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ぜ
日
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語
を
選
び
執
筆
す
る
の
か

─
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初
め
に

リ
ー
ビ
英
雄
は
本
名
イ
ア
ン
・
ヒ
デ
オ
・
リ
ー
ビ
（Ian

H
ideo

Levy

）
と
い
い
、

一
九
五
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
に
生
ま
れ
た
日
本
語
で
執
筆
す
る
小
説
家
で
あ
り
、
越
境

作
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
越
境
作
家
と
い
う
言
葉
は
、
本
論
文
で
は
、
生
ま
れ
た
国

の
言
語
、
即
ち
母
語
以
外
の
言
語
を
使
用
し
て
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
等
を
執
筆
し
て
い

る
者
に
対
し
て
使
う
こ
と
と
す
る
。

本
論
文
は
、
彼
が
「
な
ぜ
日
本
語
を
選
び
、
執
筆
す
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
解

決
す
る
た
め
に
検
証
を
行
う
。
リ
ー
ビ
英
雄
を
研
究
し
た
論
文
や
本
人
の
エ
ッ
セ
イ

だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
小
説
も
扱
い
、
そ
の
内
容
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
先
の

問
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第
一
章

リ
ー
ビ
英
雄
に
つ
い
て

ま
ず
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
彼
は
多
く
の
移
住
を
経

験
し
、
複
数
の
言
語
環
境
に
身
を
置
い
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
系
の
父

親
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
の
母
親
の
長
男
と
し
て
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
も
つ
彼
は
、
幼
少
時

代
か
ら
父
親
の
職
場
の
都
合
、
ア
ジ
ア
各
地
と
ア
メ
リ
カ
の
間
を
転
々
と
移
住
す
る
。

更
に
、
両
親
の
離
婚
に
よ
り
少
年
期
は
母
と
弟
と
帰
国
し
ア
メ
リ
カ
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ

Ｃ
の
郊
外
の
町
で
育
つ
が
、
十
代
半
ば
ご
ろ
は
駐
日
ア
メ
リ
カ
領
事
を
勤
め
て
い
た

父
親
の
い
る
横
浜
へ
と
留
学
し
、
上
海
系
中
国
人
と
再
婚
し
た
父
親
と
、
異
母
妹
な

ど
と
の
新
し
い
家
族
生
活
を
始
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幼
少
期
か
ら
複
雑
な
言
語
環

境
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
リ
ー
ビ
英
雄
だ
が
、
特
に
、
思
春
期
に
日
本
に
い
た
経
験
は
、

リ
ー
ビ
英
雄
の
人
生
や
作
家
と
し
て
の
道
程
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
点
と
な
る
の
で

あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
日
本
（
横
浜
）
で
の
暮
ら
し
で
、
彼
は
家
の
中
で
は
英
語
、
上
海
語
、

北
京
語
の
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、
外
へ
出
る
と
日
本
語
の
世
界
に
囲
ま
れ
る
と
い
う
、

奇
妙
な
言
語
環
境
に
い
る
こ
と
に
意
識
的
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

こ
ろ
か
ら
本
格
的
に
日
本
人
と
接
触
し
、
日
本
語
を
習
い
、
日
本
の
文
学
と
文
化
に

魅
了
さ
れ
始
め
、
や
が
て
日
本
文
学
研
究
者
を
志
す
こ
と
に
な
る
。
リ
ー
ビ
英
雄
は

そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
二
〇
年
間
、
日
本
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と
ア
メ
リ
カ
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
生
活
を
し
、
そ
れ
ら
の
体
験
は
彼
の
作

品
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
く

。
(1)

次
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
日
本
語
で
執
筆
す
る
試
み
の
特
異
性
に
つ
い
て
確
認
し
た

い
。
笹
沼
俊
暁
氏
は
、
戦
後
の
冷
戦
体
制
下
に
形
成
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日

本
学
の
植
民
地
主
義
を
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
み
て
お
り
、
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。

日
本
文
学
を
理
解
し
、
記
述
し
、
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
日
本
文
学
を

構
成
す
る
一
員
と
な
る
こ
と
は
、
日
本
学
が
前
提
と
す
る
「
日
本
」
の
「
内
」「
外
」

の
枠
組
そ
の
も
の
を
無
効
化
し
て
し
ま
う
行
為
で
あ
る
。
翻
訳
を
通
さ
ず
日
本

語
で
創
作
活
動
を
し
、
日
本
の
文
学
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の

学
術
制
度
の
枠
内
に
お
け
る
「
日
本
理
解
」
の
蓄
積
に
は
な
ん
ら
寄
与
し
な
い

の
で
あ
り
、
ま
た
観
察
・
理
解
の
対
象
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
客
体
に
観
察
主
体

が
全
面
的
に
介
入
し
て
し
ま
う
行
為
な
の
で
あ
る
。（
略
）

相
対
的
に
力
の
弱
い
集
団
や
個
人
が
、
力
の
強
い
社
会
や
言
語
の
枠
組
の
中

で
自
ら
の
声
を
発
し
て
い
く
と
い
う
行
為
は
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
意
味
の
あ
る

も
の
だ
が
、
時
に
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
側
を
再
活
性
化
さ
せ
よ
り
強
大
に
し

て
い
く
契
機
と
も
な
り
、
ま
た
あ
る
意
味
で
現
代
の
国
際
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化

時
代
に
お
け
る
功
利
性
や
合
理
性
の
追
求
と
も
合
致
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
側
に
属
す
る
者
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
な
る
行
為
は
、
多

く
の
場
合
、
そ
う
し
た
見
返
り
が
期
待
で
き
ず
、
よ
り
い
っ
そ
う
の
高
い
倫
理

性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
(2)

こ
の
よ
う
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
は
、
周
辺
状
況
か
ら
し
て
存
在
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ

る
が
故
に
、
日
本
の
文
壇
で
の
意
義
や
、
文
学
を
目
指
し
た
理
由
を
問
わ
れ
続
け
て

い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

第
二
章

リ
ー
ビ
英
雄
に
つ
い
て

リ
ー
ビ
英
雄
が
「
な
ぜ
日
本
語
を
選
び
、
執
筆
す
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
は
、
実

は
作
家
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
ず
っ
と
問
わ
れ
つ
づ
け
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
疑
問

に
対
し
て
明
確
な
理
由
は
い
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
章
で
は
、

リ
ー
ビ
英
雄
の
日
本
・
日
本
文
学
観
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
本
人
の
発
言

を
み
て
い
く
。

①
日
本
語
の
感
覚
的
魅
力
・
日
本
語
へ
の
共
感

リ
ー
ビ
英
雄
は
、
な
ぜ
「
母
国
語
」
で
あ
る
英
語
で
は
な
く
、
「
外
国
語
」
で
あ
る

日
本
語
で
小
説
を
書
い
た
の
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
『
日
本
語
の
勝
利
』
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
、
以
下
同
様
）

日
本
語
は
美
し
い
、
（
略
）
日
本
語
で
書
き
た
く
な
る
の
は
当
然
じ
ゃ
な
い
か

（
略
）
ぼ
く
が
日
本
語
で
書
く
「
必
然
性
」
に
は
個
人
的
で
、
経
験
的
で
、
主

観
的
な
要
素
が
大
き
い

こ
れ
は
デ
ビ
ュ
ー
作
『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』
を
出
し
た
ば
か
り
の
段
階
で

の
答
え
で
あ
る
。
率
直
に
、
自
分
の
感
性
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
な
説
明
が

難
し
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
〈
ぼ
く
は
、
日
本
語
が
自
分
の
気
質
に
合
っ
て
い
る

と
い
う
意
味
で
は
最
初
か
ら
自
然
だ
っ
た
。
〉
（
『
日
本
語
の
勝
利
』
）
と
も
答
え
て
い

る
よ
う
に
、
本
人
と
し
て
は
、
説
明
が
で
き
な
い
が
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
ま
た
、〈
中
心
と
か
周
辺
と
い
う
こ
と
に
無
頓
着
に
、
も
っ
と
感
性
の
レ
ベ
ル
、
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あ
る
い
は
人
間
関
係
の
レ
ベ
ル
で
日
本
語
に
入
っ
た
。
〉
（
『
我
的
日
本
語
』
）
と
感
性

の
レ
ベ
ル
を
言
い
換
え
て
、
人
間
関
係
が
関
わ
っ
て
い
る
と
も
い
う
。

ま
た
感
覚
的
に
魅
か
れ
る
も
の
の
具
体
例
と
し
て
は
、
話
し
言
葉
で
は
な
く
書
き

言
葉
で
あ
り
、
〈
「
混
じ
り
文
」
〉
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
『
我
的
日
本
語
』
）
。
確
か

に
、
〈
「
混
じ
り
文
」〉
は
日
本
語
独
自
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
〈
「
混
じ
り
文
」
〉
に
魅
か
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
、
日
本
語
を
選
択
す
る

要
因
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
は
自
身
の
感
性
、
感
覚
を
、
日
本
語
を
選
ん
だ
理

由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
中
で
も
そ
れ
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
人
間
関
係
を
要
因

と
し
て
い
る
も
の
と
、
日
本
語
の
書
き
言
葉
そ
の
も
の
の
芸
術
的
美
し
さ
を
要
因
と

し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

②
日
本
・
日
本
語
の
性
質
へ
の
興
味
・
批
判

リ
ー
ビ
英
雄
は
日
本
語
と
触
れ
合
う
う
ち
に
、
日
本
と
い
う
国
の
性
質
が
壁
に
な

る
。
『
日
本
語
の
勝
利
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

小
説
に
限
ら
ず
日
本
語
で
書
く
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
ご
く
単
純
に
い
え

ば
、
書
け
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
書
く
、
と
い
う
こ
と
だ
。
（
略
）
日
本
語
で

書
く
と
い
う
行
為
が
、
国
籍
＝
人
種
＝
言
語
＝
文
化
と
い
う
常
識
、
左
翼
、
右

翼
、
モ
ダ
ン
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
を
問
わ
ず
、
依
然
と
し
て
日
本
の
知
識
人
を

宰
領
し
て
い
る
常
識
に
対
す
る
小
さ
な
反
抗
に
な
れ
ば
い
い
、
と
い
う
気
持
ち

も
抱
い
て
い
る
。

リ
ー
ビ
英
雄
は
、
日
本
語
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
内
側
に
入
ろ
う
と
し
た
が
、
日
本

内
部
の
固
定
観
念
に
触
れ
て
、
自
分
が
白
人
で
あ
る
が
故
に
生
ま
れ
る
偏
見
を
感
じ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
差
別
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て

突
破
す
る
の
か
を
考
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
（
『
越
境
の
声
』
）。

敗
戦
後
の
日
本
は
、
自
分
達
の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
の
存
在
を
感
じ
て
き
た
。

リ
ー
ビ
英
雄
は
そ
の
存
在
と
同
質
と
し
て
日
本
人
か
ら
見
ら
れ
、
偏
見
を
受
け
続
け

て
生
き
て
い
た
。
そ
の
体
験
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
の
が
、
次
の
座
談
会
で
の

発
言
で
あ
る
。

当
時
、
正
直
に
言
え
ば
、
日
本
人
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
も
の
す
ご

く
あ
っ
た
。（
略
）
多
分
フ
ラ
ン
ス
へ
い
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
な
ろ
う
と
し
た
り
、

中
国
へ
行
っ
て
中
国
人
に
な
り
た
い
と
い
う
と
、
す
ご
く
歓
迎
さ
れ
る
。
そ
れ

が
日
本
に
な
か
っ
た
。
生
ま
れ
は
ち
が
う
の
だ
け
れ
ど
、
感
性
の
レ
ベ
ル
で
は

こ
こ
ま
で
一
体
化
し
て
し
ま
っ
た
の
に
、
な
ん
で
認
め
て
く
れ
な
い
の
か
と
い

う
屈
折
の
な
か
で
、
せ
め
て
言
葉
の
な
か
で
日
本
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。
(3)

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
属
し
た
い
と
切
実
に
願
っ
た
時
か
ら
、
差
別
に
抗
い
日
本
の

性
質
の
批
判
を
行
う
こ
と
が
、
長
年
に
渡
っ
て
日
本
語
を
選
択
し
続
け
、
執
筆
す
る

理
由
と
し
て
加
わ
る
の
で
あ
る
。

③
文
学
的
意
義

さ
ら
に
、『
日
本
語
の
勝
利
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。

西
洋
文
化
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
・
ア
ウ
ト
し
て
、
絶
え
ず
日
本
の
内
と
外
の
見
え

な
い
境
界
線
に
さ
す
ら
っ
て
生
き
る
人
間
の
よ
ろ
こ
び
と
み
じ
め
さ
を
物
語
に

つ
づ
る
の
は
、
日
本
語
で
小
説
を
書
く
十
分
な
理
由
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
自
分
が
、
日
本
語
／
英
語
、
日
本
／
ア
メ
リ
カ
の
対
立
構
造
を

乗
り
越
え
、
日
本
へ
と
越
境
す
る
行
動
そ
の
も
の
に
、
小
説
を
書
く
価
値
を
見
出
し
、

文
学
界
で
の
自
己
の
存
在
意
義
を
見
つ
け
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
語
で
書
く
の
は
、〈
も
し
英
語
で
書
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
日
本
語
の

小
説
の
英
訳
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
最
初
か
ら
原
作
を
書
い
た
ほ
う
が
い
い
、
と
い

、
、

う
理
由
が
大
き
か
っ
た
。
〉
（
『
日
本
語
を
書
く
部
屋
』
）
と
も
い
い
、
あ
る
国
で
の
体

験
を
文
章
表
現
す
る
の
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
国
の
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
を
重
視

し
て
い
る
彼
に
と
っ
て
、
日
本
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
た
こ
と
も

理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
大
き
く
三
つ
分
け
ら
れ
る
理
由
は
、
時
系
列
と
な
っ
て
繋
が
っ
て

い
く
。
順
に
説
明
す
る
。

リ
ー
ビ
英
雄
は
、
十
七
歳
の
時
に
日
本
に
渡
り
、
日
本
語
に
興
味
を
持
ち
、
文
学

作
品
を
読
ん
で
、
日
本
に
対
す
る
共
感
を
増
す
。
そ
し
て
十
八
歳
で
ア
メ
リ
カ
に
戻

り
大
学
・
大
学
院
で
勉
強
し
、
日
本
文
学
研
究
者
と
な
り
、
二
十
歳
か
ら
徐
々
に
日

本
文
学
の
翻
訳
も
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
三
十
七
歳
で
よ
う
や
く
小
説
家
へ
と

転
身
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
・
日
本
語
と
の
関
わ
り
方
の
節
目
で
、
日

本
語
に
対
す
る
気
持
ち
の
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
最
初
に
日
本
語
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
思
春
期
の
十
七
歳
の
時
は
ま
だ

〈
感
覚
的
な
関
心
〉
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
日
本
語
と
触
れ
合
う
だ
け
で

は
、
な
ん
の
形
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
研
究
と
い
う
形
で
日
本
語
に

深
く
踏
み
入
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
翻
訳
家
と
い
う
形
に
一
端
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
形
に
も
、〈
人
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
感
じ
〉
で
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を

持
っ
て
い
た

。
そ
し
て
、
あ
る
時
、
中
上
健
次
か
ら
日
本
語
で
小
説
を
書
く
よ
う
勧

(4)

め
ら
れ
、
小
説
家
に
転
身
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
十
代
で
日
本
文
学
を
研
究
し
、

学
者
と
し
て
論
文
を
発
表
し
て
い
た
当
時
の
気
持
ち
を
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ズ
』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
あ
る
白
人
の
青
年
か
ら
、
将
来
日
本
人
に
日
本
語
を

教
え
る
よ
う
な
仕
事
が
し
た
い
と
打
ち
明
け
ら
れ
た
時
の
心
情
で
あ
る
。

ぼ
く
も
二
十
代
の
と
き
、
そ
の
よ
う
な
「
当
然
」
な
野
心
が
あ
っ
た
こ
と
を

思
い
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
日
本

で
は
不
可
能
か
分
か
ら
な
い
が
…
…
。

（
略
）

学
者
で
あ
っ
た
頃
の
自
分
の
「
野
心
」
の
小
さ
さ
を
思
い
出
し
て
、
は
ず
か
し

く
な
っ
た
。
小
さ
な
「
野
心
」
を
ほ
と
ん
ど
の
け
ら
れ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
が

い
つ
の
間
に
か
バ
カ
バ
カ
し
く
な
っ
た
か
ら
、
自
分
で
日
本
語
を
書
き
は
じ
め

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
こ
に
い
う
「
野
心
」
と
は
、
「
日
本
人
に
日
本
文
学
を
教
え
る
よ
う
な
仕
事
を
し
た

い
」
と
い
う
部
分
に
か
か
る
。
こ
の
引
用
文
か
ら
も
リ
ー
ビ
英
雄
の
日
本
語
あ
る
い

は
日
本
に
対
す
る
意
識
が
、
歳
を
追
っ
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
日
本
語

に
興
味
を
持
ち
追
い
か
け
始
め
た
時
と
、
日
本
語
で
小
説
を
書
き
始
め
た
時
は
日
本

・
日
本
語
に
対
す
る
気
持
ち
は
別
な
の
だ
。

実
際
、
時
期
に
よ
る
変
化
と
い
う
指
摘
は
、
宮
田
文
久
氏
に
よ
っ
て
も
さ
れ
て
お

り
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
生
い
立
ち
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
論
じ
て
い
る

。
(5)

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
う
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
目
の

理
由
の
、
日
本
語
へ
の
感
覚
的
な
共
感
、
と
い
う
の
は
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
日
本
語
に

触
れ
て
考
え
た
最
初
の
動
機
で
あ
る
。
二
つ
目
の
理
由
の
、
日
本
語
の
性
質
へ
の
興
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味
と
批
判
的
立
場
を
取
る
と
い
う
理
由
は
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
日
本
へ
と
馴
染
ん
で
い

こ
う
と
し
た
時
に
み
ら
れ
た
、
日
本
側
か
ら
の
拒
否
と
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
嘲
笑

が
動
機
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
リ
ー
ビ
英
雄
の
日
本
文
学
界
、
あ
る
い
は
世
界
の

文
学
界
に
お
け
る
立
場
で
の
有
意
義
さ
と
い
う
理
由
は
、
執
筆
活
動
し
て
い
く
う
ち

に
、
周
囲
か
ら
の
評
価
な
ど
に
よ
り
固
ま
っ
て
い
っ
た
動
機
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

一
つ
目
か
ら
二
つ
目
、
三
つ
目
と
次
第
に
理
由
が
関
連
し
て
重
層
化
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
先
行
研
究
の
論
及
を
検
証
し
て
い
こ
う
。
最
初
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
デ

ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
「
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
」
に
つ
い
て
の
小
島
信
夫
、
三
木

卓
、
川
村
湊
「
創
作
合
評

星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
」
か
ら
そ
の
理
由
に
つ
い

て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
木

な
ぜ
リ
ー
ビ
英
雄
さ
ん
が
こ
れ
だ
け
上
手
に
書
け
る
ほ
ど
日
本
語
を
学

び
、
日
本
の
文
化
を
学
ん
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
日
本
に
執
着
し
て
日
本
語

の
小
説
を
書
く
に
至
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
僕
は
少
な
く
と
も

こ
の
小
説
か
ら
で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
(6)

デ
ビ
ュ
ー
作
品
発
表
し
た
当
初
か
ら
、
リ
ー
ビ
自
身
の
状
況
や
事
情
が
着
目
さ
れ
て

い
る
が
、
三
木
氏
は
、
こ
の
小
説
か
ら
だ
け
で
は
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
日
本
・
日
本
語

の
選
択
理
由
が
〈
分
か
ら
な
い
〉
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
川
村
氏
は
〈
父
親
へ
の

反
感
が
、
彼
が
日
本
文
化
の
中
に
入
っ
て
く
る
最
大
の
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
ん
で

は
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
ち
ょ
っ
と
物
足
り
な
い
〉
と
述
べ
て
い
る
。
リ
ー
ビ
英
雄
の
理

由
は
、
こ
の
当
時
は
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
が
な
い
状
態
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

続
い
て
、
同
じ
く
小
説
「
天
安
門
」
が
発
表
さ
れ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
の
田
久
保

英
夫
、
江
藤
淳
、
富
岡
幸
一
郎
「
創
作
合
評

天
安
門
」
か
ら
理
由
を
見
て
い
く
。

江
藤

や
は
り
日
本
語
と
い
う
言
葉
が
、
片
仮
名
が
あ
っ
た
り
、
漢
字
が
あ
っ

た
り
、
合
切
袋
み
た
い
に
で
き
て
い
る
言
葉
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
（
略
）

こ
の
人
の
中
に
は
、
日
本
に
対
す
る
敬
意
が
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
日
本
語
と
い
う
言
語
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
に
対
し
て
は
本

物
の
敬
意
が
あ
る
と
思
う
。
(7)

一
九
八
七
年
四
月
で
の
考
察
よ
り
も
、
小
説
内
容
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
日
本
文
学

の
特
徴
を
考
え
て
か
ら
リ
ー
ビ
へ
と
引
き
つ
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
次
の
絓
秀
実
、
川
村
湊
、
大
杉
重
男
「
創
作
合
評

満
州
エ
ク
ス
プ
レ

ス
」
で
は
、
絓
氏
は
小
説
内
容
か
ら
、
リ
ー
ビ
の
内
面
的
理
由
に
も
着
目
し
て
い
る
。

絓

ぼ
く
は
リ
ー
ビ
さ
ん
と
い
う
人
は
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
と
し
て
は
決
し
て

新
し
い
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
キ
ー
ン
と
か
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
系
譜
上

に
あ
る
人
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
（
略
）
強
い
父
親
（
ア
メ
リ
カ
？
）
に
敗

退
し
て
ス
ネ
た
子
供
が
、
同
じ
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
に
敗
退
し
た
日
本
に
対
し

て
、
似
た
者
同
士
と
い
っ
た
共
感
を
抱
い
て
い
く
タ
イ
プ
で
す
ね
。

（
略
）
リ
ー
ビ
さ
ん
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
を
批
評
や
研
究
レ
ベ
ル
か

ら
、
小
説
に
お
い
て
、
「
か
れ
」
と
日
本
な
り
ア
ジ
ア
と
の
関
係
は
、
キ
ー

ン
や
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
が
論
理
の
上
で
隠
ぺ
い
し
て
い
た
こ
と
を
露
呈

さ
せ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
。
リ
ー
ビ
さ
ん
の
文
体
は
、
だ
か
ら
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
な
ま
な
ま
し
い
も
の
に
な

っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
と
は
言
え
る
。
そ
の
批
評
性
の
な
さ
と
な
ま
な
ま
し
い
共
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感
と
い
う
か
愛
情
が
、
リ
ー
ビ
さ
ん
の
両
義
性
で
は
な
い
か
。
(8)

確
か
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
作
品
の
中
に
は
父
親
に
対
す
る
反
感
と
い
う
も
の
は
、
繰

り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
絓
氏
は
そ
こ
に
着
目
し
て
、
そ
の
父
親
へ
の
反
感
か
ら

流
れ
て
い
っ
た
気
持
ち
が
、
日
本
へ
の
〈
な
ま
な
ま
し
い
共
感
〉
、
愛
情
へ
と
変
化
し
、

そ
の
愛
情
が
、
彼
の
作
品
に
お
け
る
、
本
当
は
論
理
的
に
詰
め
る
べ
き
と
こ
ろ
に
踏

み
込
め
な
い
弱
さ
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
紹
介
す
る
リ
ー
ビ
英
雄
ら
に
よ
る
座
談
会
で
の
西
部
邁
氏
の
発
言
は
、
そ
の

〈
な
ま
な
ま
し
い
共
感
〉
に
つ
い
て
深
く
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。

西
部

リ
ー
ビ
さ
ん
は
先
ほ
ど
ご
自
分
に
私
小
説
家
的
な
位
置
づ
け
を
な
さ
れ

て
い
た
し
、
（
略
）
リ
ー
ビ
さ
ん
の
小
説
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
思
っ
た

の
で
す
が
、
領
事
館
長
さ
ん
で
あ
ら
れ
た
お
父
様
と
の
関
係
に
し
ろ
、
あ
る

い
は
体
に
障
害
を
も
た
れ
て
い
る
弟
さ
ん
と
の
関
係
に
し
ろ
、
普
通
に
考
え

れ
ば
、
心
理
的
に
非
常
に
複
雑
か
つ
密
度
の
高
い
小
さ
な
空
間
に
お
ら
れ
た

と
受
け
取
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
に
リ
ー
ビ
さ
ん
自
身
が
ど
う
対
応
す
る
か
、
あ
る
い
は
ど
う
表

現
す
る
か
と
な
っ
た
と
き
、
私
生
活
が
あ
ま
り
に
も
複
雑
、
微
妙
を
極
め
て

い
る
の
で
、
普
通
使
っ
て
い
る
母
国
語
を
使
っ
た
と
き
に
は
、
私
的
世
界
と

い
う
対
象
と
自
分
の
間
が
母
国
語
で
充
実
し
す
ぎ
て
生
々
し
い
の
で
は
な
い

か
。
(9)

こ
れ
に
対
し
て
リ
ー
ビ
英
雄
は
〈
自
分
の
精
神
分
析
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
か
と

い
っ
て
人
に
や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
は
お
も
わ
な
い
け
れ
ど
も
〉
と
返
し
て
濁
し
て

い
る
。
こ
こ
で
の
着
目
点
は
複
雑
な
私
生
活
が
、
母
語
で
表
現
す
る
こ
と
を
避
け
さ

せ
て
い
る
と
い
う
考
察
と
、
そ
の
複
雑
な
私
生
活
と
い
う
の
が
、
父
親
と
の
関
係
ば

か
り
で
な
く
、
障
害
者
で
あ
る
弟
と
の
関
係
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
〈
な
ま
な
ま

し
い
共
感
〉
を
一
段
深
く
考
察
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

再
び
創
作
合
評
に
戻
り
、
三
木
卓
、
久
間
十
義
、
奥
泉
光
「
創
作
合
評

蚊
と
蝿

の
ダ
ン
ス
」
を
見
て
み
る
。
尚
、
こ
こ
で
の
〈
原
体
験
〉
と
は
、
元
は
日
本
人
が
住

ん
で
い
た
台
湾
の
家
で
過
ご
し
た
経
験
の
こ
と
を
指
す
。

三
木

彼
が
な
ぜ
日
本
語
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
幼
い
と
き
に
そ
う
い
う
原
体
験
を
持
っ

た
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
彼
を
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
距
離
を
と
ら
せ
て
い
る

一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
(10)

「
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
」
の
評
論
か
ら
二
十
四
年
経
っ
て
の
評
論
で
あ
る
が
、

三
木
氏
の
「
な
ぜ
日
本
語
か
」
と
い
う
疑
問
は
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
「
蚊
と
蝿
の

ダ
ン
ス
」
よ
り
、
原
体
験
が
〈
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
距
離
を
と
ら
せ
る
一
因
〉、
つ
ま

り
日
本
語
の
選
択
理
由
の
要
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
原

体
験
は
、
父
親
に
屈
す
る
思
春
期
よ
り
も
前
の
幼
少
期
で
あ
り
、
父
親
と
の
軋
轢
が

生
ま
れ
た
こ
と
よ
り
も
前
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
日
本
に
魅
か
れ
る
要
因
の
ひ
と
つ
を

考
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
新
し
い
。

笹
沼
氏
は
、
な
ぜ
日
本
語
な
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
本
人
の
回
答
の
他
に
も
、

リ
ー
ビ
英
雄
が
文
壇
に
登
場
し
た
時
代
背
景
を
考
慮
し
た
上
で
、
創
作
合
評
で
の
絓

秀
実
氏
の
評
言
を
、
正
鵠
を
射
て
い
る
と
し
、〈
マ
イ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
世
界
に
住
む

人
が
、
相
対
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
空
間
に
向
か
う
際
〉
の
〈
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
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の
世
界
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
挫
折
や
敗
北
が
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
〉
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
関
し
て
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
父
親
の
対
立
に
つ
い
て
触
れ
、〈
単
な
る
審
美
主
義

や
主
観
主
義
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
な
合
理
性
や
目
的
性
、
功
利
性
に

還
元
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
抗
う
彼
の
個
人
的
な
批
評
性
や
倫
理
性
を
表
し

た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
〉
と
ま
と
め
、
彼
の
〈
父
と
の
対
立
〉
が

背
景
と
し
て
あ
る
た
め
と
し
て
い
る

。
(11)

フ
ェ
イ
・
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は
、
や
や
停
滞
ぎ
み
だ
っ
た
日
本
文
学
が
、
新
た
な
日

本
語
文
学
と
し
て
、
世
界
文
学
と
し
て
の
可
能
性
と
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
の

も
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
よ
う
な
作
家
の
活
躍
に
よ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
〈
西
洋

語
優
位
に
た
い
す
る
作
家
の
青
少
年
の
直
感
的
な
疑
念
こ
そ
、
リ
ー
ビ
が
日
本
語
を

選
択
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
〉
だ
と
し
て
、
彼
が
日
本
語
に
価
値
を
置
い
た
理
由
を
述

べ
て
い
る

。
(12)

宮
田
氏
は
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
日
本
語
で
執
筆
し
た
こ
と
は
、
日
本
語
の
性
質
批
判

で
あ
る
と
と
も
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
執
筆
す
る
こ
と
で
新
た
な
構
造
（
ア
メ
リ
カ
、

日
本
、
中
国
の
三
国
に
渡
る
作
品
）
が
作
ら
れ
る
こ
と
で
執
筆
の
意
義
が
成
り
立
っ

て
い
る
と
い
う
。
ま
た
〈
「
越
境
者
」
と
し
て
の
背
景
か
ら
、
私
小
説
的
で
あ
る
こ
と

が
そ
の
ま
ま
「
越
境
文
学
」
と
な
っ
て
い
く
リ
ー
ビ
英
雄
の
逆
説
的
な
立
ち
位
置
が

こ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。〉
と
私
小
説
を
執
筆
す
る
こ
と
で
、
リ
ー
ビ
英
雄
の

立
場
が
文
学
界
の
構
造
上
有
効
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

。
(13)

以
上
の
通
り
、
基
本
的
に
先
行
研
究
は
、「
な
ぜ
日
本
語
か
」
と
い
う
疑
問
に
対
し
、

リ
ー
ビ
英
雄
本
人
の
証
言
を
参
考
に
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
き
た
が
、
い
ま
だ
不
鮮
明

な
点
が
残
る
。
そ
こ
で
、
第
三
章
で
は
、
彼
の
作
品
を
対
象
に
し
、
先
行
研
究
や
本

人
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
だ
け
で
は
汲
み
取
れ
な
い
日
本
語
の
選
択
の
理
由
を
探
っ
て
い

く
。

第
三
章

小
説
検
証

リ
ー
ビ
英
雄
の
作
品
の
主
人
公
は
本
人
と
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
本
論
文

も
そ
う
し
た
見
方
の
妥
当
性
を
肯
い
、
小
説
の
主
人
公
た
ち
の
描
写
を
見
て
い
く
こ

と
で
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
日
本
語
の
選
択
理
由
を
み
て
い
き
た
い
。

本
章
で
は
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
執
筆
し
た
小
説
の
中
で
も
、
日
本
と
の
関
わ
り
が
濃

く
描
写
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
二
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
分
析

し
て
い
く
。

第
一
節

『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』

『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』
の
評
価
と
し
て
は
、
〈
英
語
を
「
母
語
」
と
す
る

者
が
日
本
語
で
書
い
た
小
説
と
い
う
新
し
さ
と
と
も
に
、
日
本
語
で
構
築
さ
れ
た
世

界
を
、
外
部
の
視
点
か
ら
、
日
本
語
で
突
き
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
そ
の
衝
撃

力
を
秘
め
て
い
た
〉
と
評
さ
れ
て
い
る

。
つ
ま
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
作
家
が
集
中

(14)

し
て
登
場
し
た
一
九
九
〇
年
前
後
の
時
代
性
を
多
分
に
帯
び
た
、
ア
メ
リ
カ
国
籍
の

作
家
が
出
現
し
た
こ
と
自
体
と
、
在
日
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
問
題
を
考
慮
し
な
い
戦

後
日
本
の
国
民
思
想
が
、
そ
の
正
当
性
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
ら
れ
始
め
る
直
前
の
時

代
を
舞
台
に
、
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
人
の
問
題
を
描
い
た
内
容
に
お
い
て
も
、『
星

条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』
は
歴
史
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
作
品
と
、
本
人
の
経
歴
と
比
べ
て
み
て
も
同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
て
い
る
。

リ
ー
ビ
英
雄
の
父
の
仕
事
の
関
係
で
少
年
時
代
を
横
浜
の
ア
メ
リ
カ
領
事
館
で
暮
ら

し
て
い
た
。
そ
の
頃
家
出
を
繰
り
返
し
、
新
宿
に
行
き
お
も
し
ろ
く
思
っ
た
と
い
う
。

日
本
文
学
に
興
味
を
持
っ
た
の
も
、
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
作
品
か
ら
は
一
つ
目
の
理
由
と
二
つ
目
の
理
由
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
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て
、
そ
の
場
面
を
取
り
だ
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

①
日
本
語
の
感
覚
的
魅
力
・
日
本
語
へ
の
共
感

一
つ
目
の
理
由
の
要
因
は
、
人
間
関
係
と
書
き
言
葉
で
あ
っ
た
。
中
で
も
人
間
関

係
は
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
安
藤
が
体
現
し
て
い
る
。
リ
ー
ビ
英
雄
が
日
本
人
の
仲

間
と
集
ま
っ
て
会
話
を
し
た
体
験
が
、
安
藤
に
連
れ
ら
れ
て
、
彼
の
部
屋
や
東
京
の

街
を
歩
き
な
が
ら
、
日
本
語
の
世
界
に
導
か
れ
て
い
る
様
子
と
重
な
る
。
ま
た
、
書

き
言
葉
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

ひ
ら
が
な
を
書
い
て
い
る
と
、
ベ
ン
自
身
も
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

ベ
ン
が
は
じ
め
て
日
本
語
と
い
う
も
の
を
意
識
し
た
の
は
、
八
つ
だ
っ
た
か
九

つ
だ
っ
た
か
、
台
中
の
家
で
元
の
家
主
が
床
の
間
の
隅
に
残
し
た
古
い
書
物
を

拾
っ
て
、
ど
っ
し
り
し
た
漢
字
と
漢
字
の
間
に
「
の
」
と
い
う
の
た
く
っ
た
不

、

均
整
の
異
物
が
は
さ
ま
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
日
だ
っ
た
。（
略
）
黄
ば
ん
だ

ペ
ー
ジ
を
右
か
ら
左
へ
と
、
「
の
」
と
「
は
」
と
「
む
」
と
「
ゑ
」
、
漢
字
の
森

に
戯
れ
て
い
る
蝶
の
形
を
し
た
ひ
ら
が
な
を
魅
惑
さ
れ
た
思
い
で
ず
っ
と
た
ど

っ
て
い
た
の
が
記
憶
に
残
っ
て
い
た
。

こ
の
場
面
は
幼
い
こ
ろ
を
回
想
す
る
場
面
で
あ
り
、
前
章
で
三
木
氏
が
日
本
語
に
魅

か
れ
た
理
由
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
推
察
し
た
台
湾
で
の
原
体
験
で
あ
る
。
本
作

品
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
リ
ー
ビ
英
雄
に
と
っ
て
、
幼
い
頃
に
見

た
ひ
ら
が
な
の
か
た
ち
と
い
う
の
は
、
彼
の
感
性
に
響
い
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

②
日
本
・
日
本
語
の
性
質
へ
の
興
味
・
批
判

リ
ー
ビ
英
雄
自
身
が
度
々
遭
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
差
別
的
な
待
遇
に
つ
い
て
は
、

こ
の
小
説
内
で
「
ま
す
む
ら
」
と
い
う
人
物
に
日
本
人
を
代
表
さ
せ
、
当
時
の
日
本

人
の
拒
絶
の
態
度
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
ん
な
態
度
に
抗

っ
て
い
る
主
人
公
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

「
俺
は
ア
メ
リ
カ
が
き
ら
い
だ
」
と
言
っ
た
。
（
略
）

「
ぼ
く
も
あ
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
」

と
ベ
ン
は
答
え
た
。

「
ま
す
む
ら
」
が
に
ら
ん
で
い
る
制
服
の
白
い
上
着
は
、
ベ
ン
の
胴
を
ぴ
し
っ

と
包
ん
で
、
そ
の
圧
力
感
は
心
地
よ
い
。
ほ
ら
、
ま
す
む
ら
さ
ん
、
見
て
下
さ

、
、

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

い
、
ぼ
く
は
あ
な
た
と
同
じ
に
な
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
略
）

ま
す
む
ら
さ
ん
、
あ
な
た
に
な
っ
て
や
る
ぞ
。

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

続
い
て
は
、
こ
の
作
品
の
核
と
な
っ
て
い
る
人
間
関
係
で
あ
る
、
父
親
の
発
言
を

引
用
す
る
。

「
お
前
は
東
京
で
あ
れ
だ
け
勉
強
し
て
い
る
く
せ
に
、
ま
だ
日
本
の
常
識
が
分

か
っ
て
い
な
い
」

（
略
）

「
お
前
が
や
つ
ら
の
こ
と
ば
を
い
く
ら
喋
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
結

、
、
、

局
や
つ
ら
の
目
に
は
、
ろ
く
に
喋
れ
な
い
し
、
喋
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
も
な
い

、
、
、

私
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。
た
と
え
お
前
が
皇
居
前
広
場
へ
行
っ
て
、
完
璧
な
日

本
語
で
『
天
皇
陛
下
万
歳
』
と
叫
ん
で
セ
ッ
プ
ク
を
し
た
と
し
て
も
、
お
前
は

や
つ
ら
の
ひ
と
り
に
は
な
れ
な
い
」

、
、
、
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こ
れ
は
、
父
親
か
ら
日
本
へ
の
憧
れ
を
持
つ
ベ
ン
に
対
し
て
釘
を
指
す
場
面
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
側
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
身
内
の
人
間
に
も
日
本
へ
の
越
境
を

否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
は
二
つ
目
の
理
由
に
対
応
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
、
こ
の
引
用
場
面
な
ど
か
ら
分
か
る
父
親
と
の
対
立
は
、

度
々
注
目
を
受
け
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
日
本
・
日
本
語
の
体
質

へ
の
批
判
に
終
わ
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
対
立
構
造
こ
そ
が
、
小
説
内
容

に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
関
係
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
は
、
人
間
関
係

が
要
因
で
あ
っ
た
、
一
つ
目
の
理
由
に
も
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
う

一
度
一
つ
目
の
理
由
に
戻
し
、
次
か
ら
は
、
小
説
に
み
ら
れ
る
、
一
つ
目
の
理
由
を

成
し
て
い
る
人
間
関
係
に
主
軸
を
お
い
て
み
て
い
く
。
例
え
ば
ク
リ
ー
マ
ン
氏
は

「
星
条
旗
が
聞
こ
え
な
い
部
屋
」
は
ひ
と
り
の
息
子
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
父

の
中
華
主
義
的
で
理
性
的
な
漢
字
の
世
界
を
拒
絶
し
、
あ
え
て
官
能
的
な
ひ
ら

が
な
の
世
界
を
選
択
す
る
描
い
た
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(15)

と
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
は
、
父
親
と
の
対
立
か
ら
、
父
親
を
漢
字
の
世
界
に

見
立
て
、
そ
の
反
対
の
立
場
に
あ
る
平
仮
名
に
魅
か
れ
た
と
い
う
説
を
唱
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
な
ぜ
平
仮
名
に
感
性
的
に
魅
か
れ
て
い
っ
た
の
か
を
説

明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
の
選
択
理
由
が
、
一
見
、
説
明
不
可
能
な
感

性
的
問
題
と
し
て
説
明
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
を
、
周
囲
の
人
間
関
係
を
交
え

て
考
察
す
る
と
、
更
な
る
考
察
が
可
能
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
書
き
言

葉
自
体
の
芸
術
的
な
魅
力
に
よ
る
要
因
は
別
と
し
、
こ
こ
か
ら
は
研
究
の
余
地
が
あ

る
、
小
説
内
で
み
ら
れ
る
人
間
関
係
を
中
心
に
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
創
作
合
評
「
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
」
で
川
村
湊
氏
に
〈
父
親
に
対

す
る
反
感
と
い
う
か
、
反
発
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
日
本
」
へ
向
か

う
一
つ
の
バ
ネ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
〉

と
い
う
意
見
が
あ
る
通
り
、
こ
の

(16)

作
品
か
ら
は
、
父
親
と
の
対
立
が
原
因
と
な
っ
て
他
文
化
に
傾
倒
し
て
い
く
構
造
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
秋
山
駿
、
岡
松
和
夫
、
井
口
時
男
「
創

作
合
評

新
世
界
へ
」
に
み
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
意
見
を
生
ん
だ
。

井
口

二
十
年
後
に
書
い
て
い
る
作
者
の
意
識
の
中
で
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う

か
。
十
七
歳
の
と
き
と
も
っ
と
違
っ
た
も
の
が
み
え
て
い
る
は
ず
な
ん
だ
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
さ
な
い
た
め
に
、
何
か
自
己
規
制
し
て

い
る
の
か
な
、
そ
ん
な
ふ
う
に
も
思
い
ま
し
た
。
(17)

父
親
対
自
分
と
い
う
構
図
は
、
作
中
に
綺
麗
に
、
わ
か
り
や
す
く
提
示
さ
れ
て
い
る

た
め
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
父
親
以
外
の
理
由
を
探
し
て
い
く
た
め
に
、
母
親
と
の
関
係
性
も
み

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

次
の
場
面
は
、
ベ
ン
の
回
想
で
、
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

ベ
ン
が
外
か
ら
帰
っ
て
き
た
時
に
、
自
分
の
家
の
前
に
止
ま
っ
て
い
る
救
急
車
を
見

つ
け
た
。母

は
確
信
し
て
い
る
口
調
で
神
経
衰
弱
の
口
ぐ
せ
を
言
い
出
す
。

「
私
は
正
常
で
す
よ
」

前
の
白
衣
が
黙
っ
て
奥
の
寝
室
に
入
り
、
母
の
腕
を
握
ろ
う
と
す
る
。

「
私
は
正
常
だ
。
ジ
ェ
ー
コ
ブ
を
捉
ま
え
て
！
」
と
ベ
ン
の
父
の
名
前
を
叫
び

だ
す
。
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（
略
）

「
私
は
犠
牲
者
で
し
ょ
う
。
私
じ
ゃ
な
く
て
、
ジ
ェ
ー
コ
ブ
を
捉
ま
え
て
！
」

白
衣
は
二
人
と
も
、
母
の
「
議
論
」
に
対
し
て
、
い
つ
も
笑
い
顔
で
答
え
る

の
だ
っ
た
。「
犠
牲
者
で
敗
北
者
だ
か
ら
こ
そ
お
前
が
異
常
だ
。
こ
ん
な
ざ
ま
に

な
っ
て
い
る
お
前
の
方
が
異
常
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
い
わ
ぬ
ば
か
り
の
、
笑

い
声
と
や
わ
ら
か
い
口
調
を
く
ず
さ
ず
、
鎮
静
剤
の
注
射
に
備
え
て
、
前
の
白

衣
が
母
の
袖
を
捲
り
は
じ
め
る
。

当
時
十
三
歳
の
ベ
ン
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
光
景
は
、
彼
に
と
っ
て

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
駆
け
つ
け
た
医
師
達
の
表
情
か
ら
、
そ
の

冷
た
い
内
心
を
想
像
す
る
ベ
ン
に
は
、
彼
ら
に
投
影
し
た
自
身
の
気
持
ち
が
少
な
く

と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
は
、
父
親
と
の
関
係
性
と
比
べ
る
と
、
構
図
で
表

せ
る
よ
う
な
徹
底
し
た
書
き
方
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
母
親
と
の
関

係
性
が
、
着
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
分
と
近
い
人
た
ち
と
の
関
係
が
う
ま
く
構
築
で
き
な
い
ベ

ン
は
、
自
身
の
気
持
ち
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

貴
蘭
の
息
子
で
あ
り
、
自
分
の
弟
で
あ
る
少
年
の
手
を
握
り
、
ベ
ン
は
父
を

殺
し
た
か
っ
た
。
そ
の
欲
望
が
、
（
略
）
脳
裏
を
掠
め
て
、
忽
ち
胸
に
熱
く
く
す

ぶ
る
恥
と
変
わ
っ
た
。
そ
の
恥
を
…
…
次
の
露
店
か
ら
す
で
に
聞
こ
え
て
く
る

「
ハ
ロ
ー
」
と
い
う
と
ろ
け
る
よ
う
な
女
学
生
の
声
に
、
息
が
つ
ま
る
思
い
が

し
た
…
…
ま
わ
り
の
誰
か
に
伝
え
て
、
誰
か
に
叫
び
た
か
っ
た
。

ま
わ
り
は
み
ん
な
日
本
人
だ
っ
た
。

こ
の
場
面
を
、
〈
ベ
ン
は
父
を
殺
し
た
か
っ
た
〉
と
い
う
直
接
的
な
表
現
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
父
親
と
の
対
立
と
し
て
読
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方

で
着
目
す
べ
き
は
、
そ
の
後
の
誰
か
に
伝
え
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
起
こ
っ
て
い

る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
〈
ま
わ
り
は
み
ん
な
日
本
人
だ
っ
た
〉
と
い
う
象
徴

的
な
一
文
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
父
親
あ
る
い
は
一
緒
に
住
ん
で
い
る
再
婚
相

手
の
家
族
へ
の
反
感
や
、
恥
ず
か
し
さ
と
い
う
気
持
ち
を
誰
か
に
伝
え
た
い
、
し
か

し
そ
の
時
ま
わ
り
に
い
る
の
は
外
国
人
で
あ
る
日
本
人
で
あ
っ
た
為
に
、
日
本
語
を

勉
強
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
流
れ
が
み
え
る
。

第
二
節

「
国
民
の
う
た
」

内
容
と
し
て
は
、
こ
の
小
説
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
母
親
と
弟
と
の
確
執
で
あ

る
。『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
評
論
家
や
本
人
の
考
察

で
得
ら
れ
た
三
つ
の
理
由
は
更
に
不
明
慮
と
な
り
、
一
つ
目
の
理
由
と
し
て
感
覚
的

理
由
で
あ
る
、
母
親
と
弟
と
の
人
間
関
係
が
主
軸
と
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

主
人
公
の
生
き
方
に
対
し
て
、
非
難
す
る
母
と
、
疎
ま
し
い
弟
と
の
息
苦
し
い
関
係

が
描
写
さ
れ
、
彼
ら
の
言
動
に
居
た
堪
れ
な
く
な
る
と
い
う
場
面
も
多
い
。
よ
っ
て
、

父
親
と
の
対
立
の
他
に
、
母
親
と
弟
と
の
確
執
が
、
リ
ー
ビ
英
雄
が
自
分
の
家
族
に

対
し
て
逃
げ
た
い
と
思
う
き
っ
か
け
を
十
分
に
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
読
み

取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
リ
ー
ビ
英
雄
自
身
も
、
こ
の
主
人

公
と
同
じ
よ
う
に
知
的
障
害
者
の
弟
が
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う

経
歴
を
持
つ
。

ま
ず
は
、
久
し
ぶ
り
に
ア
メ
リ
カ
に
「
行
っ
た
」
主
人
公
と
、
母
親
と
弟
が
、
リ

ビ
ン
グ
に
集
う
場
面
で
あ
る
。
簡
単
な
英
語
で
繰
り
返
し
尋
ね
て
く
る
弟
に
主
人
公

は
閉
口
し
、
そ
ん
な
様
子
に
母
親
が
口
出
し
を
す
る
。
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「Take
to

him
!

」

や
が
て
か
れ
は
英
語
で
、
母
に
答
え
た
。

「I'm
nothis

father

」
と
。

「father,father
」
と
言
い
だ
し
、
「tom

orrow
?

」
と
興
奮
し
た
口
調
の
弟
の
声

と
、
急
に
泣
き
だ
し
た
母
の
す
す
り
泣
き
の
声
が
小
さ
な
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
コ
ー

ナ
ー
を
満
た
し
た
。

（
略
）
泣
き
顔
と
な
っ
た
母
の
口
か
ら
「
私
た
ち
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
日
本
へ

行
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
し
ょ
う
」
と
次
に
必
ず
来
る
英
語
の
台
詞
を
先
取
り
す

る
よ
う
に
か
れ
の
頭
の
中
で
「
帰
り
た
い
」
と
い
う
日
本
語
が
鳴
り
響
い
た
。

（
略
）

「
か
え
り
た
い
」
と
い
う
日
本
語
が
、
意
味
を
も
つ
以
前
に
、
ま
ず
は
ぬ
く
も

り
の
あ
る
音
の
連
続
と
し
て
か
れ
の
頭
に
響
い
た
。
毎
年
、
こ
う
い
う
と
き
、「
か

え
り
た
い
」
、
「
か
え
れ
る
」
と
い
う
音
の
響
き
が
か
れ
に
と
っ
て
唯
一
の
救
い

と
な
っ
て
い
た
。

彼
は
愛
情
と
義
務
感
に
負
け
て
毎
年
ア
メ
リ
カ
に
行
く
が
、
喧
嘩
を
回
避
で
き
ず
に

疲
弊
し
、
日
本
を
心
の
拠
り
所
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
は
、
右
に
続
く
母
親
の

反
撃
の
場
面
で
あ
る
。

「
い
く
ら
日
本
人
と
い
っ
し
ょ
に
い
て
も
、
け
っ
き
ょ
く
は
死
ぬ
ま
で
外
人
、

と
し
て
扱
わ
れ
る
で
し
ょ
う
」

母
は
と
つ
ぜ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
。

「A
gaijin

untilthe
day

you
die

」
（
略
）

「
そ
ん
な
こ
と
ば
は
実
際
に
日
本
の
中
に
生
き
た
こ
と
の
な
い
人
に
は
口
に
す

る
資
格
は
な
い
！
」
（
略
）

「Japanese!

」
と
弟
が
ま
た
口
を
は
さ
ん
だ
。

「
そ
う
だ
、
お
兄
さ
ん
は
自
分
の
こ
と
をJapanese

だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。

だ
け
ど
、
本
物
のJapanese

か
ら
は
一
生
、gaijin

と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
い
」

母
はJapanese

を
言
っ
た
と
き
もgaijin

を
言
っ
た
と
き
も
、
そ
の
二
つ
が

ま
っ
た
く
等
価
で
あ
る
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
程
度
の
軽
蔑
を
も
ら
し
て
い

た
。

「
お
兄
さ
ん
は
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
、
け
っ
き
ょ
く
別
の
地

獄
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
、
ハ
ハ
ハ
」

こ
の
場
面
か
ら
分
か
る
の
は
、
や
は
り
母
親
と
の
確
執
か
ら
も
強
い
影
響
を
受
け
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
。
彼
が
、
日
本
人
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
、
〈
け
っ
き
ょ

く
死
ぬ
ま
で
外
人
〉
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
、『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』
で
父
親

が
〈
お
前
は
や
つ
ら
の
ひ
と
り
に
は
な
れ
な
い
〉
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に

、
、
、

否
定
を
し
、
か
つ
、
自
分
達
の
い
る
ア
メ
リ
カ
に
寄
り
つ
こ
う
と
し
な
い
彼
が
、
日

本
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
ず
行
き
場
を
無
く
し
て
も
が
い
て
い
る
様
を
、〈
別
の
地
獄
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
〉
と
強
烈
に
言
い
表
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
に
も
、
日
本

に
も
居
場
所
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
主
人
公
像
が
浮
か
び
上
が
る
。

次
は
、
三
木
氏
が
ア
メ
リ
カ
に
距
離
を
取
ら
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し

て
い
る
、
台
湾
で
の
原
体
験
を
、
こ
の
作
品
で
も
回
想
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
の
で

引
用
す
る
。
ま
ず
は
、
父
親
が
主
人
公
に
生
ま
れ
て
き
た
弟
が
知
的
障
害
者
で
あ
っ

た
こ
と
を
告
げ
た
場
面
で
あ
る
。
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「
弟
は
」
と
父
が
さ
ら
に
言
い
か
け
た
と
き
、
父
の
口
調
に
は
抑
え
き
れ
な
い

失
望
が
も
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
れ
は
感
づ
い
た
。「
弟
は
一
生
、
人
と
会
話
す

る
と
か
、
学
校
へ
行
く
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」

（
略
）

父
は
、
弟
の
誕
生
に
恥
を
感
じ
て
い
る
、
と
か
れ
は
そ
の
と
き
は
じ
め
て
気

が
つ
い
た
。

恥
を
感
じ
て
い
る
父
の
前
に
い
る
こ
と
が
い
や
で
、
か
れ
は
何
か
の
口
実
を
言

っ
て
、
父
の
書
斎
を
出
た
。

更
に
、
こ
の
場
面
に
続
く
部
分
で
、
弟
が
や
っ
て
来
て
か
ら
父
親
が
母
親
と
会
話
を

す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
と
描
写
さ
れ
、
家
族
に
亀
裂
が
生
じ
始
め
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
次
の
場
面
は
主
人
公
が
家
で
「
支
那
の
夜
」
と
い
う
日
本
の
レ
コ
ー
ド

を
聞
く
場
面
で
弟
が
レ
コ
ー
ド
の
音
声
を
真
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

toh!no!ah
ka

rih!

庭
か
ら
の
光
に
包
ま
れ
た
弟
の
顔
に
、
か
れ
は
じ
っ
と
見
入
っ
た
。
見
入
っ

て
い
る
う
ち
に
、
恥
の
よ
う
な
も
の
が
胸
に
こ
み
上
げ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な

恥
を
か
れ
は
そ
の
と
き
は
じ
め
て
感
じ
た
。
自
閉
的
な
快
楽
の
他
に
は
表
情
の

か
け
ら
す
ら
う
か
が
え
な
い
顔
の
弟
が
、
自
分
と
「
日
本
人
」
の
調
和
感
を
破

壊
す
る
た
め
に
こ
の
部
屋
に
い
る
、
と
思
っ
て
、
か
れ
は
思
わ
ず
、

Shutup!

と
声
を
怒
ら
せ
た
。

父
親
に
続
き
、
主
人
公
も
弟
に
対
し
て
恥
の
気
持
ち
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
夜
中
に
弟
が
発
作
を
起
こ
し
た
様
子
を
見
た
後
の
心
情
は
次
の
よ
う
で
あ
っ

た
。

脳
の
中
か
ら
強
烈
な
勢
い
で
何
か
が
こ
み
あ
げ
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
涙
で
は

な
か
っ
た
。
今
見
た
光
景
を
、
話
の
通
じ
る
誰
か
に
伝
え
た
い
、
と
い
う
願
望

に
か
ら
れ
た
。

「
日
本
人
」
に
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
と
思
い
な
が
ら
、
長
い

ル
ベ
ン
レ
ン

縁
側
の
冷
た
い
黒
い
板
を
一
枚
ず
つ
裸
足
の
下
で
感
じ
、
奥
の
タ
タ
ミ
部
屋
へ

ゆ
っ
く
り
と
向
か
っ
た
。

〈
誰
か
に
伝
え
た
い
〉
と
い
う
願
望
の
〈
誰
か
〉
は
、
日
本
人
向
け
の
家
屋
に
住
み
、

日
本
人
に
対
し
て
思
い
を
馳
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
今
後
彼
が
伝
え
た
い
対
象

が
日
本
人
に
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
は
居
た
父
親
は
、
こ
の

後
離
婚
を
し
、
母
親
と
弟
と
彼
を
残
し
去
る
こ
と
に
な
る
。
弟
の
存
在
が
、
父
親
が

家
か
ら
遠
ざ
か
る
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
ア
メ
リ
カ
で
の
一
場
面
。
母
親
と
弟
と
主
人
公
の
三
人
で
バ
ー
ジ
ニ
ア
州

に
引
っ
越
し
し
て
か
ら
、
家
に
お
客
を
招
く
場
面
で
あ
る
。
客
人
と
弟
が
挨
拶
を
し

終
え
た
直
後
、
弟
は
客
人
の
前
で
失
禁
し
て
し
ま
う
。

「
立
小
便
も
オ
リ
エ
ン
タ
ル
同
然
だ
ね
」
と
ジ
ョ
ー
ク
を
さ
さ
や
く
役
人
の
声

が
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
く
す
く
す
笑
う
女
の
声
も
沈
黙
の
中
で
、
か
れ
の
耳

に
伝
わ
っ
た
。
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か
れ
は
十
二
歳
だ
っ
た
。
息
が
つ
ま
る
ほ
ど
の
恥
ず
か
し
さ
に
か
ら
れ
て
、

リ
ビ
ン
グ
・
ル
ー
ム
か
ら
玄
関
の
ド
ア
を
押
し
開
け
て
、
外
へ
、
ど
こ
か
へ
逃

げ
た
く
な
っ
た
。

ま
た
台
湾
で
の
回
想
の
時
に
も
、
母
親
が
必
死
に
弟
を
躾
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
、
女
の
使
用
人
に
う
っ
す
ら
と
笑
わ
れ
る
場
面
を
見
て
三
十
年
間
忘
れ
ら
れ
ず

に
い
る
。
彼
に
と
っ
て
弟
に
関
す
る
恥
の
感
情
を
伴
う
記
憶
は
強
烈
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
ア
メ
リ
カ
に
引
っ
越
し
て
一
カ
月
ほ
ど
経
っ
た
少
年
期
の
主
人
公
が
、
弟

と
と
も
に
出
か
け
面
倒
を
み
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
川
辺
に
危
な
っ
か
し
く
立
つ
弟

を
見
て
次
の
よ
う
に
想
像
す
る
。

弟
の
い
な
い
世
界
を
一
瞬
、
か
れ
は
想
像
し
て
み
た
。
一
つ
の
思
い
が
か
れ

の
脳
の
裏
で
生
ま
れ
て
、
抑
え
て
も
抑
え
て
も
つ
い
に
こ
と
ば
を
な
し
た
。

そ
う
な
っ
た
ら
ぼ
く
は
自
分
の
家
に
帰
れ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
い
に
主
人
公
は
、
弟
が
居
な
く
な
る
こ
と
を
想
像
す
る
。
そ
し
て
彼
が
居
な
く
な

っ
た
ら
〈
自
分
の
家
に
帰
れ
る
〉
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
は
〈
自
分
の
家
〉

は
既
に
失
い
、
そ
の
原
因
が
障
害
者
の
弟
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
が
分
か
る
。

こ
の
時
の
主
人
公
は
日
本
に
対
し
て
現
在
の
主
人
公
ほ
ど
深
く
関
わ
っ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
の
為
、
も
と
も
と
主
人
公
が
帰
れ
る
〈
家
〉
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
は
、

台
湾
で
の
日
本
人
家
屋
と
そ
こ
に
あ
っ
た
弟
の
い
な
か
っ
た
家
庭
だ
っ
た
の
だ
と
推

察
さ
れ
る
。
そ
れ
を
失
っ
て
現
在
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
ど
こ
か
を
求
め
て
、
日

本
へ
と
逃
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
く
ら
い
、
弟
の
存
在
は
重
く
、
主
人
公
の

人
生
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

結
論

リ
ー
ビ
英
雄
が
「
な
ぜ
日
本
語
を
選
び
、
執
筆
す
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
は
、

い
く
つ
も
の
答
え
が
挙
が
っ
て
く
る
。
お
よ
そ
そ
れ
ら
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
一
つ

目
は
日
本
語
の
感
覚
的
魅
力
と
共
感
、
二
つ
目
は
、
日
本
・
日
本
語
の
性
質
の
批
判
、

三
つ
目
は
文
学
的
意
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
か
が
不
正
解
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
発
言
や
、
小
説
、
文
学
界
か
ら
の
評
価
な
ど
を
分
析

す
る
こ
と
で
、
確
か
に
検
証
で
き
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
理
由
は
そ
れ
だ
け
複
合
的
で

時
系
列
を
伴
う
理
由
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
理
由
は
、
一
つ
目
か
ら
二
つ
目
、
三
つ
目
の
順
に
繋
が
り
、
リ
ー
ビ
英

雄
の
日
本
と
の
関
わ
り
方
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
つ

目
の
日
本
語
の
感
覚
的
魅
力
と
共
感
か
ら
、
日
本
語
へ
の
興
味
へ
と
繋
が
り
、
日
本

文
学
に
触
れ
る
。
そ
し
て
日
本
で
生
活
し
て
い
る
う
ち
に
、
日
本
人
か
ら
拒
ま
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
日
本
・
日
本
語
の
性
質
批
判
と
い
う
二
つ
目
の
理
由
が
生
ま
れ
、
そ

の
反
骨
心
で
日
本
語
研
究
を
行
い
研
究
者
・
翻
訳
家
へ
と
な
る
。
そ
し
て
更
に
日
本

語
と
深
い
関
わ
り
を
求
め
、
小
説
家
へ
と
転
身
し
て
い
き
、
周
囲
の
評
価
と
共
に
自

身
の
文
学
的
意
義
を
見
出
し
、
そ
れ
も
三
つ
目
の
執
筆
理
由
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
つ
目
の
日
本
語
へ
の
感
覚
的
魅
力
と
共
感
と
い
う
理
由
の
要
因
は
更
に
二
つ
挙

げ
ら
れ
、
一
つ
は
人
間
関
係
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
日
本
語
の
文
字
そ
の
も
の
に
対

す
る
興
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
人
間
関
係
に
つ
い
て
み
て

い
く
と
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
父
親
か
ら
の
逃
亡
か
ら
、
日
本
へ
の
親
近
感
が

生
ま
れ
た
、
と
い
う
説
に
加
え
、
母
親
と
弟
と
の
関
係
性
も
そ
の
要
因
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
小
説
の
特
徴
が
私
小
説
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
小
説
内
に
見
ら
れ
る
家
族
関
係
を
み
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ー
ビ
英
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雄
本
人
に
還
元
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
結
果
、
母
親
と
弟
と
の
関
係
が
、
父
親
と
の
関
係
に
並
ん
で
主
人
公

に
影
響
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
作
品
を
通
し
て
彼
ら
家

族
に
対
し
て
恥
と
い
う
共
通
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
検
証
で
き
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
様
々
に
語
ら
れ
る
、
日
本
語
の
選
択
理
由
と
日
本
文
学
の

執
筆
理
由
が
、
父
親
だ
け
で
は
な
い
、
母
親
と
弟
も
含
め
た
、
家
族
に
対
す
る
、
恥

ず
か
し
さ
か
ら
の
逃
避
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
そ
れ
が
リ
ー
ビ
英
雄

の
日
本
語
を
選
択
し
た
最
初
の
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）
フ
ェ
イ
・
ク
リ
ー
マ
ン
「
言
葉
の
越
境
者
リ
ー
ビ
英
雄
」
（
神
田
由
美
子
・
髙
橋
龍
夫
編

『
渡
航
す
る
作
家
た
ち
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
二
年
四
月
）
参
照

（
２
）
笹
沼
俊
暁
『
リ
ー
ビ
英
雄

〈
鄙
〉
の
言
葉
と
し
て
の
日
本
語
』（
論
創
社
、
二
〇
一
一

年
十
二
月
）

（
３
）
リ
ー
ビ
英
雄
、
佐
藤
洋
二
郎
、
富
岡
幸
一
郎
、
西
部
邁
「
特
別
座
談
会

言
葉
に
お
け

る
普
遍
と
特
殊
」（
『
発
言
者
』
二
〇
〇
一
年
四
月
）

（
４
）
姜
尚
中
・
リ
ー
ビ
英
雄
「
在
日
文
学
が
広
く
読
ま
れ
る
た
め
に
は
言
葉
の
力
が
必
要
だ
」

（
『
そ
れ
ぞ
れ
の
韓
国
そ
し
て
朝
鮮

姜
尚
中
対
談
集
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
七
年
十

二
月
）

（
５
）
宮
田
文
久
「
リ
ー
ビ
英
雄
『
千
々
に
く
だ
け
て
』
を
読
む

─
「
越
境
文
学
」
の
可
能

性

─
」（
『
日
本
大
学
大
学
院
総
合
社
会
情
報
研
究
科
紀
要
』
二
〇
一
二
年
七
月
）

（
６
）
小
島
信
夫
、
三
木
卓
、
川
村
湊
「
創
作
合
評

星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
」（
『
群
像
』

一
九
八
七
年
四
月
）

（
７
）
田
久
保
英
夫
、
江
藤
淳
、
富
岡
幸
一
郎
「
創
作
合
評

天
安
門
」
（
『
群
像
』
一
九
九
六

年
十
一
月
）

（
８
）
絓
秀
実
、
川
村
湊
、
大
杉
重
男
「
創
作
合
評

満
州
エ
ク
ス
プ
レ
ス
」
（
『
群
像
』
一
九

九
九
六
年
二
月
）

（
９
）
注
（
３
）
に
同
じ

（

）
三
木
卓
、
久
間
十
義
、
奥
泉
光
「
創
作
合
評

蚊
と
蝿
の
ダ
ン
ス
」
（
『
群
像
』
二
〇
〇

10
一
年
四
月
）

（

）
注
（
２
）
に
同
じ

11
（

）
注
（
１
）
に
同
じ

12
（

）
注
（
５
）
に
同
じ

13
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（

）
永
岡
杜
人
「
言
語
に
つ
い
て
の
小
説

―
リ
ー
ビ
英
雄
論
」
（
『
群
像
』
二
〇
〇
九
年
六

14
月
）

（

）
注
（
１
）
に
同
じ

15
（

）
注
（
６
）
に
同
じ

16
（

）
秋
山
駿
、
岡
松
和
夫
、
井
口
時
男
「
創
作
合
評

新
世
界
へ
」
（
『
群
像
』
一
九
八
九
年

17
十
一
月
）

リ
ー
ビ
英
雄
テ
キ
ス
ト

『
日
本
語
の
勝
利
』（
講
談
社
、
一
九
九
二
年
十
一
月
）

『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ズ
』（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
五
月
）

「
国
民
の
う
た
」（
『
群
像
』
一
九
九
七
年
十
一
月
）

『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
九
月
）

『
日
本
語
を
書
く
部
屋
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）

『
越
境
の
声
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
）

『
我
的
日
本
語
』（
筑
摩
選
書
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）


