
在
論
的
で
あ
れ
、「
差
異
」
や
「
意
味
」
は
、
そ
れ
ら
の
反
対
語
も
含
め
て
、
い
ま
だ
「
理
論

概
念
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
意
味
／
非
意
味
と
い
う
区
別
そ
の
も
の
は
意
味
性
の
地
平
に
属
し
て
お
り
、
差
異
／

無
差
異
も
同
様
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
有
意
味
性
を
媒
介
項
と
し
て
、
そ
の
外
部
を
指
し
示
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
自
体
は
思

考
の
枠
内
で
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
差
異
に
つ
い
て
の
思
考
も
、
非
意
味
に
つ
い
て
の
思
考
も
、
ど
の
よ
う
な
積
極
的
内
実
が
指
し
示

さ
れ
て
い
る
か
は
ブ
ラ
ン
ク
で
あ
っ
て
も
、
思
考
と
し
て
は
い
つ
で
も
可
能
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
Ａ
／
Ｇ
の
「
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
サ
イ
ト
」
は
、
そ
う
し
た
地
平
の
延
長
上
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
経
験
で
は
な

い
。
差
異
／
無
差
異
に
つ
い
て
の
思
考
が
成
立
す
る
に
は
、
す
で
に
注
意
が
思
考
内
容
に
向
か
っ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
ど
こ
か

の
場
所
（
あ
る
い
は
場
所
な
き
場
所
）
に
着
地
（
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
し
、
そ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
た
と
え
思
考
内
容
が
伴
っ
て
い
な

く
て
も
、
ノ
エ
マ
を
欠
い
た
ノ
エ
シ
ス
だ
け
で
も
、
固
有
の
位
置
が
あ
る
。
つ
ま
り
差
異
／
無
差
異
、
意
味
／
非
意
味
が
言
語
を
通
し
て

判
定
さ
れ
る
に
は
、
す
で
に
経
験
（
こ
こ
で
は
思
考
）
の
場
所
が
組
織
化
さ
れ
、
固
有
化
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
暗
闇
の
中
で
何
か

に
触
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
何
か
分
か
ら
な
く
て
も
、
注
意
と
と
も
に
経
験
は
着
地
し
、
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
経
験
は
、
意
味
／
非

意
味
と
は
独
立
に
す
で
に
場
所
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
と
し
て
切
り
閉
じ
ら
れ
て
（
ク
リ
ー
ヴ
さ
れ
て
）
い
る
。

　
「
こ
れ
（this

）」
や
「
あ
れ
（that

）」
と
い
う
指
示
語
が
発
せ
ら
れ
る
と
き
、
知
覚
と
そ
の
対
象
が
周
囲
環
境
の
中
で
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
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化
し
、
後
々
に
な
っ
て
主
体
と
客
体
と
し
て
抽
出
さ
れ
る
二
つ
の
極
が
空
間
配
置
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
も
注
意
と
気
づ
き

が
「
こ
れ
」
と
「
そ
れ
以
外
」
と
の
境
界
設
定
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
Ａ
／
Ｇ
が
用
い
る
「T

has/T
hit

」
と
い
う
新
作
の
指
示
語
は）
11
（

、
注
意
が
ど
こ
に
向
か
え
ば
よ
い
の
か
、
何
を
す
れ
ば

そ
の
指
示
語
に
見
合
っ
た
位
置
の
指
定
と
知
覚
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
を
行
な
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
が
決
ま
ら
ず
、
軽
い
眩
暈
に
似
た
経

験
を
生
み
出
す
。T

hit book is thas.

と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
に
見
合
う
行
為
を
実
行
す
る
に
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

Ａ
／
Ｇ
が
言
う
よ
う
に
、「
問
い
と
答
え
は
つ
ね
に
身
体
レ
ベ
ル
で
扱
わ
れ
る）

11
（

」
べ
き
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
反
省
的
に
捉
え
、
記
述
し
よ

う
と
す
る
途
端
、
そ
の
経
験
は
身
体
と
体
験
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
『
意
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
は
、
意
味
の
出
現
は
意
味
的
な
の
か
と
い
う
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
彼
方
か
ら
、
言
語
と
い
う
経
験
を

新
た
に
立
ち
上
げ
る
試
み
で
あ
っ
た
。
荒
川
の
評
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
根
を
下
ろ
す
一
つ
の
言
語
ゲ
ー
ム
に
真
剣
に
な

り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、そ
れ
以
外
の
言
語
の
活
用
の
仕
方
に
至
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が）

11
（

、荒
川
本
人
は
い
く
つ
か
の
言
語
ゲ
ー

ム
を
使
い
分
け
る
よ
う
に
「
線
」
や
「
面
」、「
形
」
を
用
い
た
絵
画
そ
の
も
の
を
、
活
字
と
は
異
な
る
「
言
葉
」
と
し
て
作
り
上
げ
よ
う

と
し
て
い
た）

12
（

。
仮
に
一
つ
の
絵
を
講
評
す
る
の
に
、「
今
度
の
言
葉
は
ど
の
く
ら
い
の
大
き
さ
で
す
か
」、「
あ
の
言
葉
は
ど
れ
く
ら
い
の

重
さ
で
す
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
行
う
方
が
、
そ
の
作
品
の
経
験
に
対
し
て
忠
実
と
な
る
よ
う
に
、
言
語
の
拡
張
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

言
語
の
活
用
を
拡
張
す
る
こ
と
自
体
は
言
語
的
で
は
な
い
よ
う
に
、
新
た
な
経
験
の
創
出
に
は
い
つ
で
も
言
語
に
も
意
味
に
も
回
収
さ
れ

な
い
固
有
の
経
験
プ
ロ
セ
ス
が
介
在
す
る
。
切
り
閉
じ
が
関
連
す
る
の
は
こ
の
局
面
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
最
後
に
、
切
り
閉
じ
の
経
験
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
の
経
験
の
内
実
を
吟
味
し
て
み
る）

11
（

。
胎
児
は
胎
内
で
は
肺
呼
吸
を
し
て

い
な
い
。
母
親
の
胎
盤
か
ら
く
る
血
流
を
通
じ
て
酸
素
を
体
中
に
循
環
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
胎
児
は
、
産
み
落
と
さ
れ

た
瞬
間
か
ら
肺
呼
吸
を
開
始
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
初
め
て
肺
呼
吸
を
行
っ
た
と
き
何
が
起
き
て
い
る
の
か
。
誰
も
が
そ
の
瞬
間
を
経
験
し
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て
き
た
の
に
、
そ
の
記
憶
は
残
る
こ
と
が
な
い
。

　

と
は
い
え
こ
の
時
点
か
ら
人
間
は
、「
大
気
」
と
の
関
わ
り
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
水
中
に
潜
っ
て
も
肺
の
中
に
は
幾
分

か
の
酸
素
が
常
に
残
っ
て
い
る
。
大
気
は
身
体
の
外
部
に
も
内
部
に
も
浸
透
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
私
た
ち
は
呼
吸
の
獲
得
に
よ
っ

て
「
大
気
の
外
部
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
世
界
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
大
気
は
、
本
や
コ
ッ
プ
の
よ
う
に

知
覚
さ
れ
る
対
象
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
通
じ
て
の
み
気
温
や
湿
度
の
変
化
、
空
気
の
流
れ
を
察
知
す
る
。

声
を
出
し
た
り
、
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
も
大
気
の
お
か
げ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
大
気
を
伝
わ
る
声
色
の
変
化
か
ら
人
々
の
感
情
を
察
知

し
た
り
も
す
る
。
大
部
分
の
感
覚
の
成
立
に
は
大
気
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

　

一
度
開
始
さ
れ
た
呼
吸
は
、
呼
気
と
吸
気
が
繰
り
返
さ
れ
る
波
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
か
ら
な
る
。
た
だ
し
、
呼
気
と
吸
気
が
入
れ
替
わ
る

そ
の
一
瞬
に
だ
け
、
大
気
と
の
関
わ
り
に
「
切
れ
目
」
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
瞬
間
、
大
気
と
の
関
わ
り
は
切
断
さ
れ
る
。
そ
し
て

す
ぐ
に
改
め
て
回
復
さ
れ
る
。
呼
吸
と
は
、
酸
素
と
二
酸
化
炭
素
を
入
れ
替
え
、
循
環
さ
せ
る
働
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
呼
吸

と
は
次
の
呼
吸
を
、
切
断
を
通
し
て
呼
び
込
む
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
仮
に
呼
吸
が
次
の
呼
吸
に
繋
が
ら
な
い
場
合
、
身
体
は
硬
直
し
、

死
に
近
づ
く
か
、
も
し
く
は
食
物
を
飲
み
込
ん
で
い
た
り
、
驚
い
て
い
た
り
、
身
構
え
て
い
た
り
、
潜
っ
て
い
た
り
、
息
を
殺
し
て
タ
イ

ミ
ン
グ
を
計
っ
て
い
た
り
す
る
。
呼
吸
が
切
断
さ
れ
る
こ
と
は
、
多
様
な
行
為
へ
の
再
接
続
を
可
能
に
す
る
。
切
り
閉
じ
を
通
し
て
行
為

は
多
彩
化
す
る
。

　

ま
た
皮
膚
や
口
内
、
胃
腸
内
と
い
っ
た
身
体
に
生
息
す
る
細
菌
の
数
は
、
身
体
を
構
成
す
る
60
兆
の
細
胞
の
数
に
比
し
て
、
数
倍
以
上

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
数
だ
け
で
言
え
ば
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
身
体
の
方
で
あ
り
、
身
体
細
胞
の
表
面
に
細
菌
が
棲
息
し
て
い
る
の
か
、

細
菌
の
集
合
体
の
周
囲
に
張
り
付
い
た
体
細
胞
の
塊
が
身
体
な
の
か
が
区
別
で
き
な
い
局
面
へ
と
至
る
。
身
体
細
胞
は
動
き
な
が
ら
呼
吸

し
、
細
菌
も
動
き
な
が
ら
呼
吸
す
る
。
人
間
の
身
体
が
実
体
的
で
は
な
く
、
切
り
閉
じ
の
集
合
体
か
ら
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
意
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味
で
も
あ
る
。

　

ま
た
、
吐
き
出
さ
れ
た
大
気
は
、
分
散
し
、
発
散
し
、
混
合
し
な
が
ら
、
空
間
を
充
満
す
る
。
莫
大
な
分
子
の
集
合
で
あ
る
大
気
は
、

固
体
的
な
形
態
を
も
つ
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
一
切
の
も
の
の
内
側
や
裏
側
、
襞
の
間
に
入
り
込
み
、
次
に
切
り
閉
じ
ら
れ
る
瞬
間
を
待

ち
望
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
逆
に
、
大
気
と
い
う
存
在
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
中
で
行
為
す
る
人
間
は
、
激
し
く
動
く
胃
の
中
で
消
化
さ
れ

る
食
物
の
よ
う
な
確
率
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
切
り
閉
じ
て
い
る
の
は
、
呼
吸
な
の
か
、
大
気
な
の
か
、
こ
こ
で
も
未
決
定
性
が
現
れ
る
。

「
生
か
さ
れ
て
い
る
、『
存
在
さ
せ
ら
れ
』
て
い
る
と
は
、
自
然
に
『
切
り
閉
じ
ら
れ
て
い
る
』
と
い
う
こ
と
で
は
…
い
わ
ゆ
る
呼
吸
を
さ

せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
呼
び
方
も
成
り
立
ち
ま
す）

11
（

」。

　

大
気
の
中
で
生
き
る
有
機
体
の
ど
ん
な
行
為
で
あ
れ
、
大
気
を
流
動
さ
せ
、
切
断
す
る
。
そ
う
し
た
切
り
閉
じ
の
終
わ
り
の
な
い
連
鎖

と
し
て
、
生
命
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
理
解
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
「
バ
イ
オ
ス
ク
リ
ー
ヴ
」
と
呼
ば
れ
る
。
バ
イ
オ
ス
フ
ィ
ア
（
生
命
圏
）

は
、
ど
こ
ま
で
も
観
察
者
が
特
定
す
る
固
定
化
さ
れ
た
生
態
の
場
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
バ
イ
オ
ス
ク
リ
ー
ヴ
は
、
切
り
閉
じ
の
行
為
の
連
鎖
か
ら
の
み
現
れ
て
く
る
生
命
の
力
動
と
相
応
す
る
環
境
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
切
り
閉
じ
に
よ
る
膨
大
な
断
片
の
集
積
で
あ
る
と
同
時
に
、
緊
密
に
協
調
す
る
集
合
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
大
気
の
分
子
は
そ

れ
ぞ
れ
が
ラ
ン
ダ
ム
に
動
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
真
空
状
態
を
作
り
出
し
た
り
は
し
な
い
。
ま
る
で
分
子
同
士
が
互
い
に

配
慮
す
る
よ
う
に
、
お
互
い
が
お
互
い
の
場
所
を
埋
め
合
わ
せ
る
。
Ａ
／
Ｇ
は
述
べ
る
。「
わ
ず
か
一
つ
の
元
素
（
炭
素
で
あ
れ
酸
素
で

あ
れ
）、
あ
る
い
は
分
子
の
形
成
の
逸
脱
が
あ
れ
ば
、
大
規
模
な
地
殻
変
動
を
も
ち
だ
さ
な
く
と
も
、
バ
イ
オ
ス
ク
リ
ー
ヴ
が
消
滅
し
、

数
千
年
の
場
所
を
占
め
つ
つ
向
か
う
不
確
か
な
構
築
に
突
然
の
終
焉
が
や
っ
て
く
る
。
細
か
く
か
つ
巧
み
に
出
来
事
–
組
織
を
バ
イ
オ
ス
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ク
リ
ー
ヴ
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
例
え
ば
主
観
、
客
観
の
区
分
の
よ
う
な
、
切
断
さ
れ
て
干
上
が
っ
た
分
離
は
、
避
け
る
べ
き
も
の
と
な

る）
1（
（

」。 
バ
イ
オ
ス
ク
リ
ー
ヴ
に
は
、
た
っ
た
一
つ
の
分
子
の
挙
動
が
、
世
界
の
配
置
を
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
不
確
か
さ
が
含
ま
れ

て
い
る
と
、
Ａ
／
Ｇ
は
い
う
。

　

身
体
機
能
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
片
麻
痺
患
者
や
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
患
者
に
は
、
固
有
で
ぎ
こ
ち
な
い
代
償
動
作
が
出

る
。
そ
の
際
、
代
償
動
作
で
し
か
対
応
で
き
な
い
こ
と
の
緊
張
が
身
体
全
体
に
漲
る
。
そ
う
し
た
場
面
で
呼
吸
の
切
り
閉
じ
の
あ
り
方
を

変
え
る
こ
と
が
有
効
な
時
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
代
償
動
作
に
対
応
す
る
呼
吸
の
深
さ
や
リ
ズ
ム
が
、
身
体
全
体
の
緊
張
を
調
整
し
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
実
際
に
呼
吸
が
早
く
な
り
、
心
拍
数
が
上
が
る
と
、
注
意
を
向
け
る
こ
と
の
で
き
る
視
野
の
範
囲
が
変
化
す
る
。
呼
吸
を

通
じ
た
大
気
と
の
か
か
わ
り
の
再
発
見
は
、感
覚
の
感
度
を
変
え
、身
体
の
組
成
さ
え
も
幾
分
か
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
。そ
の
こ
と
は
、ヨ
ー

ガ
や
瞑
想
の
修
行
の
最
中
で
行
わ
れ
る
、
永
遠
に
続
く
と
も
感
じ
ら
れ
る
長
く
深
い
呼
吸
や
、
ア
ス
リ
ー
ト
が
身
体
運
動
の
準
備
態
勢
の

た
め
に
行
う
細
く
、
小
刻
み
な
呼
吸
、
さ
ら
に
は
登
山
家
が
標
高 

５
０
０
０
ｍ
以
上
の
高
地
で
、
口
内
で
大
気
を
暖
め
な
が
ら
、
ス
ー

プ
を
飲
む
よ
う
に
行
う
呼
吸
が
、
そ
れ
と
し
て
示
唆
し
て
い
る
。

　
「
広
島
、長
崎
の
白
い
閃
光
が
つ
く
っ
た
影
の
な
か
に
い
つ
ま
で
も
た
た
ず
む
ア
ラ
カ
ワ
と
ギ
ン
ズ
は
、今
も
夢
を
見
、今
も
希
望
を
も
っ

て
い
る
。
情
熱
的
に
、
捨
て
ば
ち
に
、
た
ぶ
ん
不
可
能
を
承
知
し
つ
つ
希
望
を
も
っ
て
い
る）

11
（

」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
テ
イ
ラ
ー
に
し
ろ
他

の
研
究
者
に
し
ろ
、
Ａ
／
Ｇ
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
を
信
じ
続
け
る
夢
想
家
と
断
じ
る
向
き
も
あ
る
が
、
彼
ら
が
踏
み
込
も
う
と
し
て
い

た
身
体
の
別
様
な
覚
醒
は
、
実
は
私
た
ち
の
身
近
な
身
体
行
為
の
枠
組
み
を
拡
張
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
射
程
は
想
定
以
上
の
広

大
さ
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
例
え
ば
、何
か
に
つ
ま
ず
い
て
私
の
身
体
バ
ラ
ン
ス
が
不
安
定
に
な
っ
た
と
仮
定
し
ま
す
。
身
体
は
ま
っ
た
く
予
期
し
な
い
方
向
へ
行
っ
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て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
私
は
な
ん
と
か
し
て
体
勢
を
元
の
位
置
に
立
て
直
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
足
元
は
不
安
定
で
ま
た
転
び
そ
う

に
な
っ
て
い
る
…
。
こ
う
し
て
、
突
然
に
自
分
の
周
り
で
二
つ
や
三
つ
以
上
の
現
象
が
一
つ
の
行
動
か
ら
生
ま
れ
る
と
、
人
間
は
驚
き
な

が
ら
も
、
感
覚
や
自
身
の
い
る
場
所
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
私
の
言
う
『
切
り
閉
じ
る
』
ア
ド
レ
ス
（
所
）
が
発
生
す

る
よ
う
で
す）

11
（

」。
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あ
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ブ
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ラ
ン
キ
の
記
述
は
、
Ａ
／
Ｇ
が
強
調
す
る
宇
宙
論
、
お
よ
び
一
時
性
と
揺
ら
ぎ
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。「
衰
弱
し
て
ま
も
な
く
分
解
す
る
、
こ
の
い
わ
ゆ
る

調
和
の
乱
れ
が
、
常
時
発
生
し
て
い
な
い
よ
う
な
場
所
は
ど
こ
に
も
な
い
。
重
力
の
法
則
は
、
こ
う
し
た
不
測
の
派
生
現
象
を
何
百
万
と
抱
え
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
、
あ
る
時
に
は
流
星
が
生
ま
れ
、
ま
た
あ
る
時
に
は
太
陽
＝
星
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
、
全
体
的
な
調
和
の
世
界
か
ら
、
そ
う

し
た
派
生
現
象
だ
け
を
追
放
す
る
の
か
？
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
偶
発
事
は
我
々
を
不
快
に
す
る
。
だ
が
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
！
そ
れ
ら

は
死
の
対
立
物
で
あ
り
、
普
遍
的
な
生
命
の
、
常
に
開
放
さ
れ
た
源
泉
な
の
で
あ
る
」（
Ｌ
．Ａ
．ブ
ラ
ン
キ:

『
天
体
に
よ
る
永
遠
』
浜
本
正
文
訳
、
岩
波
文
庫
、

２
０
１
２
、
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）。

（
13
）　

荒
川
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一
時
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語
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切
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川
に
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デ
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端
的
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作
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上
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て
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な

い
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1
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０
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９
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０
０
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９
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９
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（
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Ｇ
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１
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８
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65
頁
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（
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Ｇ
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２
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０
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。

（
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春
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２
０
０
８
）、
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頁
。

（
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Ｊ
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察
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の
系
譜
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遠
藤
知
巳
訳
、
以
文
社
、
２
０
０
５
）
参
照
。
す
で
に
19
世
紀
末
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
な
ア
ー
ト
シ
ー
ン
で

も
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
「
切
断
」
と
し
て
の
「
新
し
き
も
の
」
の
出
現
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
ク
レ
ー
リ
ー
は
そ
れ
に
先
立
つ
19
世
紀
初
頭
に

す
で
に
「
見
る
こ
と
」
の
構
造
の
決
定
的
な
変
容
、「
切
断
」
が
行
わ
れ
た
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
ク
レ
ー
リ
ー
は
、ス
ペ
ク
タ
ク
ル
社
会
を
唱
え
た
ド
ゥ
ボ
ー

ル
を
援
用
し
つ
つ
、
17
・
18
世
紀
の
視
覚
理
論
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
備
え
て
い
た
「
触
覚
」
が
19
世
紀
に
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
主
張
し

て
い
る
。
近
代
と
は
、
触
覚
を
含
む
諸
感
覚
が
視
覚
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
世
紀
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
荒
川
の
思
考
は
、
切
り
離
さ
れ
た
触
覚
を
含
ん

だ
身
体
性
の
回
復
と
し
て
も
理
解
可
能
に
な
る
。

（
22
）　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
は
、
こ
の
「
切
片
（
線
分
）」
と
い
う
概
念
が
、
確
固
た
る
国
家
機
構
も
政
治
体
制
も
も
た
な
い
未
開
社
会
を
説
明
す
る
た
め
に
民

俗
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
Ｊ
．ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
Ｆ
．ガ
タ
リ
：『
千
の
プ
ラ
ト
ー　

資
本
主
義
と
分
裂
症　

中
』（
宇
野
邦
一
、
小
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