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書
と
し
て
の
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》

石
原
　
み
ど
り

第
一
章
　
書
の
定
義
の
再
考

速
く
美
し
く
書
く
た
め
の
機
械
が
開
発
さ
れ
て
二
〇
年
、
技
術
の
進

歩
と
と
も
に
書
字
の
風
景
も
変
わ
っ
て
い
る
。
ワ
ー
プ
ロ
文
字
が
い
か

に
無
味
乾
燥
で
あ
る
か
が
嘆
か
れ
つ
つ
、
毛
筆
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

硬
筆
も
ま
た
手
に
す
る
機
会
が
激
減
し
、「
書
く
」
よ
り
も
「
打
つ
」
方

が
先
行
し
て
い
る
。
手
で
書
く
代ヽ

わヽ

りヽ

に
キ
ー
を
打
つ
と
い
う
意
識
も

無
く
、
最
初
か
ら
言
葉
を
打
つ
こ
と
が
日
常
と
化
し
た
。
近
年
は
、
文

字
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
道
具
の
電
子
化
、
小
型
化
が
加
速
度

的
に
進
み
、
今
や
小
学
生
で
す
ら
携
帯
電
話
の
小
さ
な
ボ
タ
ン
を
指
先

で
操
作
し
、
文
字
を
「
打
つ
」。
文
字
を
打
つ
こ
と
の
低
年
齢
化
は
特
に

問
題
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
多
少
と
も
残
っ
て
い
る
手
書
き
の
場
面
で
は
、

字
の
上
手
下
手
を
判
断
し
た
り
、
書
き
ぶ
り
か
ら
書
き
手
の
個
性
を
読

み
取
っ
た
り
す
る
姿
を
見
か
け
る
。
ま
た
活
字
に
つ
い
て
も
、
本
や
雑

誌
、
商
品
ラ
ベ
ル
、
店
の
看
板
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
身
近
な
文
字

を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
や
個
性
を
体
現
す
る
よ
う
に
、
書
体
、

色
、
大
き
さ
、
配
置
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
人
の
目
を
惹
き
付
け
楽
し

ま
せ
る
よ
う
工
夫
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
書
く
こ
と
や
文
字
の
造
形
に
対

す
る
感
覚
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
文
字
を
よ
り
よ
く
書
く
書
道
と
な
る
と
、
多
く
の
人
に

と
っ
て
は
、
小
中
学
校
で
の
書
写
・
書
道
の
授
業
を
受
け
た
き
り
疎
遠

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
芸
術
と
し
て

の
書
と
な
る
と
、
そ
の
制
作
や
鑑
賞
は
一
部
の
専
門
家
や
愛
好
家
た
ち

の
も
の
と
な
り
、
一
般
の
人
か
ら
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
浮
遊
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
書
道
展
を
覗
い
て
み
る
と
、
往
々
に
し
て
、
素
人
に

は
判
読
で
き
な
い
篆
書
体
・
隷
書
体
な
ど
の
古
い
字
体
や
、
草
書
体
・

行
書
体
な
ど
の
続
け
字
、
あ
る
い
は
異
体
字
を
用
い
た
か
な
文
字
で
書

か
れ
た
作
品
が
、
軸
装
や
額
装
の
か
た
ち
で
展
覧
会
場
を
埋
め
尽
く
し

て
い
る
。
こ
れ
は
画
家
で
な
く
て
も
美
術
を
鑑
賞
し
、
音
楽
家
で
な
く

て
も
音
楽
を
聴
く
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
鑑
賞
の
空
間
と
は
ず
い
ぶ
ん

異
な
る
。
し
か
し
、
書
家
が
も
っ
と
一
般
の
人
が
親
し
む
こ
と
の
で
き

る
平
易
な
文
字
・
文
章
を
書
け
ば
い
い
、
素
材
や
方
法
の
多
様
化
を
は

か
っ
て
耳
目
を
驚
か
す
奇
抜
な
こ
と
を
す
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
た
っ
た
一
本
の
筆
が
、
墨
と
紙
と
出
会
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
肥
痩
、
強
弱
、
潤
渇
、
疎
密
、
濃
淡
、
さ
ま
ざ
ま
の

表
情
を
こ
と
ば
に
盛
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
い
年
月
を
か
け
て
改
良
さ

れ
、
洗
練
さ
れ
て
き
た
三
つ
の
道
具
に
硯
を
加
え
た
、
い
わ
ゆ
る
文
房

四
宝
に
よ
っ
て
東
洋
独
自
の
書
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
を
簡
単
に
手
放
す
の
は
愚
行
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
有
無
を
言
わ

せ
ぬ
魅
力
と
伝
統
を
も
つ
道
具
に
安
住
し
、
端
か
ら
こ
の
道
具
に
よ
ら

な
く
て
は
書
に
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
楽
器
で
奏
で
な
く
て

は
音
楽
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
と
同
じ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
改
め
て
考
え
た
い
の
は
、
書
を
芸
術
と
し
て
捉
え
る
と
き
の

視
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
考
え
る
「
芸
術
」
や
「
芸
術
書
」
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と
い
っ
た
概
念
は
近
代
以
降
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
史
を
繙
く

と
、
三
五
〇
〇
年
の
中
国
の
書
史
、
一
五
〇
〇
年
の
日
本
の
書
史
が
説

か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
宗
教
や
政
治
と
結
び
つ
い
た

書
、
文
学
や
絵
画
、
茶
道
と
結
び
つ
い
た
書
、
生
活
と
結
び
つ
い
た
書

な
ど
様
々
な
形
態
の
書
―
―
し
か
も
そ
れ
ら
は
常
に
筆
と
紙
と
墨
で
書
か

れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
―
―
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
た
と
え
美
的
な
造

形
意
識
の
も
と
に
書
か
れ
鑑
賞
さ
れ
た
と
し
て
も
、
伝
え
る
べ
き
内
容

を
第
一
と
し
た
「
文
書
」
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
近
代
以
降
、
書
の
あ

り
方
は
一
変
し
、
近
代
ま
で
の
書
史
を
継
承
し
て
は
い
な
い
。
以
下
で

は
ま
ず
、
近
代
以
前
の
書
と
断
絶
し
た
書
に
つ
い
て
見
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
よ
う
。

近
代
以
降
の
書

明
治
期
、
日
本
は
西
欧
を
モ
デ
ル
に
し
て
官
民
諸
手
を
挙
げ
て
近
代

化
を
は
か
っ
た
。
芸
道
な
ど
を
含
め
た
広
義
の
芸
術
に
つ
い
て
、
何
を

も
っ
て
近
代
化
と
す
る
か
単
純
に
は
決
定
で
き
な
い
が
、
ひ
と
つ
に
は
、

近
代
西
欧
の
芸
術
理
念
を
モ
デ
ル
と
し
た
自
立
化
／
自
律
化
と
見
な
し

得
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
的
な
目
的
や
日
常
の
実
利
か
ら
逃
れ
、
美
術
な

ら
美
術
、
音
楽
な
ら
音
楽
が
そ
れ
自
身
と
し
て
何
で
あ
る
か
、
そ
の
時

の
「
今
」
に
お
い
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
、
自
ら
の
固
有
性
と
存
在
意

義
を
問
い
、
個
人
の
主
体
的
な
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
を
自
由
に
独
創

的
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
古
い
慣
習
や
制
度

を
脱
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
書
も
ま
た
日
本
の
近
代
と
い

う
時
代
を
経
験
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
常
の
筆
記
の
場
面
で
、
手
間
と

技
量
を
要
す
る
毛
筆
か
ら
簡
便
な
硬
筆
へ
と
西
欧
化
し
た
こ
と
も
、
こ

の
意
味
で
の
近
代
化
の
動
き
に
拍
車
を
か
け
た
。
大
正
の
は
じ
め
に
は

毛
筆
全
廃
論
が
唱
え
ら
れ
、
社
会
で
も
教
育
の
場
で
も
、
実
用
を
第
一

の
目
的
と
す
る
硬
筆
へ
の
移
行
が
勧
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う

な
る
と
、
い
よ
い
よ
正
面
か
ら
毛
筆
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ
、
新
た
な

存
在
価
値
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
西
欧
絵
画
の
場
合
、
神

話
や
聖
書
、
文
芸
作
品
を
説
明
的
に
描
写
し
た
り
、
対
象
世
界
を
二
次

元
的
に
再
現
し
た
り
す
る
役
割
か
ら
解
か
れ
る
と
、
色
彩
、
形
、
平
面

性
と
い
う
絵
画
固
有
の
表
現
媒
体
を
存
在
根
拠
と
し
、
絵
画
の
た
め
の

絵
画
へ
と
純
粋
化
し
て
い
っ
た
。
誰
か
に
向
け
て
内
容
を
伝
達
す
る
と

い
う
実
用
的
役
割
か
ら
解
任
さ
れ
て
し
ま
っ
た
書
も
ま
た
、
そ
の
固
有

の
価
値
を
筆
と
墨
と
紙
と
い
う
媒
体
の
表
現
力
に
求
め
、
文
字
を
素
材

と
し
た
造
形
芸
術
作ヽ

品ヽ

を
創ヽ

作ヽ

す
る
こ
と
へ
と
純
粋
化
し
て
い
く
。
も

は
や
「
文
字
を
書
く
こ
と
に
お
け
る
美
の
創
造
を
任
務
と
し
た
純
粋
に

芸
術
的
な
活
動
と
し
て
存
続
す
る
ほ
か
は
な
い
」（

１
）の
で
あ
る
。
独
創
性

や
主
体
性
に
価
値
を
見
出
す
芸
術
観
の
も
と
、「
今
」
に
相
応
し
い
新
し

い
表
現
を
開
拓
す
る
た
め
に
古
典
が
見
直
さ
れ
た
り
、
そ
れ
ま
で
評
価

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
書
家
以
外
の
書
が
研
究
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
伝

統
的
な
書
法
や
規
範
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
表
現
方
法
が
開
拓
さ
れ
た

り
し
た
。
異
質
な
価
値
観
と
の
遭
遇
、
生
活
環
境
の
西
欧
化
に
よ
っ
て
、

書
は
展
覧
会
芸
術
と
し
て
自
立
化
／
自
律
化
を
遂
げ
、
理
念
上
は
何
を

ど
の
よ
う
に
書
い
て
も
よ
い
表
現
の
自
由
を
獲
得
し
た
。
そ
の
自
由
を

最
も
追
究
し
た
の
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
登
場
し
た
〈
前
衛
書
〉

や
〈
墨
象
〉
と
呼
ば
れ
る
芸
術
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
欧
米
の
ア

ン
フ
ォ
ル
メ
ル
な
ど
抽
象
表
現
主
義
の
絵
画
や
日
本
の
具
体
美
術
協
会

の
前
衛
的
な
芸
術
運
動
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
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〇
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
盛
り
上
が
る
。
そ
の
代
表
は
、
森
田
子
龍

（
一
九
一
二
―

九
八
）
が
結
成
し
た
〈
墨
人
会
〉
の
書
家
た
ち
で
あ
る
。

前
衛
と
称
さ
れ
る
と
お
り
、
彼
ら
は
す
す
ん
で
伝
統
を
放
棄
し
た
。
た

と
え
ば
こ
の
会
の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
井
上
有
一
（
一
九
一
六
―

一
九
八
五
）
の
代
表
的
作
品
《
貧
》（
図
１
―

１
）
は
、「
貝
」
の
「
ハ
」

か
ら
書
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
書
い
た
後
か
ら
ト
リ
ミ
ン
グ
が
な
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
彼
ら
は
、
筆
の
代
わ
り
に
刷
毛
を
と
り
、
墨
の
代
わ
り

に
エ
ナ
メ
ル
や
グ
ワ
ッ
シ
ュ
を
使
っ
て
、
実
験
的
な
書
を
制
作
し
た
。

そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
字
さ
え
も
自
由
な
主
体
的
表
現
を
制
約

す
る
も
の
と
見
な
し
て
、
つ
い
に
は
文
字
を
書
か
な
い
絵
画
的
な
作
品

を
生
み
だ
す
（
図
１
―

２
参
照
）。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
実
験
的
制
作
は
、

歴
史
的
に
出
来
上
が
っ
た
筆
順
や
結
構
（
一
文
字
の
点
画
の
組
立
・
構

成
）、
布
置
の
方
法
を
無
反
省
な
ま
ま
繰
り
返
す
こ
と
に
疑
問
を
い
だ
き
、

文
字
を
書
く
必
然
性
、
必
要
性
を
問
う
て
、
絵
画
と
つ
な
が
る
文
字
の

根
源
へ
遡
っ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
単
な
る
否
定
の
た
め
の
否
定
で
な
い

こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
。
と
は
い
え
文
字
を
書
か
な
い
も
の
を
書
と

す
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。
書
が
自
立
化
／
自
律
化
す
る
と
称
し
て
文

字
か
ら
も
離
れ
れ
ば
、
自
立
／
自
律
す
る
以
前
に
、
書
と
し
て
の
「
自
」

も
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
一
旦
文
字
か
ら
離

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
書
の
基
底
に
文
字
が
あ
る
こ
と
を
確

認
し
、
文
字
へ
と
回
帰
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果
の
ひ

と
つ
は
、
書
が
、
あ
く
ま
で
文
字
を
場
と
し
て
成
立
す
る
世
界
で
あ
る

こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

で
は
芸
術
と
し
て
存
命
し
た
近
代
書
が
さ
ら
に
成
長
し
続
け
て
い
る

の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
延
命
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
―
―
そ
れ
は
早
急
に

は
計
り
が
た
い
。
た
だ
近
代
批
判
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
現
代
、
芸

術
に
関
し
て
見
る
と
、
明
治
以
来
信
奉
さ
れ
て
き
た
近
代
西
欧
的
芸
術

観
が
時
代
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
ま
た
批

判
さ
れ
、
か
つ
て
の
よ
う
な
信
頼
を
失
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
今
日
で
は
、
近
代
芸
術
が
ひ
と
つ
の
神
話
的
な
物
語
＝
歴
史

ヒ

ス

ト

リ

ー

と
し

て
語
ら
れ
て
お
り
、
近
代
が
謳
っ
た
「
進
歩
」
や
個
人
の
「
主
体
性
」、

「
独
創
性
」、
コ
ピ
ー
に
対
す
る
「
本
物
」、「
表
現
の
新
し
さ
」
と
い
っ

た
価
値
を
、
も
は
や
楽
天
的
に
は
信
奉
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

図１－１
井上有一《貧》1972年、紙に墨／軸装
125.0×180.0cm、京都国立近代美術館蔵

図１－２
中村木子（ぼくし）《作品》1956年頃、
紙にラッカー／額装
107.5×75.0cm、個人蔵
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い
る
。
こ
う
し
た
諸
々
の
価
値
が
取
り
払
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
書
が
い
か

に
あ
り
得
る
の
か
、
純
粋
に
芸
術
的
な
活
動
と
し
て
存
続
で
き
る
の
か
。

も
し
現
代
に
お
い
て
何
ら
か
の
か
た
ち
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
活
動
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
社
会
的
、
文
化
的
な
環
境
に
つ

い
て
意
識
せ
ざ
る
を
得
ず
、
展
覧
会
芸
術
と
し
て
の
書
の
あ
り
方
を
ふ

く
め
、
芸
術
的
価
値
の
在
処
を
そ
の
都
度
問
い
返
し
な
が
ら
進
ん
で
い

く
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
書
と
近
し
い
美
術
を
見
る
と
、
こ
れ
ま
で

の
よ
う
な
発
表
会
形
式
・
展
覧
会
形
式
で
の
鑑
賞
の
場
も
あ
る
が
、
す

で
に
、
作
り
手
と
受
け
手
と
い
う
従
来
の
一
方
通
行
の
関
係
に
疑
問
が

持
た
れ
て
お
り
、
芸
術
と
し
て
の
自
ら
の
存
在
意
義
を
社
会
に
問
い
な

が
ら
、
互
い
が
発
信
者
と
も
受
信
者
と
も
な
る
双
方
向

イ
ン
タ
ー
ラ
ク
テ
ィ
ブの
関
係
を
築
こ

う
と
い
う
動
き
も
強
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
他
種
類
の
美
術
論
・
美
術
批

評
の
本
や
雑
誌
、
美
術
カ
タ
ロ
グ
の
数
だ
け
を
見
て
も
、
そ
の
こ
と
を

作
り
手
側
が
言
葉
に
し
、
受
け
手
の
側
が
作
品
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
評

価
す
る
言
論
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
言
論
の
場
が

ど
れ
ほ
ど
成
熟
し
た
も
の
か
は
不
問
に
付
す
と
し
て
、
少
な
く
と
も
書

の
領
域
に
比
べ
る
と
進
展
し
た
状
況
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
書
が
引
き

受
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
う
し
た
問
題
は
、
正
面
か
ら
論
じ
る
に

は
大
き
す
ぎ
、
筆
者
の
力
量
を
超
え
て
い
る
。
む
し
ろ
本
稿
で
提
出
し

た
い
の
は
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
と
の
連

関
を
断
っ
た
近
代

芸
術
と
し
て
の
書

を
喧
伝
す
る
傍
ら

で
、
ほ
か
の
語
る

べ
き
書
字
の
風
景
、
文
字
の
創
出
や
受
容
、
流
通
の
あ
り
様
、
そ
し
て

そ
れ
と
相
互
作
用
し
て
い
る
文
化
や
思
想
が
十
分
に
言
及
さ
れ
な
い
ま

ま
、
見
逃
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

た
と
え
ば
わ
た
し
た
ち
に
馴
染
み
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
歌
舞
伎
文
字

が
あ
る
（
図
２
参
照
）（

２
）。
こ
れ
は
勘
亭
流
と
呼
ば
れ
る
デ
ザ
イ
ン
文
字
だ

が
、
一
般
的
な
書
道
史
で
は
、
今
で
い
う
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
は
し
り

と
し
て
説
明
さ
れ
る
程
度
で
、
近
代
的
な
価
値
基
準
で
の
芸
術
書
の
範

疇
に
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
勘
亭
流
の
文
字
は
、
単
に
大
衆

ポ
ッ
プ

調
の
フ
ォ
ン
ト
の
ひ
と
つ
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
な
い
造
形
的
特
性
と
意

義
を
具
え
て
い
る
。
肉
太
で
丸
み
を
帯
び
た
、
内
に
入
る
柔
ら
か
い
書

風
で
、
文
字
と
文
字
と
が
ほ
と
ん
ど
隙
間
な
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
歌
舞
伎
役
者
の
流
麗
な
所
作
や
舞
姿
と
、
観
客
で
席
が
隙
間
な

く
埋
ま
る
こ
と
を
願
う
心
を
視
覚
化
し
た
も
の
だ
。
江
戸
歌
舞
伎
の
発

展
と
と
も
に
生
ま
れ
、
江
戸
歌
舞
伎
の
顔
と
し
て
上
方
に
対
抗
す
る
役

割
を
担
っ
て
い
た
。
省
略
や
変
形
が
施
さ
れ
た
文
字
も
あ
り
、
素
人
に

は
読
み
づ
ら
く
、
内
容
を
伝
え
る
記
号
と
し
て
は
実
用
的
で
な
い
に
も

関
わ
ら
ず
、
こ
の
書
体
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
地
位
を
占
め
て

い
る
。
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
発
達
し
た
現
代
も
毛

筆
で
手
書
き
さ
れ
る
。
一
見
同
じ
よ
う
に
見
え
る
が
、
用
途
に
よ
っ
て

縦
長
に
書
か
れ
た
り
平
た
く
書
か
れ
た
り
し
、
ま
た
書
き
手
に
よ
っ
て

微
妙
な
差
異
も
生
ま
れ
る
。
も
し
、
勘
亭
流
の
文
字
が
い
わ
ゆ
る
純
粋

芸
術
で
な
い
か
ら
鑑
賞
や
研
究
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
近
代
的
な
意
味
で
の
芸
術
作
品
と
し
て
彫
ら
れ
た
り
書
か
れ
た
り

し
な
か
っ
た
甲
骨
文
字
や
写
経
文
字
も
同
じ
こ
と
に
な
ろ
う
。

図２
「まねきを書く竹田耕清氏」
『上方の勘亭流』創元社
1986年、８頁
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書
の
定
義
の
試
み

そ
れ
で
は
、
暫
定
的
に
し
ろ
、
書
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義

し
て
お
く
こ
と
が
生
産
的
だ
ろ
う
か
。

中
島
司し

ゆ
う有（
３
）は

、「
書
と
は
、
文
字
や
こ
と
ば
を
さ
ま
ざ
ま
な
造
形
手
法

で
表
現
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
造
形
手
法
で
表
現
さ
れ
た

文
字
や
こ
と
ば
で
あ
る
」（

４
）と
い
う
極
め
て
簡
素
な
定
義
を
示
す
。
こ
れ

で
は
筆
墨
硯
紙
が
一
体
と
な
っ
た
精
神
性
の
高
い
東
洋
固
有
の
芸
術
で

あ
る
書
の
定
義
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
反
対
意
見
が
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

中
島
は
そ
う
し
た
反
論
を
見
越
し
た
上
で
、
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
説
明

を
付
け
加
え
る
と
そ
の
分
だ
け
書
が
狭
く
な
る
と
判
断
し
、
非
常
に
大

き
な
枠
組
み
で
、
で
き
る
だ
け
中
立
的
に
書
を
捉
え
る
に
至
っ
た
。
そ

れ
は
彼
が
、
高
い
精
神
性
や
心
を
こ
め
て
文
字
を
書
い
て
い
る
の
は
狭

義
の
書
の
世
界
に
い
る
人
間
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
し
て
世
界
各
地
の

文
字
が
そ
れ
ぞ
れ
の
手
法
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
書
で
あ
る
と
考
え
る

か
ら
だ
。
中
島
は
各
地
の
碑
文
や
書
字
の
風
景
を
実
際
に
見
聞
し
た
上

で
、「
在
来
の
書
法
と
か
、
偏
狭
な
書
精
神
と
か
、
書
は
筆
に
か
ぎ
る
と

か
い
う
偏
見
を
す
て
さ
る
と
、
世
界
中
の
よ
い
書
が
見
え
て
く
る
は
ず
」（

５
）

と
述
べ
る
。
自
ら
、
水
彩
や
油
彩
絵
具
、
臈ろ

う

纈け
つ

、
木
版
、
石
、
布
、
さ

ら
に
は
貝
殻
や
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
な
ど
の
異
質
な
素
材
を
用
い
、
彫
る
、

切
る
、
貼
る
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
、
文
字
や
こ
と
ば
が
よ
り
豊

か
な
世
界
へ
と
転
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
さ
ま
ざ

ま
な
素
材
お
よ
び
手
法
の
試
み
も
、
本
道
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
行
っ
て

い
る
実
験
で
は
な
く
、
そ
れ
は
書
の
基
幹
で
あ
る
文
字
や
こ
と
ば
と
は

な
に
か
を
常
に
問
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
「
書
く
と
い
う
こ
と
」「
表
現

す
る
と
い
う
こ
と
」
を
真
摯
に
追
究
し
て
い
る
も
の
と
同
一
線
上
に
あ

る
。
注
意
し
た
い
の
は
、「
文
字
や
こ
と
ば
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
文
字
あ
る
い
は
こ
と
ば
」
で
は
な
く
、「
文
字
＝
こ
と
ば
」
す
な

わ
ち
「
文
字

こ
と
ば

」
で
あ
る
。
中
島
に
お
い
て
、
文
字
は
作
品
制
作
に
供
さ

れ
る
素
材
で
は
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
自
由
な
造
形
活
動
を
制
約
す
る
も

の
な
ど
で
は
な
い
。
文
字
と
は
、
単
に
音
声
を
記
録
・
伝
達
す
る
記
号

で
は
な
く
、
そ
の
形
に
、
書
き
手
を
超
え
た
歴
史
と
意
味
を
背
負
っ
た

生
き
物
で
あ
り
、
時
に
は
暴
力
と
も
凶
器
と
も
な
り
得
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

中
島
は
文
字
を
「
恐
ろ
し
い
も
の
」
と
も
捉
え
て
い
る
。
中
国
で
産
み

育
て
ら
れ
た
漢
字
を
拝
借
し
、
ま
た
そ
れ
を
美
し
い
か
な
文
字
へ
と
変

容
さ
せ
て
、
両
者
を
併
用
し
て
い
る
日
本
語
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
中

島
は
、
文
字

こ
と
ば

を
書
く
、
あ
る
い
は
造
形
す
る
こ
と
の
重
み
や
責
任
を
理

解
し
、
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
文
字

こ
と
ば

が

歴
史
的
に
い
か
に
刻
ま
れ
、
書
か
れ
て
き
た
か
を
中
国
古
典
に
学
ぶ
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
説
く
。
一
方
で
、
現
代
の
日
本
の
書
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
技
術
的
に
は
巧
妙
で
あ
る
も
の
の
文
字

こ
と
ば

を
素
材
と
し
て
軽
く
扱

い
、
目
眩
ま
し
的
な
芸
術
へ
と
化
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
中
島

は
既
成
の
書
道
観
に
固
執
す
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
単
な
る
新

奇
さ
や
多
様
性
を
謳
う
の
で
も
な
く
、
文
字

こ
と
ば

の
姿
を
視
覚
的
に
表
現
す

る
すヽ

ぐヽ

れヽ

たヽ

書
を
目
指
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
島
の
簡
潔
な
定
義
だ

け
を
表
面
的
に
利
用
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
書
と
見
な
す
の
は
誤
り
で

あ
る
。
参
照
す
べ
き
は
、
中
島
の
定
義
を
拠
り
所
に
し
て
よ
り
多
く
の

書
字
の
風
景
を
視
野
に
入
れ
、
こ
れ
ま
で
評
価
や
研
究
の
対
象
に
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
も
の
を
吟
味
し
、
批
評
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
書
を
大
き
な
枠
組
み
で
捉
え
た
と
き
に
入
っ
て
く

る
様
々
な
も
の
の
う
ち
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
映
画
の
タ
イ
ト
ル
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文
字
で
あ
る
。
映
画
の
タ
イ
ト
ル
文
字
は
、
店
名
や
商
標
名
の
ロ
ゴ
タ

イ
プ
、
広
告
文
字
、
看
板
文
字
な
ど
と
同
じ
デ
ザ
イ
ン
文
字
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
デ
ザ
イ
ン
文
字
の
第
一
の
目
的
は
使
用
さ
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
親
し
み
や
す
く
、
印
象
強
く
、
人
々
の
目
を
集
め
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
デ
ザ
イ
ン
文
字
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
造

形
手
法
で
表
現
さ
れ
た
文
字

こ
と
ば

」
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
は
い
え
、
自
己

目
的
的
な
純
粋
芸
術
書
と
は
立
っ
て
い
る
土
俵
が
違
う
以
上
、
両
者
を

同
列
に
論
じ
る
こ
と
な
ど
無
意
味
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
互
い

に
干
渉
さ
せ
ず
棲
み
分
け
さ
せ
て
お
く
方
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ
は
、
デ
ザ
イ
ン
や
工
芸
を
純
粋
な
美
術
の
下
位
に
置
き
、
論
じ
る

必
要
が
な
い
と
主
張
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
研
究
す
る

立
場
に
あ
る
な
ら
ば
、
性
格
の
異
な
る
両
者
を
と
も
に
視
野
に
入
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
や
問
題
を
共
有
し
合
う
場
の
構
築
を

目
指
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
映
像
作
品
に
と
っ
て
の
タ
イ
ト

ル
文
字
の
意
味
や
、
書
か
れ
方
、
呈
示
の
さ
れ
方
、
経
験
の
さ
れ
方
な

ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
と
、
勘
亭
流
の
文
字
と
同
様
、
単
に
商
業

的
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
な
い
性
格
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
そ

れ
に
伴
い
、
芸
術
と
し
て
の
書
の
自
明
性
、
現
代
社
会
に
お
け
る
存
在

意
義
へ
の
疑
問
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
単
な
る

デ
ザ
イ
ン
文
字
」
や
「
装
飾
に
過
ぎ
な
い
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
」
と
い
っ
た

言
い
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
最
初
か
ら
芸
術
書
に
劣
っ
た
も
の
と
し

て
捉
え
る
態
度
に
つ
い
て
も
反
省
を
迫
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で

も
、
映
画
の
タ
イ
ト
ル
文
字
は
考
察
す
る
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
　
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
を
読
み
解
く

映
画
の
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
は
映
画
の
数
だ
け
あ
り
、
そ
の
性
格
は
、

作
ら
れ
た
年
代
や
場
所
、
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
制
作
者
側
の

認
識
や
判
断
、
技
術
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る（

６
）。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の

映
画
の
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
を
一
律
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
膨
大

な
数
の
映
画
の
中
か
ら
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
北
野
武
監
督
第
七

作
『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』（
一
九
九
七
年
、
オ
フ
ィ
ス
北
野
・
日
本
ヘ
ラ

ル
ド
映
画
共
同
配
給
・
第
五
四
回
ベ
ネ
チ
ア
国
際
映
画
際
金
獅
子
賞
受

賞
）
の
タ
イ
ト
ル
文
字
で
あ
る
（
以
下
、
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
で
タ

イ
ト
ル
文
字
を
示
す
）。
デ
ザ
イ
ン
は
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
赤
松
陽ひ

こ
ぞ
う
構

造（
７
）に

よ
る
。
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
理
由
と
し
て
、
ま
ず
筆
者
の
関

心
を
惹
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
日
本
で

は
先
駆
的
な
存
在
で
あ
る
赤
松
の
制
作
過
程
、
映
画
へ
の
取
り
組
み
が

興
味
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

映
画
の
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン（

８
）は
、
上
映
と
と
も
に
存
在
し
、
物
理
的

に
も
映
像
作
品
の
一
部
を
構
成
す
る
。
冒
頭
あ
る
い
は
冒
頭
付
近
の
タ

イ
ト
ル
ロ
ー
ル
は
、
観
客
に
映
画
全
体
の
印
象
を
伝
え
な
が
ら
本
編
へ

ス
ム
ー
ズ
に
導
き
、
そ
し
て
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
作
品
の
余
韻
を

残
し
つ
つ
締
め
く
く
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
劇
場
内
外
で
の
作
品
の
顔
と
な
る
タ
イ
ト
ル
文
字
だ
け
で
な
く
、

タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル
お
よ
び
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
た
だ
、
映
画
音
楽
が
音
楽
と
し
て
独
立
し
て
聴
か
れ
る
の
と
同
じ

よ
う
に
、
映
画
の
タ
イ
ト
ル
文
字
も
―
―
物
語
と
表
裏
一
体
で
あ
り
つ
つ

―
―
造
形
さ
れ
た
と
文
字

こ
と
ば

し
て
独
立
し
て
見
ら
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
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る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
赤
松
は
「
基
本
的
に
は
映
画
と
一
体
の
作

品
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
タ
イ
ト
ル
文
字
だ
け
で
「
独

立
し
た
と
き
に
〔
作
品
と
し
て
〕
成
立
す
る
力
が
な
く
て
は
い
け
な
い
」

と
も
語
っ
て
い
る
（〔

〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
）。
そ
こ
で
彼
の
考
え

に
依
拠
し
、
本
稿
に
限
っ
て
は
、
そ
れ
自
身
で
作
品
と
な
り
得
る
も
の

と
し
て
タ
イ
ト
ル
文
字
に
焦
点
を
絞
り
、
考
察
を
進
め
た
い
。

《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
デ
ザ
イ
ン
の
過
程

最
初
に
ど
の
よ
う
な
制
作
過
程
を
経
て
い
る
の
か
確
認
し
て
お
く（

９
）。

タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
一
観
賞
者
と
し
て
の

視
点
と
同
時
に
制
作
者
と
し
て
の
視
点
で
あ
る
。
作
品
に
寄
り
添
っ
て
、

監
督
が
何
を
ど
う
表
現
し
た
い
の
か
を
正
確
に
掴
み
、
そ
れ
を
タ
イ
ト

ル
文
字
と
し
て
視
覚
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
分
自
身
の

解
釈
が
、
常
に
監
督
の
作
品
イ
メ
ー
ジ
や
ね
ら
い
と
一
致
す
る
と
は
限

ら
な
い（

10
）。

し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
別
の
視
点
か

ら
の
解
釈
を
も
と
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
性
格
の
異
な
る
サ
ン
プ
ル
を
複
数

パ
タ
ー
ン
提
示
し
、
依
頼
者
と
協
議
し
つ
つ
最
終
的
な
形
が
決
め
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
タ
イ
ト
ル
文
字
は
、
半
ば
一
人
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

手
に
よ
る
作
品
で
あ
り
、
半
ば
共
同
作
品
と
も
い
え
る
。

赤
松
に
よ
る
と
、
映
画
作
品
ご
と
に
進
行
の
順
序
は
異
な
る（

11
）。

い
く

つ
か
手
が
け
て
い
る
北
野
の
映
画
作
品
の
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
で
も
そ

う
で
あ
る
。『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
の
場
合
、
ま
ず
ク
ラ
ン
ク
イ
ン
の
前

に
デ
ザ
イ
ン
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
台
本
が
渡
さ
れ
た
時
点
で
は
ま
だ
題

名
が
な
く
、「
第
七
作
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
撮
影
の
進
行

と
と
も
に
内
容
も
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

実
際
の
作
業
は
、
撮
影
お
よ
び
編
集
ラ
ッ
シ
ュ（

12
）

を
観
る
と
こ
ろ
か
ら
始

め
ら
れ
、
そ
の
あ
と
、
ラ
ッ
シ
ュ
を
試
写
し
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
か
ら

作
品
の
テ
ー
マ
や
ね
ら
い
を
聞
く
と
い
う
作
業
を
重
ね
る
。
音
楽
が
先

行
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
を
試
聴
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
作
品
の
場
合
は
、
ラ
ッ
シ
ュ
試
写
後
、
同
時
に
音
楽
制
作
も
着
手

さ
れ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
は
抽
象
性
が
高
く
、

解
釈
力
を
よ
り
多
く
要
求
し
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
今
回

は
音
楽
か
ら
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
通
常
よ
り
も
作
品
理
解
、
消
化
に
時
間
を
費
や
し
た
と
さ

れ
る
。
十
日
ほ
ど
で
六
〜
八
パ
タ
ー
ン
の
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
の
サ
ン
プ

ル
を
作
成
、
そ
の
う
ち
毛
筆
に
よ
る
サ
ン
プ
ル
は
二
パ
タ
ー
ン
を
用
意

し
た
。
あ
ら
か
じ
め
、
読
み
や
す
さ
も
考
慮
し
な
が
ら
、
文
字
の
大

小
・
配
置
を
練
り
、
鉛
筆
で
ラ
フ
・
ス
ケ
ッ
チ
が
作
成
さ
れ
る（

13
）。

《
Ｈ

Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
の
デ
ザ
イ
ン
で
は
、
吸
い
込
み
の
良
い
和
紙
お
よ
び

太
字
用
の
筆
が
用
い
ら
れ
た
。
最
終
的
に
モ
ノ
ト
ー
ン
で
映
写
お
よ
び

印
刷
さ
れ
て
い
る
の
で
墨
色
に
つ
い
て
は
問
わ
ず
、
任
意
の
滲
み
と
掠

れ
が
出
せ
る
濃
度
の
墨
が
擦
ら
れ
た
こ
と
の
み
確
認
し
た
。
六
〜
八
の

サ
ン
プ
ル
を
、
ま
ず
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
森
が
選
考
お
よ
び
仮
決
定
し
、

そ
の
あ
と
監
督
に
見
せ
、
最
終
形
が
決
定
し
た
。
赤
松
に
よ
る
と
、「
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
筆
字
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の
が
今
回
の
作
品
を

体
現
し
て
い
る
」
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
か
ら
評
価
を
受
け
た
と
い
う
。

《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
の
造
形
的
特
徴

多
く
の
場
合
、
タ
イ
ト
ル
文
字
は
映
画
鑑
賞
以
前
に
、
宣
伝
・
広
告
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用
の
ポ
ス
タ
ー
あ
る
い
は
チ
ラ
シ
、
看
板
な
ど
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
映
画
の
あ
ら
す
じ
を
説
明
す
る
前
に
、

そ
う
し
た
平
面
上
に
見
ら
れ
る
も
の
（
図
３
―

１
）
か
ら
、
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ

―

Ｂ
Ｉ
》
の
特
質
を
抽
出
し
た
い

（
14
）。

人
気
の
な
い
海
辺
を
独
り
、
少
し
う
つ
む
き
加
減
で
こ
ち
ら
へ
と
向

か
っ
て
歩
く
中
年
の
男
（
ビ
ー
ト
た
け
し
）
が
画
面
右
手
中
段
に
見
え

る
。
彼
の
背
後
に
は
花
火
に
見
立
て
ら
れ
た
半
透
明
の
ヒ
マ
ワ
リ
が
上

が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
実
物
の
ヒ
マ
ワ
リ
の
写
真
が
用
い
ら
れ
、
花

の
瑞
々
し
さ
と
同
時
に
生
々
し
さ
が
表
出
し
て
い
る
。
右
肩
に
は
「
そ

の
時
に
抱
き
と
め
て
く
れ
る
ひ
と
が
い
ま
す
か
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
が
入
り
、
タ
イ
ト
ル
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
は
画
面
下
お
よ
そ
四
分

の
一
、
中
央
に
配
さ
れ
て
い
る
。
画
面
全
体
の
基
調
色
は
北
野
が
こ
だ

わ
っ
て
用
い
る
落
ち
着
い
た
青
色
だ
。
そ
こ
に
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》

の
白
さ
が
際
だ
っ
て
お
り
、
タ
イ
ト
ル
文
字
の
層
が
手
前
へ
と
浮
き
上

が
っ
て
見
え
る
。
各
文
字
の
起
筆
部
は
い
ず
れ
も
丸

み
を
帯
び
、
終
筆
部
は
掠
れ
て
い
る
。
線
に
肥
痩
の

変
化
、
強
弱
が
見
ら
れ
、
線
の
滲
み
や
掠
れ
が
確
認

で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
毛
筆
で
手
書
き
さ

れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》

は
、
映
画
の
詳
し
い
内
容
が
知
ら
れ
ず
と
も
、
こ
の

タ
イ
ト
ル
の
意
味
と
字
面
の
不
思
議
さ
、
そ
し
て
造

形
的
特
徴
だ
け
で
語
り
か
け
て
く
る
も
の
が
多
い
。

夜
空
に
一
瞬
咲
い
て
散
る
儚
い
花
、
夜
と
い
う
暗

さ
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
美
し
く
輝
く
こ
と
が
可
能

と
な
る
花
、
ま
た
、「
華
の
あ
る
人
」「
一
花
咲
か
せ

る
」
な
ど
、
そ
の
人
の
為
人

ひ
と
と
な
り
や
行
為
を
比
喩
的
に
説
明
す
る
と
き
も
用

い
ら
れ
る
花
、
こ
う
し
た
花
の
イ
メ
ー
ジ
と
テ
ー
マ
が
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。
で
は
な
ぜ
漢
字
／
か
な
／
カ
タ
カ
ナ
で

な
く
ロ
ー
マ
字
で
『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
な
の
か
。
な
ぜ
ハ
イ
フ
ン
で

区
切
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
で
、
も
し
『
花
火
』『
は
な
び
』『
ハ
ナ

ビ
』
で
あ
っ
た
ら
ど
う
か
と
考
え
て
み
る
。
す
ぐ
に
打
ち
上
げ
花
火
や

線
香
花
火
な
ど
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
だ
が

ロ
ー
マ
字
で
書
か
れ
る
と
、
抽
象
的
な
概
念
と
な
る
た
め
イ
メ
ー
ジ
は

喚
起
さ
れ
に
く
く
、
む
し
ろ
映
画
の
物
語
へ
と
思
考
が
向
く
。
ハ
イ
フ

ン
の
謎
は
意
外
と
単
純
で
、
北
野
映
画
に
馴
染
ん
で
い
る
人
な
ら
す
ぐ

に
答
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
北
野
は
、
処
女
作
『
そ
の
男
、
凶

暴
に
つ
き
』（
一
九
八
九
年
、
松
竹
富
士
配
給
）
以
来
、
ほ
と
ん
ど
の
映

画
で
、
ヤ
ク
ザ
あ
る
い
は
刑
事
役
を
自
ら
演
じ
、
人
間
の
執
拗
な
暴
力

性
、
生
の
空
虚
さ
、「
あ
が
り
」
や
「
出
口
」
の
な
さ
と
い
っ
た
も
の
を

図３－１
©1997バンダイビジュアル・テレビ東京・TOKYO
FM／オフィス北野（カラー図版）

図３－２
《HANA-BI》北野武監督、1997年、監督
作品、製作会社：オフィス北野
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描
い
て
き
た
。
お
笑
い
芸
人
ビ
ー
ト
た
け
し
が
表
・
陽
の
面
と
す
る
と
、

映
画
人
北
野
武
は
、
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
裏
・
陰
の
面
と
い
え

る
。
正
確
に
は
ど
ち
ら
が
表
か
裏
か
は
定
め
ら
れ
ず
、
ま
た
表
の
中
に

裏
の
要
素
が
、
ま
た
裏
の
面
に
表
の
要
素
が
入
り
込
ん
で
お
り
、
ち
ょ

う
ど
陰
陽
図
の
よ
う
な
格
好
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
北

野
武
／
ビ
ー
ト
た
け
し
の
手
に
よ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

わ
れ
わ
れ
は
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
ポ
ス
タ
ー

の
画
像
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
か
ら
判
断
す
る
限
り
コ
メ
デ
ィ
ー
映
画
で
は

な
さ
そ
う
だ
。「
抱
き
と
め
る
ひ
と
」
が
必
要
な
「
そ
の
時
」
と
は
、
月

並
み
だ
が
、
自
分
で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
困
難
、
と
き
に
は
周
囲
を

巻
き
込
む
よ
う
な
不
幸
を
背
負
っ
て
し
ま
う
時
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
困
難
や
不
幸
を
も
ろ
と
も
自
分
の
こ
と
と
し
て
引
き
受
け
と
も
に
歩

ん
で
く
れ
る
人
が
描
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
古
典
的
と
も

い
え
る
テ
ー
マ
を
、
北
野
武
／
ビ
ー
ト
た
け
し
が
映
像
と
し
て
ど
う
見

せ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
タ
イ
ト
ル
文
字

《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
の
造
形
的
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。

筆
線
は
肉
厚
で
弾
力
性
に
富
ん
で
お
り
、
重
厚
な
印
象
を
受
け
る
。

飄
々
と
し
た
軽
や
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
《
ま
た
の
日
の
知
華
》
（
図
４
―

１
）、
あ
る
い
は
鋭
利
な
《
ス
リ
》
（
図
４
―

２
）
と
対
照
的
で
あ
る
。

し
か
し
肥
痩
の
変
化
が
多
く
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
リ
ズ
ム
感
が
あ

る
。
ま
た
勢
い
も
あ
る
が
、
野
太
く
書
か
れ
た
掠
れ
の
目
立
つ
《
う
な

ぎ
》
（
図
４
―

３
）
の
勢
い
と
は
違
う
ゆ
っ
た
り
し
た
勢
い
で
あ
る
。

最
初
の
「
Ｈ
」
と
「
Ａ
」
の
横
画
が
右
に
上
が
り
、
続
く
「
Ｎ
」
の

最
後
の
線
が
上
部
に
の
び
や
か
に
は
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
Ｈ
」
の

三
画
目
の
縦
線
と
「
Ａ
」
の
一
画
目
の
縦
線
が
右
肩
上
が
り
の
扁
平
な

Ｖ
字
型
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
前
半
部
の
「

HAN
」
は

全
体
に
右
上
が
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
後
半

部
の
「
Ａ
」
の
横
画
、「
Ｂ
」
の
二
つ
の
山
形
曲
線
、「
Ｉ
」
字
の
一
画

目
は
右
下
が
り
と
な
り
、「
-BI
」
で
は
右
下
が
り
を
形
成
し
て
い
る
。
全

体
と
し
て
見
る
と
、
極
端
で
は
な
い
前
半
と
後
半
の
上
が
り
下
が
り
に

よ
っ
て
穏
や
か
な
リ
ズ
ム
が
生
じ
て
い
る
（
図
５
―

１
参
照
）。
リ
ズ
ム

は
ま
た
別
の
形
で
も
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
一
文
字
に
お
け
る
線
の
長

図４－１
《またの日の知華》原一男監督、2003年、
製作会社：疾走プロダクション

図４－２
《スリ》黒木和雄監督、2000年、
製作会社：アートポート

図４－３
《うなぎ》今村昌平監督、1997年、
製作会社：今村プロダクション

図４－４
《眠る男》小栗康平監督、1996年、
製作会社：眠る男製作委員会

図４－５
《夢追いかけて》花堂純次監督、2002年、
製作会社：ネクストプロデュース

08.投稿論文（石原）  04.6.3  9:13 PM  ページ121



122

投稿論文

短
、
強
弱
、
肥
痩
、
そ
し
て
文
字
の
大
小
の
違
い
に
注
目
し
た
い
。「
Ｈ
」

の
二
本
の
縦
画
は
、
左
の
縦
画
の
長
さ
に
対
し
、
右
の
縦
画
は
極
端
に

短
い
。
ハ
の
字
型
に
や
や
末
広
が
り
で
、
右
に
体
を
く
ね
ら
せ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
た
わ
ん
だ
右
の
縦
画
を
受
け
皿
の
よ
う
に
し
て
、「
Ａ
」

の
一
画
目
が
上
か
ら
左
下
へ
と
同
じ
短
さ
で
引
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て

二
画
目
の
直
線
は
、「
Ｈ
」
の
一
画
目
の
縦
画
に
等
し
い
長
さ
で
あ
る
。

結
果
、「
長
―
短
・
短
―
長
」
と
い
う
リ
ズ
ム
で
、「
HA
」
が
ひ
と
ま
と

ま
り
と
な
っ
て
安
定
し
た
台
形
を
形
作
っ
て
い
る
。
次
の
「
NA
」
は

「
短
―
長
―
短
」
の
リ
ズ
ム
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
線
質
の
点
で

は
、「
Ａ
」
を
見
る
と
左
右
の
縦
斜
線
に
極
端
な
強
弱
が
付
け
ら
れ
て
お

り
、「
NA
」
全
体
と
し
て
中
心
部
が
肉
厚
で
凝
縮
し
、「
細
―
太
―
細
」

の
リ
ズ
ム
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
の
「
BI
」
は
、
垂
直
に
縦

線
が
二
本
並
び
、
落
ち
着
い
た
四
角
形
を
作
っ
て
い
る
。
し
か
し
動
き

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
Ｂ
」
の
上
辺
・
底
辺
の
カ
ー
ブ
と
「
Ｉ
」
の

横
画
が
弓
な
り
に
連
動
し
て
お
り
、
そ
れ
が
前
半
「
HA
NA
」
の
上
下
の

動
き
に
対
し
て
左
右
の
動
き
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
リ
ズ
ム
は
、

滲
み
や
掠
れ
か
ら
推
し
量
る
こ
と
の
で
き
る
運
筆
速
度
か
ら
も
生
み
だ

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
Ｈ
」
の
一
画
目
の
縦
線
。
起
筆
部
の
滲
み

の
あ
る
ぼ
っ
て
り
し
た
形
か
ら
す
る
と
、
筆
が
ゆ
っ
く
り
と
下
ろ
さ
れ
、

僅
か
な
斜
度
と
丸
み
を
付
け
ら
れ
な
が
ら
慎
重
に
線
が
引
か
れ
て
い
く
。

終
筆
部
、
筆
の
僅
か
な
部
分
で
髭
の
よ
う
な
は
ら
い
が
見
ら
れ
、
最
後

に
運
筆
の
速
度
が
高
め
ら
れ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
線
も
お
し

な
べ
て
そ
の
パ
タ
ー
ン
で
引
か
れ
て
い
る
。
掠
れ
具
合
や
、
は
ら
わ
れ

具
合
か
ら
、
一
見
す
る
と
筆
に
任
せ
て
勢
い
よ
く
書
い
た
感
じ
を
受
け

る
が
、
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
形
や
構
図
へ
の
配
慮
が
確
認
で
き
、
リ

ズ
ム
よ
く
丁
寧
に
運
筆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
大
文
字
ブ

ロ
ッ
ク
体
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
あ
る
が
ゆ
え
、
一
本
の
線
を
引
く
た

び
に
運
動
は
途
切
れ
、
そ
う
し
た
運
動
が
集
積
さ
れ
て
ひ
と
つ
の
文
字

こ
と
ば

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
漢
字
や
か
な
文
字
を
書
く
場
合
に
生

じ
る
運
動
、
す
な
わ
ち
、
一
画
が
次
の
一
画
へ
と
つ
な
が
る
運
動
と
は

異
な
っ
て
い
る
。

色
に
関
し
て
見
る
と
、
白
一
色
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
青
色
を
基

調
と
す
る
図
像
と
の
対
照
が
は
っ
き
り
し
、
文
字

こ
と
ば

と
し
て
の
存
在
が
主

張
さ
れ
て
い
る
。
陰
影
が
な
く
、
平
面
的
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
ま
で
に
分
析
し
た
造
形
的
特
徴
の
ゆ
え
に
、
リ
ズ
ム
だ
け
で
な
く
、

図５－１

図５－２
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奥
行
き
も
感
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
「
HA
NA
」
は
左
手
前
か
ら
右
奥
へ
と
一

字
一
字
が
畳
み
か
け
る
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。「
HA
NA
」（
花
）
が
奥
へ

と
上
下
に
蛇
行
し
な
が
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、「
BI
」（
火
）

が
突
如
と
し
て
前
面
に
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。（
図
５
―

２
参
照
）

次
に
二
つ
の
「
Ａ
」
に
注
目
し
た
い
。
左
の
「
Ａ
」
と
右
の
「
Ａ
」

を
見
比
べ
る
と
、
一
方
は
細
く
大
き
く
、
他
方
は
太
く
小
さ
く
書
か
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
た
だ

反
復
を
避
け
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
二
つ
の
「
Ａ
」
は
単
に
大
き

さ
が
違
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
違
う
文
字

こ
と
ば

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

第
一
の
「
Ａ
」
は
「
HA
」
の
一
部
で
あ
り
、
最
初
に
発
せ
ら
れ
る
「
は
」

と
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
体
躯
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ

る
と
第
二
の
「
Ａ
」
を
抱
え
て
い
る
「
NA
」
は
、
ご
く
僅
か
だ
が
「
HA
」

よ
り
も
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
て
い
る
。
実
際
に
「
は
な
び
」
と
発
音
を
し

て
み
る
と
、
こ
の
構
造
に
必
然
性
が
あ
る
こ
と
が
解
る
。
わ
た
し
た
ち

は
、「
は
な
び
」
と
声
に
出
す
と
き
、
二
つ
目
の
音
を
ひ
と
つ
目
の
音
よ

り
も
大
き
く
「
は
な
び
」
や
「
は
な
び
」
と
は
言
わ
ず
、「
は
な
び
」
と
言

う
。
つ
ま
り
文
字
の
大
き
さ
は
発
音
の
大
き
さ
に
呼
応
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
第
二
の
「
Ａ
」
は
小
さ
い
分
だ
け
、
第
一
の
「
Ａ
」
よ

り
も
太
く
書
か
れ
、
文
字

こ
と
ば

と
し
て
の
強
度
の
点
で
は
拮
抗
し
て
い
る
。

ま
た
「
花
火

は
な
び

」
が
、「
花
火
」
と
な
る
の
は
理
に
か
な
っ
て
お
ら
ず
、「
花
」

と
「
火
」
は
対
等
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
前
半
の
「
HA
NA
」
に
引
け
を
取
ら
な
い
強
固
な
「
BI
」
が
求

め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
見
る
と
、「
BI
」
は
胸
を
張
っ

た
よ
う
な
正
面
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

こ
こ
で
改
め
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
は
《
HA

NA
―

BI
》
と
い
う
文
字

こ
と
ば

で
あ
る
こ
と
だ
。「
HA
」
と
「
NA
」
に
僅
か
に
空

隙
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
仮
に
デ
ザ
イ
ン
的
に
面
白
い
か
も

し
れ
な
い
と
い
っ
て
《
Ｈ
AN
Ａ
‐
BI
》
と
区
切
る
と
、
伝
え
る
べ
き

文
字

こ
と
ば

の
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
文
字

こ
と
ば

の
意
味
を
犠
牲
に
し
て
成
り

立
つ
デ
ザ
イ
ン
的
な
面
白
さ
は
、
こ
こ
で
は
不
要
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
造
形
的
特
徴
は
、
毛
筆
の
手
書
き
に

よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
毛
筆
は
、
書
き
手
の
心
身
相
即
的
な
身

体
運
動
が
、
手
か
ら
筆
へ
と
極
め
て
微
細
に
伝
わ
り
、
そ
れ
が
墨
跡
と

し
て
如
実
に
表
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
き
手
の
意
志
や
感
性
の
作
用

が
よ
り
強
く
な
り
、
ま
さ
に
肉
体
を
持
っ
た
文
字
と
な
る
。
そ
う
し
た

毛
筆
の
文
字
が
『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
に
は
最
も
適
し
て
い
た
と
い
え

る
。
し
か
し
こ
こ
で
挙
げ
た
毛
筆
の
利
点
は
、
作
品
に
よ
っ
て
は
逆
の

効
果
を
生
む
。
た
と
え
ば
、
そ
の
逆
効
果
を
避
け
て
活
字
体
が
使
用
さ

れ
て
い
る
《
眠
る
男
》
（
図
４
―

４
）
で
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
男
が
音

ひ
と
つ
た
て
ず
に
ひ
た
す
ら
眠
っ
て
い
る
、
植
物
的
で
、
し
か
も
何
か

が
起
こ
り
そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
の
に
成
功
し
て
い
る
。

『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
の
あ
ら
す
じ
と
制
作
手
法

次
に
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
経
験
さ
れ
る
タ
イ
ト
ル
文
字
を
見
つ
つ
、

『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
の
あ
ら
す
じ
を
追
っ
て
い
こ
う
。

『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
の
場
合
、
タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル
が
約
三
〇
秒
、

プ
ロ
ロ
ー
グ
が
約
八
〇
秒
あ
り
、
ト
ッ
プ
タ
イ
ト
ル
へ
至
る
。
タ
イ
ト

ル
ロ
ー
ル
で
は
、
天
使
や
カ
ラ
フ
ル
な
一
面
の
花
畑
、
親
子
三
人
で
花

火
を
観
て
い
る
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
光
景
の
絵
を
背
景
に
し
て
、
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
、
メ
イ
ン
・
キ
ャ
ス
ト
、
音
楽
監
督
、
監
督
・
脚
本
・
編
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集
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
流
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
雰
囲
気
が

一
変
し
、
主
人
公
の
刑
事
、
西
（
ビ
ー
ト
た
け
し
）
と
チ
ン
ピ
ラ
風
の

若
い
清
掃
員
と
の
終
始
無
言
の
や
り
取
り
が
さ
れ
る
。
駐
車
中
の
西
の

車
の
ボ
ン
ネ
ッ
ト
を
台
に
し
て
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
を
食
い
散
ら
か
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
西
に
蹴
飛
ば
さ
れ
な
が
ら
掃
除
さ
せ
ら
れ
る
シ
ー
ン
で
あ

る
。
こ
の
シ
ー
ン
を
通
し
て
、
西
の
寡
黙
さ
や
、
決
し
て
理
不
尽
で
は

な
い
暴
力
性
が
垣
間
見
ら
れ
る
―
―
話
し
て
も
解
ら
な
い
連
中
ば
か
り
を

相
手
に
し
て
生
き
て
い
る
の
だ
。
そ
の
後
、
久
石
譲
の
音
楽
が
流
れ
る

中
、
東
京
湾
の
風
景
を
左
か
ら
右
へ
と
流
す
シ
ョ
ッ
ト
が
入
る
。
少
し

雲
の
か
か
っ
た
く
す
ん
だ
空
の
下
、
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
が
映
し
出

さ
れ
、
高
層
ビ
ル
群
が
か
な
た
に
見
え
る
。
青
の
く
す
み
は
、
そ
の
空

の
下
で
人
間
や
物
が
雑
然
と
入
り
乱
れ
、
事
件
や
事
故
が
起
こ
っ
て
は

忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
日
常
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
ト
ッ

プ
タ
イ
ト
ル
が
フ
ェ
イ
ド
・
イ
ン
、
約
一
四
秒
間
続
い
て
フ
ェ
イ
ド
・

ア
ウ
ト
す
る
。
実
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
そ
の
色
は
鮮
や
か
な
青
で
あ

り
、
く
す
ん
だ
背
景
の
青
に
鮮
や
か
な
青
を
重
ね
る
こ
と
で
、
背
景
の

く
す
み
が
強
調
さ
れ
る
。
背
景
の
青
と
相
俟
っ
て
目
立
ち
す
ぎ
ず
、
沈

み
す
ぎ
ず
、
静
か
に
流
れ
る
。
こ
の
と
き
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
タ
イ
ト

ル
文
字
と
違
う
の
は
、
文
字
の
上
下
が
横
線
に
よ
っ
て
縁
取
ら
れ
て
い

る
点
だ
（
図
３
―

２
参
照
）。
劇
場
に
お
い
て
大
多
数
の
人
は
、
こ
の
一

四
秒
間
を
経
験
す
る
の
は
一
回
で
あ
り
、
よ
ほ
ど
注
意
深
い
観
賞
者
で

も
、
こ
の
間
に
先
ほ
ど
の
よ
う
な
分
析
を
事
細
か
に
行
わ
な
い
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
余
計
な
演
出
な
く
単
純
明
快
に
映
さ
れ
る
青
色
の
ト
ッ
プ
タ

イ
ト
ル
に
目
を
奪
わ
れ
な
が
ら
、
い
よ
い
よ
物
語
が
始
ま
る
の
を
、

少
々
身
構
え
て
待
つ
一
四
秒
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
物

語
は
、
現
場
へ
向
か
う
車
中
の
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
る
。

寡
黙
で
強
面
だ
が
情
の
厚
い
西
は
、
同
僚
や
後
輩
に
恵
ま
れ
な

が
ら
、
辣
腕
刑
事
と
し
て
仕
事
一
筋
に
生
き
て
き
た
。
だ
が
何
が

ど
う
き
っ
か
け
と
い
う
の
で
も
な
く
、
西
や
周
囲
の
人
間
の
人
生

は
暗
転
し
、
大
事
な
も
の
が
次
々
と
失
わ
れ
て
い
く
。

西
の
妻
、
美
幸
（
岸
本
加
世
子
）
は
癌
で
二
年
来
入
院
し
て
お

り
、
数
ヶ
月
前
に
は
幼
い
一
人
子
を
亡
く
し
て
失
意
の
底
に
あ
る
。

あ
る
日
、
同
僚
の
堀
部
（
大
杉
漣
）
の
好
意
に
甘
え
、
現
場
を
堀

部
に
任
せ
て
妻
を
見
舞
う
。
そ
こ
で
医
者
か
ら
余
命
が
長
く
な
い

こ
と
を
告
げ
ら
れ
、
西
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
。
そ
う
し
て
い
る

間
に
堀
部
は
犯
人
の
凶
弾
に
倒
れ
、
下
半
身
不
随
と
な
っ
て
、
そ

の
う
え
妻
子
に
も
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
後
日
、
追
い
詰

め
た
犯
人
と
の
銃
撃
戦
で
西
は
失
態
を
演
じ
、
今
度
は
部
下
の
田

中
（
芦
川
誠
）
が
命
を
落
と
す
。
犯
人
を
射
殺
し
た
も
の
の
、
西

は
罪
悪
感
と
喪
失
感
に
苛
ま
れ
職
を
辞
す
。
ヤ
ク
ザ
に
借
金
を
重

ね
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
田
中
の
妻
に
生
活
資
金
を
渡
し
、
ま
た
、

目
的
を
失
っ
た
堀
部
に
は
画
材
を
贈
る
。
借
金
で
首
が
回
ら
な
く

な
る
の
は
必
至
で
あ
り
、
そ
こ
で
西
は
パ
ト
カ
ー
を
偽
装
し
、
警

官
に
扮
し
て
銀
行
強
盗
を
す
る
。
そ
の
金
で
田
中
の
妻
や
堀
部
に

多
額
の
見
舞
金
を
送
り
、
ヤ
ク
ザ
に
も
返
済
し
、
そ
し
て
死
へ
と

向
か
い
つ
つ
あ
る
妻
と
最
初
で
最
後
の
旅
に
出
る
。
と
こ
ろ
が
急

に
金
回
り
の
よ
く
な
っ
た
西
に
ヤ
ク
ザ
は
目
を
つ
け
ハ
イ
エ
ナ
の

よ
う
に
追
っ
て
く
る
。
妻
と
の
僅
か
な
時
間
を
守
る
た
め
に
彼
ら

を
殺
害
し
て
い
く
西
。
や
が
て
後
輩
の
刑
事
（
寺
島
進
ほ
か
）
が
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西
を
案
じ
て
追
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
西
の
行
為
を
問
わ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
が
、
西
は
少
し
待
っ
て
く
れ
と
頼
む
。
静
か
な
砂
浜
、

ひ
と
こ
と
「
ご
め
ん
ね
…
あ
り
が
と
」
と
告
げ
る
美
幸
を
そ
っ
と

抱
き
寄
せ
、
西
は
自
分
た
ち
の
人
生
に
幕
を
引
く
。

こ
こ
に
は
不
条
理
さ
、
行
く
先
の
な
さ
、
後
悔
や
自
責
の
念
な
ど
、

重
た
い
負
の
空
気
が
渦
巻
い
て
い
る
の
だ
が
、
物
語
は
淡
々
と
進
む
。

台
詞
は
極
端
に
少
な
く
、
そ
し
て
役
者
の
台
詞
回
し
も
、
表
情
も
立
ち

居
振
る
舞
い
も
極
度
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
動
画
を
映
す
こ
と
を

身
上
と
し
て
き
た
映
画
に
、
動
か
な
い
絵
を
多
く
用
い
、
観
る
者
を
奇

妙
な
感
覚
に
陥
ら
せ
る
。
夫
婦
の
会
話
は
ど
こ
か
で
な
さ
れ
て
は
い
る

の
だ
ろ
う
が
、
映
画
の
中
で
聴
く
こ
と
は
な
い
。
身
に
ふ
り
か
か
る
災

難
に
、
無
理
に
堪
え
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
感
情
も
見
せ
ず
、「
死
」

ま
で
の
限
ら
れ
た
「
生
」
の
時
間
を
大
切
に
味
わ
っ
て
い
る
姿
が
映
し

出
さ
れ
る
。
制
作
過
程
や
手
法
に
つ
い
て
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
よ
る
と
、

北
野
は
、『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
に
お
い
て
は
、
余
計
と
思
わ
れ
る
も
の

を
で
き
る
か
ぎ
り
削
ぎ
落
と
し
、
最
小
の
表
現
に
最
大
の
も
の
を
盛
り

込
む
、
い
わ
ば
能
の
よ
う
な
表
現
を
目
指
し
た
と
い
う
。
北
野
の
映
画

作
り
の
理
念
は
次
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
映
画
も
、
映
像
が
あ
っ
て
、
人
が
歩
き
出
し
た
瞬
間
に
、
何

も
し
ゃ
べ
ら
な
く
て
も
、
観
客
は
頭
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
ぴ
っ
た

り
く
る
、
い
い
言
葉
を
読
ん
で
い
る
、
と
い
う
感
覚
が
お
れ
に
は

あ
る
。
能
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。
単
調
な
顔
で
、
言
葉
も

な
し
に
演
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
観
て
い
る
ほ
う
は
雰
囲
気
の
全

部
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
ね
。」

（
15
）

そ
れ
ゆ
え
撃
た
れ
て
も
ぱ
た
っ
と
倒
れ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
い

か
に
も
殴
り
、
殴
ら
れ
た
よ
う
な
演
劇
的
ア
ク
シ
ョ
ン
は
不
要
と
さ
れ

た
。
確
か
に
下
手
な
演
技
や
台
詞
回
し
で
は
、
逆
に
最
小
限
の
演
技
を

作
っ
て
い
る
よ
う
な
ぎ
こ
ち
な
さ
を
感
じ
る
。
実
際
、
自
然
らヽ

しヽ

くヽ

・

そ
れ
らヽ

しヽ

くヽ

演
技
す
る
こ
と
が
仕
事
で
あ
る
役
者
の
方
に
も
戸
惑
い
が

生
じ
た
と
い
う
。
し
か
し
排
除
に
排
除
を
重
ね
た
結
果
、
一
瞬
の
表
情

や
、
一
言
の
台
詞
が
生
き
て
く
る
。
ま
た
要
所
で
登
場
す
る
花
、
一
発

だ
け
の
打
ち
上
げ
花
火
、
拳
銃
と
そ
の
発
砲
音
が
、
意
味
を
帯
び
て

い
っ
そ
う
際
立
つ
。
暴
力
を
振
る
う
シ
ー
ン
で
も
同
じ
だ
。
何
の
前
触

れ
も
な
く
一
瞬
に
し
て
事
が
終
わ
る
。
観
賞
者
は
受
動
的
に
映
画
に
没

入
す
る
こ
と
や
、
登
場
人
物
の
誰
か
に
感
情
移
入
し
て
一
体
に
な
る
こ

と
が
許
さ
れ
ず
、
絶
え
ず
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
無
意
味

な
緊
張
で
は
な
い
。
注
意
深
く
観
て
い
る
と
、
台
詞
を
言
う
タ
イ
ミ
ン

グ
、
視
線
の
動
か
し
方
な
ど
が
計
算
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
く
。
た
と
え
ば
、
最
初
の
車
中
の
シ
ー
ン
。
堀
部
が
新
米
の
部
下
に

車
を
止
め
さ
せ
、
わ
ざ
わ
ざ
饅
頭
を
買
い
に
行
か
せ
る
。
彼
が
車
か
ら

完
全
に
降
り
、
車
の
後
ろ
を
通
り
過
ぎ
る
の
を
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
で
さ
り

げ
な
く
確
認
し
て
か
ら
、
西
の
妻
の
病
状
を
尋
ね
、
現
場
に
近
い
病
院

へ
見
舞
う
よ
う
に
促
す
。
彼
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
部
下
の
前
で
話
題
に

し
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
遠
慮
無
く
現
場
を
離
れ
ら
れ
る
よ
う
に
と
い

う
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
シ
ー
ン
で
は
ほ
と
ん
ど
キ
ャ
メ

ラ
は
動
か
な
い
。

つ
ま
り
目
を
凝
ら
し
、
耳
を
澄
ま
し
、
想
像
力
を
働
か
せ
れ
ば
、
最
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小
の
表
現
か
ら
多
く
の
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
観
賞
者
が

映
画
に
主
体
的
に
参
加
し
解
釈
す
る
と
い
う
、
困
難
さ
と
同
時
に
楽
し

さ
が
こ
の
映
画
か
ら
多
く
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
タ
イ
ト
ル
も
引
き
算
方
式
で
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
何
十
も
あ
っ

た
候
補
の
な
か
か
ら
、
も
っ
と
も
単
純
な
も
の
を
選
ん
だ
と
い
う
」

（
16
）。

『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
は
撮
影
の
過
程
で
決
定
さ
れ
、
海
辺
で
の
最
後
の

ロ
ケ
の
終
了
後
に
発
表
さ
れ
た
。「
花
は
生
を
、
火
は
拳
銃
と
死
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
夜
空
に
美
し
く
広
が
っ
て
、
は
か
な
く
消

え
て
い
く
花
火
の
余
韻
」（
同
）
と
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
、
北
野
自
身

も
あ
ち
こ
ち
で
述
べ
て
い
る
。
別
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
に
見
ら
れ
る

談
話
に
よ
る
と
、
ハ
イ
フ
ン
で
区
切
っ
て
生
‐
死
の
対
照
を
際
だ
た
せ

る
と
い
う
の
は
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
森
か
ら
提
案
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る（

17
）。

確
か
に
こ
の
二
項
対
立
は
解
り
や
す
く
、
す
ぐ
に
納
得
で
き

る
。
し
か
し
「
花
が
生
、
火
が
死
」
と
言
い
か
え
た
と
こ
ろ
で
何
も
説

明
し
て
い
な
い
に
等
し
い
。
こ
こ
で
も
観
客
は
自
分
で
全
て
を
読
み
取

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
18
）。

『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
と
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
森
曰
く
、
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
は
こ
の
映
画
を

「
体
現
し
て
い
る
」。
そ
こ
で
―
―
観
客
に
解
釈
を
委
ね
る
と
い
う
北
野
の

発
言
に
し
た
が
っ
て
―
―
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
に
視
線
を
戻
し
、『
Ｈ

Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
の
物
語
や
テ
ー
マ
、
タ
イ
ト
ル
の
意
味
や
付
け
方
、

そ
し
て
北
野
の
目
指
す
表
現
と
交
差
さ
せ
つ
つ
、「
花
」
と
「
火
」
が
ど

う
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
部
な
り
と
も
読
み
取
っ
て
み
よ
う
。

そ
し
て
、
逆
に
、
後
者
か
ら
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
を
眺
め
て
み
よ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
タ
イ
ト
ル
文
字
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
に
は
、

書
き
手
、
す
な
わ
ち
映
画
の
作
り
手
の
手
を
通
し
て
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
と
、
筆
線
は
勢
い

が
あ
る
が
、
ゆ
っ
く
り
、
し
ぶ
と
く
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
。
肉
厚
で
、
弾
力
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
西
や
堀
部
の
生
き
様
、
死
に

様
を
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
か
ら
贈
ら
れ
て
き
た
画
材
（
油
性
ペ
ン
）
で
、
堀
部
は
躊
躇
し
な

が
ら
も
絵
を
描
き
始
め
、
次
第
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
。
花
屋
の
店
先

に
並
ん
で
い
る
色
と
り
ど
り
の
花
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
ど
こ
か
ら
か

イ
メ
ー
ジ
が
沸
い
て
く
る
。
そ
れ
は
生
き
る
力
を
花
か
ら
、
つ
ま
り
外

部
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
堀
部
に
は
与
え
ら
れ

た
も
の
を
受
け
取
る
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
解
釈
で
き
る
。
た
だ
そ

の
絵
は
、
誰
に
見
せ
る
つ
も
り
も
な
い
素
人
の
「
変
な
絵
」
で
あ
り
、

画
家
と
し
て
の
未
来
が
開
け
て
い
く
と
は
思
え
な
い
。
お
そ
ら
く
堀
部

は
、
素
人
の
ま
ま
花
＝
生
を
描
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
西
は

次
々
に
追
っ
手
に
火
＝
死
を
放
ち
、
美
幸
を
守
り
な
が
ら
自
分
た
ち
も

と
も
に
死
へ
と
向
か
う
。
旅
の
途
中
で
二
人
は
花
火
を
す
る
。
小
さ
な

打
ち
上
げ
花
火
が
一
発
、
静
か
に
上
が
る
。
そ
の
シ
ー
ン
の
後
に
は
、

堀
部
が
描
い
た
大
き
な
花
火
の
絵
（
タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル
で
映
さ
れ
た
も

の
と
同
じ
）
が
ス
ク
リ
ー
ン
い
っ
ぱ
い
に
映
し
出
さ
れ
、
花
火
の
音
が

ひ
と
つ
鳴
り
響
く
。
そ
の
音
は
発
砲
の
音
で
も
あ
り
、
す
ぐ
そ
こ
に
死

が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
生
と
死
が
同
じ
力
関
係
で

絡
み
合
い
な
が
ら
物
語
は
進
ん
で
い
く
。
こ
の
流
れ
に
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
を
ク
ロ
ス
さ
せ
て
み
よ
う
。

仮
に
《
HA
NA
―

BI
》
《
HA
NA
―

BI
》
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、「
生
∨
死
」
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「
生
∧
死
」
と
、
ど
ち
ら
か
に
よ
り
大
き
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
堀
部
＝
生
き
て
い
く
者
と
西
＝
死
ん
で
い
く

者
の
ど
ち
ら
か
に
、
よ
り
肯
定
的
な
意
味
を
付
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
、
先
の
分
析
で
、「
HA
NA
」
と
「
BI
」
が
対

等
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
花
と
火
が
ハ

イ
フ
ン
で
区
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
と
死
と
い
う
二
項
的
な
対

立
図
式
に
な
っ
て
い
る
が
、
死
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
な
が
ら
、
死
へ
と

向
け
て
生
き
る
と
い
う
西
と
美
幸
の
あ
り
方
を
見
る
と
、
単
純
に
「
生
」

対
「
死
」
と
は
二
分
で
き
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
タ
イ
ト
ル
文
字

が
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
《
夢
追
い
か
け
て
》（
図
４
―

５
）
の
よ
う

に
、
毛
筆
体
と
活
字
体
と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
HA
NA
＝

生
」
と
「
BI
＝
死
」
を
対
照
的
に
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず

だ
。
し
か
し
そ
う
は
さ
れ
ず
に
、
同
じ
筆
圧
、
筆
法
で
書
か
れ
、
両
者

は
拮
抗
し
つ
つ
も
連
続
し
た
姿
を
し
て
い
る
。
こ
の
連
続
性
に
、
生
の

中
に
死
が
作
用
し
な
が
ら
入
り
込
み
、
ま
た
死
の
中
に
生
が
入
り
込
み

な
が
ら
「
HA
NA
＝
生
」
と
「
BI
＝
死
」
が
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
見
て
取
れ
よ
う
。
つ
ま
り
『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
の
ハ
イ
フ
ン
は
生

と
死
を
隔
て
つ
つ
連
続
さ
せ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
タ
イ
ト
ル
文
字
を
物
語
と
連
動
さ
せ
て
み

る
こ
と
で
、
内
容
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
を
見
る
視
線
に
も
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
先
ほ
ど
、
物
語
を

追
う
前
に
試
み
た
造
形
的
分
析
で
も
、
上
下
・
左
右
・
前
後
に
視
線
を

動
か
し
た
。
こ
の
視
線
の
動
き
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
花
＝
生
と
火
＝

死
が
相
互
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
見
て
み
る
と
、
も

は
や
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
左
か
ら
右
へ
と
一
読
し
て
終
わ
り
と
は
な
ら

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
Ｉ
」
の
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
視
線
は
折
り
返
さ

れ
、
右
か
ら
左
へ
と
逆
行
し
、
さ
ら
に
ま
た
左
か
ら
右
へ
と
、
蛇
行
さ

せ
な
が
ら
、
際
限
な
く
漂
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
生
と
死
は
往
還
し
、
入
り
乱
れ
、
何
度
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
一
人
の
生
き
様
＝
死
に
様
だ
け
で
な
く
、
美
幸
や
堀
部
、

さ
ら
に
は
『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
で
生
き
、
死
ん
で
い
く
人
間
の
数
だ

け
の
生
き
様
＝
死
に
様
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
が
、
と
く
に
「
HA
NA
（
花
）」
と
「
BI
（
火
）」
の
象
徴
し
て
い

る
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
・
読
解
し
た
結
果
で
あ
る
。「
作
品
を
体

現
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
は
、
北
野
の
表
現
方

法
と
相
俟
っ
て
、
非
常
に
雄
弁
に
な
り
、
ま
た
内
容
や
テ
ー
マ
に
つ
い

て
の
解
釈
を
促
し
、
確
証
す
る
。
む
ろ
ん
個
々
の
解
釈
に
つ
い
て
、
よ

り
綿
密
な
分
析
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
音
楽
や
キ
ャ
メ
ラ
ワ
ー
ク
な
ど

諸
々
の
要
素
を
加
味
し
た
他
の
視
点
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

た
だ
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
漫
然
と
し
か
眺
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

タ
イ
ト
ル
文
字
が
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
自
身
「
造
形
さ
れ
た
文
字

こ
と
ば

」
と
し
て
造ヽ

形ヽ

的ヽ

に
読
ま
れ
得
る

こ
と
を
示
せ
た
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
の
分
析
・
読
解
が
可
能

で
あ
っ
た
の
は
、
赤
松
の
手
に
な
る
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
の
も
つ

様
々
な
造
形
的
特
徴
の
お
か
げ
で
あ
り
、
の
み
な
ら
ず
、
物
語
の
内
容

と
テ
ー
マ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
象
徴
化
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
、
抽
象
的
な

表
現
方
法
、
監
督
の
考
え
方
等
々
の
諸
要
因
が
重
な
り
合
っ
て
の
こ
と

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
映
画
の
タ
イ
ト
ル
文
字
が
同
じ
よ

う
な
分
析
・
読
解
の
対
象
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
対
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象
へ
の
視
野
を
常
に
広
げ
て
お
き
、
そ
こ
に
入
っ
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な

文
字

こ
と
ば

を
吟
味
し
て
個
別
的
に
、
丁
寧
に
見
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

第
一
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て
見
ら
れ
る
会
場
芸
術
と

し
て
の
書
は
、
近
代
以
降
に
誕
生
し
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
て
い
る
純
粋

芸
術
と
い
う
考
え
方
も
近
代
の
産
物
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
芸
術
観

は
時
代
に
限
定
さ
れ
た
一
面
的
な
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
当
然
、
こ
の

考
え
方
の
も
と
で
は
こ
ぼ
れ
落
ち
た
り
見
過
ご
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は

排
除
さ
れ
た
り
す
る
書
や
書
字
の
風
景
も
出
て
く
る
。
本
稿
で
は
そ
れ

ら
を
探
索
し
、
考
察
の
視
野
に
入
れ
る
と
い
う
試
み
を
行
っ
た
。
そ
こ

で
中
島
司
有
の
定
義
を
参
照
し
て
書
の
枠
組
み
を
拡
大
し
、
書
を
「
あ

る
造
形
手
法
で
表
現
さ
れ
た
文
字

こ
と
ば

」
と
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
文
字

こ
と
ば

の
ひ
と
つ
と
し
て
映
画
の
タ
イ
ト
ル
文
字

《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
を
取
り
上
げ
、
造
形
的
に
読
み
解
い
て
み
た
。

は
た
し
て
こ
の
試
み
が
ど
れ
ほ
ど
成
功
し
て
い
る
の
か
は
読
者
の
判
断

を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
単
な
る
試
み
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
本

稿
で
言
及
で
き
な
か
っ
た
諸
々
の
問
題
を
検
討
し
て
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

註
（
１
）
松
本
宏
揮
「
書
の
美
」『
日
本
の
美
の
か
た
ち
』
神
林
恒
道
編
、

世
界
思
想
社
、
一
九
九
一
年
、
一
五
四
頁
。

（
２
）
歌
舞
伎
文
字
は
、
御
家
流
（
青
蓮
院
流
）
指
南
・
岡
崎
屋
勘
六(

一

七
四
六
―

一
八
〇
五
）
が
、
中
村
座
九
代
目
・
中
村
勘
三
郎
丈
の
依
頼
に

応
じ
、
御
家
流
に
独
特
な
工
夫
を
加
え
て
看
板
を
書
き
「
勘
亭
」
と
署

名
し
た
こ
と
か
ら
「
勘
亭
流
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が

後
に
寄
席
文
字
や
、
よ
り
力
強
い
相
撲
文
字
に
展
開
し
て
い
く
。

（
３
）
中
島
司
有
（
一
九
二
四
―

二
〇
〇
二
）。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を

経
て
、
書
家
と
し
て
活
動
。
一
九
六
七
年
よ
り
國
學
院
大
学
で
教
鞭
を

執
る
。
主
著
に
『
書
の
世
界
』
出
版
芸
術
社
、
第
一
刷
一
九
九
七
年
、

第
二
刷
二
〇
〇
〇
年
が
あ
る
。

（
４
）
中
島
司
有
、
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

（
５
）
同
書
、
五
二
頁
。

（
６
）
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
は
、
日
本
の
映
画
制
作
に

お
い
て
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
独
立
し
た
枠
で
予
算
が
組
ま
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
映
画
の
中
心
が
第
一
に
脚
本
に
あ
り
、
そ
し
て
映

像
、
音
楽
、
編
集
お
よ
び
キ
ャ
ス
ト
・
ス
タ
ッ
フ
な
ど
で
あ
る
以
上
、

お
そ
ら
く
あ
ま
り
潤
沢
で
は
な
い
予
算
配
分
の
さ
い
に
、
タ
イ
ト
ル
デ

ザ
イ
ン
が
二
の
次
に
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在

で
は
タ
イ
ト
ル
ザ
イ
ナ
ー
と
い
う
専
門
職
が
確
立
し
て
お
り
、
タ
イ
ト

ル
デ
ザ
イ
ン
の
重
要
性
に
対
す
る
意
識
は
十
分
に
高
ま
っ
て
い
る
と
い

え
る
。

（
７
）
赤
松
陽
構
造
（
一
九
四
八
―

）。
一
九
七
〇
年
日
映
美
術
入
社
、
映

画
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
を
始
め
る
。
一
九
八
〇
年
同
社
代
表
取
締
役
に

就
任
、
現
在
に
至
る
。
主
な
作
品
に
《
ゆ
き
ゆ
き
て
神
軍
》
（
一
九
八

七
年
・
原
一
男
監
督
）、
《
東
京
裁
判
》
（
一
九
八
三
年
・
小
林
正
樹
監

督
）、
《
Ｓ
ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｗ
ｅ
ダ
ン
ス
？
》
（
一
九
九
六
年
・
周
防
正
行
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監
督
）、
《
う
な
ぎ
》
（
一
九
九
七
年
、
今
村
昌
平
監
督
）、
《
顔
》

（
二
〇
〇
〇
年
・
阪
本
順
治
監
督
）、
《
ス
リ
》
（
二
〇
〇
〇
年
・
黒
木

和
雄
監
督
）
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
で
掲
載
し
た
図
４
―
１
〜
５
の
タ
イ

ト
ル
文
字
は
す
べ
て
彼
の
作
品
で
あ
る
。
ま
た
映
画
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ

ン
の
ほ
か
に
も
、
ロ
ゴ
デ
ザ
イ
ン
や
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
等
も
手

が
け
て
い
る
。
赤
松
に
よ
る
他
の
作
品
は
、
ウ
ェ
ブ
上
で
閲
覧
で
き
る
。

（http://w
w

w
10.plala.or.jp/nichiart/index.htm

l

を
参
照
）

（
８
）
映
画
や
テ
レ
ビ
の
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
タ
イ
ト
ル
文
字
だ

け
で
な
く
、
タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル
（
ト
ッ
プ
タ
イ
ト
ル
、
メ
イ
ン
の
ス

タ
ッ
フ
お
よ
び
キ
ャ
ス
ト
な
ど
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
流
れ
る
部
分
）
そ
し

て
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
の
デ
ザ
イ
ン
ま
で
も
含
む
。
場
合
に
よ
っ
て
は
映
像

作
り
に
も
関
与
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
特
に
テ
レ
ビ
で
は
テ
ロ
ッ
プ

や
フ
リ
ッ
プ
（
図
や
イ
ラ
ス
ト
）
も
含
ま
れ
る
。

（
９
）
制
作
過
程
な
ど
に
つ
い
て
は
赤
松
本
人
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い

た
。

（
10
）
反
対
に
、
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
監
督
の
意
図
や
表
現
し
た
い
も
の
を

実
現
で
き
て
い
る
か
、（
単
な
る
一
観
客
で
は
な
い
）
第
三
者
と
し
て
、

制
作
者
よ
り
も
客
観
的
に
判
断
で
き
る
立
場
に
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
そ
れ
を
タ
イ
ト
ル
文
字
に
よ
っ
て
視
覚
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

確
に
し
、
制
作
者
に
呈
示
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
赤
松
が
タ

イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
た
映
画
『
顔
』（
二
〇
〇
〇
年
）
の
監
督
阪

本
順
治
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
い
よ
い
よ
タ
イ
ト
ル
の
デ
ザ

イ
ン
を
決
め
る
時
は
、
私
よ
り
〔
赤
松
氏
の
方
が
〕
作
品
の
世
界
観
を

把
握
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
目
の
前
に
提
示
さ
れ
た
サ
ン
プ
ル
に
、
そ

う
か
こ
の
映
画
は
こ
う
い
う
映
画
だ
っ
た
の
か
と
、
呑
気
に
合
点
し
て

し
ま
う
…
」『
赤
松
陽
構
造
を
語
る
』
第
27
回
湯
布
院
映
画
祭
（
二
〇
〇

二
年
）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
八
七
頁
。

（
11
）
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
仕
事
は
、
タ
イ
ト
ル
文
字
の
デ
ザ
イ
ン

か
ら
担
当
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
す
で
に
映
画
制
作
者
サ
イ
ド
で
作
成

さ
れ
た
も
の
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
組
み
込
む
と
こ
ろ
か
ら
担
当
す
る
こ
と

も
あ
る
。

（
12
）
ラ
ッ
シ
ュ
と
は
撮
影
結
果
を
早
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

撮
影
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
に
作
ら
れ
る
速
成
の
プ
リ
ン
ト
の
こ
と
。
サ
イ

レ
ン
ト
・
ラ
ッ
シ
ュ
、
音
ラ
ッ
シ
ュ
、
同
時
ラ
ッ
シ
ュ
な
ど
、
目
的
に

応
じ
て
様
々
な
種
類
が
あ
る
。
編
集
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
途
中
の
段
階
の
も

の
も
含
め
、
フ
ィ
ル
ム
を
切
っ
た
り
つ
な
い
だ
り
す
る
作
業
が
施
さ
れ

た
フ
ィ
ル
ム
で
あ
る
。

（
13
）
こ
の
点
、
筆
と
紙
と
の
偶
然
的
・
一
回
的
な
出
会
い
に
真
髄
が
あ

る
と
さ
れ
、
書
き
直
し
が
許
さ
れ
な
い
芸
術
書
と
は
異
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
な
ん
の
準
備
も
せ
ず
に
思
い
つ
き

の
即
興
で
書
作
品
が
生
み
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
場
合
、

書
か
ん
と
す
る
文
字
・
文
章
の
意
味
や
背
景
を
尋
ね
、
解
釈
し
、
ど
う

表
現
す
べ
き
か
を
模
索
し
た
う
え
で
、
文
字
の
配
置
や
大
小
を
決
め
、

余
白
の
空
け
方
、
墨
継
ぎ
の
箇
所
を
決
め
る
と
こ
ろ
か
ら
作
品
づ
く
り

は
始
ま
る
。
そ
し
て
思
う
濃
淡
や
滲
み
や
掠
れ
が
出
せ
る
よ
う
な
道
具

を
用
い
、
修
正
・
改
善
を
重
ね
な
が
ら
最
終
的
な
作
品
へ
と
仕
上
げ
て

い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
書
作
品
の
制
作
過
程
に
デ
ザ
イ

ン
的
要
素
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
い
え
る
。
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（
14
）
こ
こ
で
は
Ｌ
Ｄ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
カ
バ
ー
お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.office-kitano.co.jp/contents/PO

ST
E

R
/poster2.htm

）

上
で
閲
覧
可
能
の
も
の
を
参
照
す
る
。

（
15
）
吉
岡
忍
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
「
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
が
あ
が
る
ま
で
」

『
コ
マ
ネ
チ
！
』「
新
潮
45
」
別
冊
二
月
号
、
新
潮
社
、
一
九
九
八
年
、

六
三
―

一
〇
二
頁
。

（
16
）
同
書
、
八
〇
頁
。

（
17
）『
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｈ
Ｔ
』
18
号
、『
Ｒ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
Ｏ
Ｎ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
』
一
月

増
刊
号
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
頁
。

（
18
）
タ
イ
ト
ル
の
付
け
方
に
関
し
て
、
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
の
理
解

に
も
関
わ
っ
て
く
る
翻
訳
の
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
は
、
海
外
で
も
『
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
』
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ

に
翻
訳
語
と
説
明
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
英
語
な
ら

F
irew

orks

で
は
な
くF

low
er-F

ire

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

む
ろ
ん
タ
イ
ト
ル
は
、
そ
の
意
味
を
汲
ん
で
各
言
語
に
訳
さ
れ
、
説
明

は
さ
れ
る
。〈
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
〉
は
、
ロ
ー
マ
字
を
知
っ
て
い
る
者
で

あ
れ
ば
、
な
に
が
し
か
の
形
で
発
音
で
き
、
ま
た
翻
訳
と
説
明
に
よ
っ

て
意
味
も
納
得
さ
れ
る
だ
ろ
う
。〈
HA
NA
〉（
花は

な

）
は
、flo

w
e

r

（
英
）
／B

lum
e

（
独
）
／fleur

（
仏
）
／fiori

（
伊
）
／
花フ

ァ
ー
（
中
）
な

ど
、
ま
た
、〈
Ｂ
Ｉ
〉（
火び

）
は
、fire

（
英
）
／F

euer

（
独
）
／feu

（
仏
）
／fuoco

（
伊
）
／
火フ

ォ
ー
（
中
）
と
訳
さ
れ
る
。
各
言
語
の
「
花
」

と
「
火
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
華
や
か
さ
」
や
「
精
華
」、「
盛
り
」
な
ど

の
比
喩
的
意
味
、「
砲
火
」、「
輝
き
」、「
情
熱
」
な
ど
の
比
喩
的
意
味
を

共
有
し
て
い
る
の
で
、
花
―
火
が
生
―
死
・
拳
銃
の
象
徴
で
あ
る
こ
と

も
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
》
が

造
形
的
な
面
で
な
に
か
訴
え
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
稿
で
の

分
析
を
踏
ま
え
た
理
解
は
難
し
い
。
そ
れ
が
可
能
と
な
る
に
は
、
漢

字
／
か
な
／
カ
タ
カ
ナ
表
記
でヽ

はヽ

なヽ

くヽ

ロ
ー
マ
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、「
は
な
び
」
あ
る
い
は
「
は
な
び
」
と
読
め
る
、
と

い
う
こ
と
が
前
提
条
件
に
な
る
。
そ
し
て
〈
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ
Ｉ
〉
が
、

毛
筆
と
い
う
東
洋
独
自
の
筆
記
具
に
よ
っ
て
手
で
書
か
れ
て
あ
る
事
実

と
、
こ
の
筆
記
具
が
成
立
さ
せ
る
線
の
特
徴
を
把
握
し
、
さ
ら
に
書
き

ぶ
り
を
評
価
・
鑑
賞
す
る
と
い
う
芸
術
観
を
理
解
し
得
る
こ
と
も
求
め

ら
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
す
る
と
、
タ
イ
ト
ル
文
字
《
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
―

Ｂ

Ｉ
》
は
翻
訳
が
困
難
で
あ
り
、
そ
の
理
解
に
は
、
言
語
や
習
慣
、
時
代

に
よ
る
制
限
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
論
じ
た
い
。

※
今
回
の
拙
論
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
タ
イ
ト
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
赤
松

陽
構
造
氏
お
よ
び
日
映
美
術
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
多
大
な
ご
協
力
を

い
た
だ
い
た
。
末
筆
な
が
ら
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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