
史
料
か
ら
語
り
か
け
る
主
体

ー

l
テ
ク
ス
ト
の
迷
宮
を
脱
す
る
た
め
の
一
試
論

l
l

清

水

利

香

lま

め

じ

ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
の
著
作
『
モ
ン
タ
イ
ユ

l
』
は
、
異
端
カ
タ
リ
派
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
訴
追
記
録
の
一
つ
『
ジ
ャ
ッ
ク
・

フ
ル
ニ
エ
審
問
記
録
』
を
用
い
た
、
小
村
の
人
類
学
的
分
析
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
モ
ン
タ
イ
ユ
!
と
い
う
高
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
一

村
落
に
つ
い
て
、
十
四
世
紀
初
頭
に
お
け
る
地
理
的
環
境
や
社
会
経
済
的
条
件
、
教
会
政
策
を
含
め
た
政
治
変
動
の
影
響
か
ら
、
村
民
の
感
性

や
民
間
信
仰
の
実
態
、
世
界
観
の
構
造
に
至
る
ま
で
、
各
分
野
に
つ
い
て
フ
ル
ニ
エ
審
問
録
が
精
査
、
整
理
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
す
る
従

来
の
研
究
文
献
が
ま
と
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
共
同
体
の
全
体
史
を
記
述
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
異
端
被
疑
者
達
が
自
由
に
自
己
の
信
念
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
、
フ
ル
ニ
エ
審
問
記
録
の
特
性
を
生
か
し
き
れ
て
い
な
い

上
に
、
史
料
を
軽
視
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
軽
率
な
考
察
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
た
。
前
者
の
理
由
は
、
人
間
存
在
に
お
け
る

主
体
と
存
在
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
分
析
と
考
察
の
欠
如
で
あ
る
。
信
念
を
語
る
中
で
、
話
者
は
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
事
を
他
者
に
示

そ
こ
に
は
、
彼
ら
が
何
を
以
っ
て
真
実
性
の
保
証
と
し
た
か
が
表
れ
る
。

そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
当
時
に
生
き
た
彼
ら
に
と

史料から語りかける主体43 



っ
て
「
何
が

で
あ
っ
た
か
」
が
表
れ
る
。
こ
れ
は
郎
ち
、
「
仰
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
や
仔
在
し
て
い
た
の
か
」
と
い
う
事
だ
。
存
在
し
て
い
る
も

の
が
満
た
し
て
い
る
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
よ
っ
て
、
世
界
〈
存
在
し
て
い
る
も
の
の
総
体
)

と
そ
れ
を
存
証
さ
せ
て
い
る
人
間
主
体
と

の
関
係
を
導
き
だ
せ
る
。
従
っ
て
信
念
の
説
明
を
見
れ
ば
、
現
代
に
生
き
る
我
々
と
は
世
界
と
の
関
係
を
異
に
す
る
、
玉
体
を
持
つ
人
々
に
つ
い

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
私
は
こ
こ
に
こ
そ
、
我
々
に
は
一
見
寄
異
な
も
の
に
見
え
る
文
化
を
支
え
た
感
性
の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
が
あ

る
と
考
え
る
。
史
料
の
中
に
意
味
と
し
て
表
れ
て
く
る
精
神
的
現
象
を
問
題
に
す
る
前
に
、

そ
の
よ
う
に
語
る
人
々
が
、
語
ら
れ
る
言
葉
や
そ

れ
に
よ
り
表
現
さ
れ
る
世
界
と
ど
の
様
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
、

そ
の
関
係
が
我
々
史
料
を
読
む
髄
の
入
聞
と
ど
、
っ
違
っ
て
い
た
か
に
つ
い

て
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
実
関
を
あ
げ
つ
つ
、
追
々
指
摘
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

ど
ち
ら
の
問
題
も
彼
の
史
料
の
扱
い
方
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
具
体
的
な
分
析
じ
入
る
前
に
、

ル
・
ロ
ワ
・
一
ブ
デ
ュ
リ
を
批
判
し
な

そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
は
、
一
体
何
で
あ
り
、
ま

た
何
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
小
論
で
は
、
主
に
前
辛
で
方
法
論
を
、
後
半
で

何
が
フ
ル
ニ
エ
審
聞
記
録
と
い
う
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
と
る
事
と
な
ろ
う
。

が
ら
、

フ
ル
ニ
エ
審
問
記
録
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
広
く
史
料
一
般
に
つ
い
て
も
、

第
一
章

「
読
ま
れ
る
も
の
」

の
他
者
性
に
つ
い
て

読
み
手
に
と
っ
て
の
矛
盾
と
書
き
子
に
と
っ
て
の
矛
盾

ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
が
「
ー
と
い
う
民
間
信
仰
が
あ
っ
た
」
と
書
く
と
き
、
設
は
、
そ
こ
で
一
文
化
の
固
脊
の
要
素
を
記
述
し
お
わ
っ
た

よ
う
に
、
そ
れ
以
上
の
追
求
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
様
に
み
、
ん
ぶ
。
ま
た
、
挟
述
者
た
ち
が
、
自
分
の
言
説
の
内
部
の
矛
盾
を
気
に
も
掛

(
3〉

け
ぬ
様
子
を
、
ま
る
で
彼
ら
が
そ
う
あ
っ
て
当
黙
と
で
も
一
言
う
よ
う
に
認
容
し
、
そ
れ
以
上
の
追
求
を
し
を
い
。
な
ぜ
彼
ら
が
、
我
々
に
は
矛

盾
に
見
え
る
よ
う
な
揺
を
倍
じ
、
諮
る
の
か
と
い
う
、
素
朴
な
疑
問
が
読
後
に
残
る
の
だ
。
借
じ
る
と
い
う
動
作
は
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
「
伺
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が
存
在
し
て
い
る
か
」

の
判
断
で
あ
り
、
主
体
(
人
問
、
個
人
)

と
世
界
、
主
体
と
存
在
の
関
係
の
あ
り
方
を
知
る
格
好
の
材
料
と
な
る
。
し

か
し
、

『
モ
ン
タ
イ
ユ

l
』

で
は
、
十
四
世
紀
初
頭
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
生
き
た
人
々
が
、
現
代
の
西
欧
に
生
き
る
ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
と
何

一
貫
し
た
理
屈
を
こ
ね
る
能
力
が
な
い
た
め
に
、
矛
盾
を
語
る
か
の
よ
う
に
描
か

ら
異
な
ら
な
い
信
じ
方
を
持
ち
、
た
だ
迷
信
深
か
っ
た
り
、

れ
て
い
る
。
世
界
観
の
構
造
を
抽
出
し
は
し
て
も
、
そ
れ
を
供
述
の
中
で
筋
道
立
て
て
採
用
す
る
か
は
、
個
人
の
資
質
に
任
さ
れ
て
い
る
。
世

界
観
の
構
造
と
供
述
を
結
び
付
け
る
主
体
と
世
界
と
の
関
係
は
、
無
視
さ
れ
た
ま
ま
だ
。
彼
は
、
「
高
ア
リ
エ

l
ジ
ュ
地
方
の
農
民
の
言
説
を
特

徴
づ
け
る
論
理
の
前
後
的
な
結
合
関
係
の
欠
落
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
分
か
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
は
、
史
料
中
の
人
聞
が

矛
盾
を
語
る
事
は
、
そ
の
人
々
の
表
面
的
な
文
化
的
特
徴
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
何
も
の
を
も
示
き
な
い
の
(
問
。
一
社
会
に
お
い
て
多
く
の

構
成
員
が
何
ら
か
の
矛
盾
を
語
っ
た
り
、
論
理
的
結
合
関
係
を
無
視
す
る
事
が
特
徴
と
し
て
認
め
ら
れ
た
り
し
た
場
合
、
そ
れ
が
我
々
に
矛
盾

に
見
え
る
か
ら
と
言
っ
て
、
よ
り
注
意
深
い
考
察
を
加
え
ず
に
矛
盾
と
し
て
片
づ
け
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
我
々
に
は
矛
盾
と
思

え
る
事
が
史
料
中
の
話
者
た
ち
に
と
っ
て
は
矛
盾
で
は
な
く
、
整
合
性
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
、

そ
の
整
合
性
が
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て

い
た
か
を
追
求
す
る
態
度
の
方
が
、
史
料
に
忠
実
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

書
き
手
と
史
料
の
他
者
性

前
述
の
よ
う
な
恋
意
的
な
史
料
の
無
視
の
態
度
は
、
別
の
側
面
で
他
の
い
く
つ
か
の
研
究
に
も
共
通
す
る
史
料
の
強
引
な
解
釈
へ
と
結
ぴ
つ

く
。
彼
は
同
じ
章
の
中
で
、
史
料
中
に
語
ら
れ
て
い
る
幾
つ
か
の
説
話
や
世
界
観
を
基
に
、
動
物
界
の
意
味
的
秩
序
を
抽
出
し
、
上
位
か
ら
馬
、

豚
・
猫
、
狼
や
野
性
の
動
植
物
・
森
な
ど
と
並
ぶ
価
値
構
造
を
示
し
、
人
聞
の
身
分
秩
序
や
社
会
構
成
に
リ
ン
ク
さ
せ
て
い
(
れ
o

こ
の
手
法
は
、

人
類
学
的
手
法
を
用
い
た
歴
史
学
と
称
さ
れ
た
研
究
に
お
い
て
、
彼
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、

ル
・
ゴ
フ
が
犬
を
崇
め
る
民
間
信
仰
や
メ
リ
ュ
ジ
!
ヌ

説
話
を
分
析
し
て
農
民
の
領
主
に
対
す
る
敵
意
や
同
時
代
の
都
市
の
発
達
へ
と
結
び
付
け
た
の
と
同
じ
も
の
で
あ
(
れ
o

そ
こ
で
は
、
語
ら
れ
る

説
話
の
静
態
的
な
意
味
構
造
が
抽
出
さ
れ
、
同
時
代
の
政
治
的
、
或
い
は
社
会
経
済
的
状
況
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。

ユ
ン
グ
や
フ
ロ
イ
ト
の
精
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神
分
析
学
な
ど
が
表
部
的
に
按
用
さ
れ
る
事
は
あ
る
が
、
そ
の
説
話
自
体
が
現
れ
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
の
必
然
性
が
説
明
さ
れ
る
事
は

な
く
、
説
話
と
社
会
経
済
的
状
況
が
繋
げ
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
入
問
、
即
ち
意
味
を
生
み
出
す
も
の
、
主
体
と
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察

さ
れ
る
事
が
な
い
。
材
料
の
中
か
ら
何
を
取
り
出
し
、
ど
う
解
釈
す
る
か
は
全
て
研
究
者
に
任
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
説
明
で
も
与
、
え
る

事
が
出
来
る
。
こ
れ
は
グ
レ
ヴ
ィ
チ
の
次
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
「
心
性
史
家
は
、
現
代
科
学
の
方
法
(
言
語
学
、
記
号
論
、
民
族
学
:
・
)
を

巧
み
に
用
い
て
心
性
史
上
の
諸
現
象
を
分
析
す
る
が
、
精
神
生
活
の
過
程
を
社
会
構
造
に
安
易
に
結
び
付
け
す
ぎ
る
:
。
そ
の
関
連
は
、
史
料

に
基
づ
い
て
指
摸
さ
れ
る
の
で
な
く
、
宣
言
調
で
あ
る
・
:
こ
の
よ
う
な
本
質
的
欠
格
は
、
歴
史
的
認
識
論
の
諸
問
題
に
対
す
る
時
に
は
後
ら
に

よ
っ
て
意
識
的
に
誇
強
さ
れ
て
す
ら
い
る
無
関
心
の
結
果
で
は
な
い
か
。
」

何
の
保
畿
や
断
り
も
な
く
史
料
に
我
々
の
論
理
や
類
推
を
押
し
付
け
た
り
、
史
料
か
ら
欲
し
い
記
述
だ
け
を
取
り
出
し
た
り
と
い
っ
た
こ
の

読
み
方
は
、
史
料
の
他
者
性
(
読
み
手
が
完
全
に
は
知
り
得
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
未
知
性
、
反
論
の
権
利
、
郎
ち
異
な
る
読
解
の
可
能
性
)

を
認
め
な
い
態
度
と
い
え
る
だ
ろ
、
7
。
こ
の
態
震
が
容
認
さ
れ
て
い
る
中
で
は
、
反
論
の
権
制
を
剥
奪
さ
れ
た
精
神
痛
患
者
に
精
神
分
析
の
解

釈
が
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
と
全
く
同
じ
こ
と
が
起
こ
れ
ソ
う
る
。
そ
の
典
型
例
は
、
精
神
分
析
学
の
理
論
を
無
批
判
に
援
用
し
た
モ
ン
タ
イ
ユ

i

中
の
オ

l
ド
・
フ
ォ
レ
の
分
析
だ
。
ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
り
は
、
史
料
か
ら
彼
女
を
神
経
症
と
診
断
し
、
設
女
が
そ
の
病
の
過
程
で
夫
と
叔
母

に
父
と
母
の
役
割
を
押
し
つ
け
た
と
分
析
し
て
い
る
。
既
に
死
亡
し
て
い
る
過
去
の
人
間
で
あ
る
た
め
に
、
精
神
分
析
で
は
必
須
で
あ
る
(
国

有
の
状
況
下
で
一
間
だ
け
生
起
す
る
事
件
と
し
て
の
〉
対
話
が
不
可
能
で
あ
れ
ソ
、
な
お
か
つ
患
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
る
と
い
う
二
重

の
条
件
で
、
オ
!
ド
は
反
論
の
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
読
み
手
で
あ
る
ル
'
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
と
対
等
な
対
話
を
交
わ
し
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
史
料
の
読
解
法
は
援
の
史
料
の
取
扱
の
致
命
的
な
短
絡
さ
を
示
し
て
お
り
、
他
の
史
料
の
読
解
に
お
い
て
も
表
れ
て
く
る
構
造

的
な
特
徴
で
あ
る
。
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他
分
野
の
理
論
の
他
者
性

こ
う
し
た
読
み
方
は
、
史
料
に
止
ま
ら
な
い
。
他
分
野
の
理
論
の
応
用
に
つ
い
て
も
こ
の
態
度
が
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
が
、
ク
リ
ス

テ
ヴ
ァ
の
次
の
指
摘
で
分
か
る
。
こ
こ
に
は
、
本
論
の
主
題
に
関
わ
る
、
精
神
分
析
学
理
論
の
無
批
判
な
援
用
に
つ
い
て
の
批
判
が
要
約
さ
れ

て
い
る
。
「
精
神
分
析
の
諸
概
念
が
練
り
上
げ
ら
れ
機
能
し
て
い
る
の
は
、
現
代
社
会
の
領
野
に
お
い
て
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
ら
は
多
か
れ

少
な
か
れ
、
厳
密
に
こ
の
社
会
に
お
け
る
精
神
構
造
を
範
噂
分
け
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
概
念
を
『
自
我
』
(
主
体
、
個
人
)
の
概
念
自
体
が
く

っ
き
り
差
異
化
さ
れ
て
い
な
い
他
の
社
会
に
移
し
換
え
る
こ
と
は
、
疑
い
も
な
く
、
研
究
さ
れ
る
当
の
社
会
の
特
殊
性
を
曲
げ
る
行
為
で
あ
(
れ
o

」

こ
こ
で
は
、
主
体
の
あ
り
方
の
異
な
る
社
会
に
お
け
る
文
化
的
な
現
象
を
扱
う
事
に
対
し
て
、
重
大
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
精
神
分
析
学
の
理
論
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
現
代
諸
科
学
の
理
論
を
応
用
す
る
前
に
、
そ
れ
を
適
用
す
る
対
象
が
適
当
か
ど
う
か
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
理
論
の
応
用
の
必
要
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
の
特
殊
性
を
知
る
た
め
に
有
効
な
理
論
を

使
用
し
、

そ
の
理
論
で
考
察
可
能
な
範
囲
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
章

テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
こ
と

解
釈
学
的
人
類
学
に
お
け
る
読
み

過
去
の
社
会
が
残
し
た
史
料
に
せ
よ
、
他
分
野
の
理
論
に
せ
よ
、
前
提
を
異
に
す
る
言
説
を
扱
う
際
に
必
要
な
注
意
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、

思
い
当
た
る
の
が
ギ
ア

l
ツ
の
文
化
人
類
学
が
発
展
さ
せ
て
き
た
異
文
化
の
読
解
法
(
解
釈
学
的
人
類
学
)
だ
。
一
つ
の
文
化
の
読
解
を
テ
ク

ス
ト
の
重
な
り
合
い
と
見
倣
し
、
そ
れ
ら
の
絡
み
合
い
と
い
う
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
読
解
、
記
述
す
る

と
い
う
態
度
で
あ
(
日
。
史
料
の
他
者
性
を
認
め
、
そ
れ
を
残
し
た
人
物
と
読
者
で
あ
る
自
分
を
共
に
主
体
と
し
て
扱
う
と
い
う
態
度
は
、
こ
れ

史料から語りかける主体47 



に
通
じ
る
と
言
え
よ
う
。

儀
礼
で
あ
れ
、
発
言
で
あ
れ
、
そ
れ
は
国
有
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
き
っ
ち
り
と
罵
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
ら
の
行
為
は

そ
の
中
で
読
解
さ
れ
る
事
が
必
須
で
あ
る
が
、
読
解
は
決
し
て
真
実
で
は
な
く
解
釈
と
い
う
資
格
し
か
持
た
な
い
。
同
時
に
、
あ
る
記
述
は
そ

れ
が
当
然
と
見
殺
す
形
で
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
指
示
し
て
い
る
と
誘
え
る
。
そ
こ
で
は
、

コ
ン
テ
ク
ス
ト
さ
え
も
チ
ク
ス
ト
の
雄
一
な
り
合

い
と
見
倣
さ
れ
る
。
ギ
ア

l
ツ
は
、
こ
の
重
な
り
合
う
諸
テ
ク
ス
ト
の
同
等
性
と
相
対
性
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
聞
の
陳
通
を
可
能
に
す

る
た
め
の
よ
り
良
い
解
釈
を
百
指
す
、
読
解
の
試
み
の
活
動
と
し
て
解
釈
学
的
人
類
学
を
位
量
づ
け
て
い
る
。
「
試
み
」
と
は
、
新
た
に
乗
り
越

え
ら
れ
る
可
能
性
を
前
提
し
た
活
動
で
あ
り
、
彼
の
人
類
学
は
連
綿
と
続
い
て
い
く
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
る
事
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
テ
ク

ス
ト
の
解
釈
と
い
う
手
法
を
有
効
と
認
め
る
の
と
引
き
換
え
に
、
そ
の
解
釈
へ
の
反
論
の
可
能
性
、
即
ち
テ
ク
ス
ト
の
絶
対
的
未
知
性
、
他
者

性
を
も
認
め
る
の
だ
。
こ
う
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
向
時
に
、
我
々
に
と
っ
て
は
何
か
の
表
現
や
反
映
に
過
ぎ
ぬ
様
に
思
、
え
る
テ
ク
ス
ト
も
、

そ
れ
を
生
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
固
有
の
状
況
下
で
必
要
と
さ
れ
た
、
玉
体
的
な
行
為
で
あ
り
、
使
用
(
消
費
)
す
る
た
め
の
何
か
を
生
み
出
す
も

の
、
部
ち
生
産
的
な
活
動
だ
っ
た
と
い
う
事
が
、
考
察
の
範
囲
内
に
お
さ
ま
る
こ
と
に
な
る
。
テ
ク
ス
ト
の
主
人
の
主
体
性
を
認
め
る
事
が
可

能
と
な
る
訳
で
為
る
。

と
こ
ろ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
続
く
一
連
の
人
類
学
的
手
法
を
用
い
た
研
究
も
含
め
、
彼
の
理
論
を
取
り
入
れ
た
と
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
も
、

次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
「
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
人
類
学
の
モ
デ
ル
を
援
用
し
た
社
会
史
家
は
、
議
礼
が
社
会
に
出
め
る
怯
置
の
方
仁
気
を

取
ら
れ
て
い
て
、
ギ
ア

i
ツ
の
ウ
ア
ク
ス
ト
類
比
法
(
仲
ゆ
え

ωロ
mwzmw刊
〉
同
を
ど
ん
な
意
味
で
あ
れ
、
突
き
詰
め
て
実
行
し
よ
う
と
い
う
気
は
、

そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
。
犠
札
は
記
号
表
現
の
一
形
態
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の
の
、
純
然
た
る
文
学
的
分
析
を
加
、
え
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
し
、

こ
れ
ら
の
崖
史
家
は
、
ソ
シ
ュ

l
ん
の
言
語
学
か
ら
発
展
し
た
言
語
観
に
体
系
的
に
依
挺
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
(
問
。
」
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
、

テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
作
者
の
意
図
、
そ
し
て
青
後
の
環
境
と
い
う
三
者
の
決
定
的
革
離
を
見
据
え
る
視
緯
が
見
ら
れ
な
い
。
従
っ

て
、
こ
の
議
離
を
伺
と
か
克
競
し
よ
う
と
い
う
、
キ
ア

i
ツ
の
努
力
を
読
み
取
れ
ず
、
三
者
を
暖
味
に
扱
う
事
に
な
っ
た
。
更
に
、

こ
れ
ら
の
関
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に
存
在
す
る
言
語
と
い
う
重
要
な
要
素
に
つ
い
て
も
、

そ
の
何
た
る
か
を
突
き
詰
め
て
問
わ
な
か
っ
た
の
だ
。

ギ
ア

l
ツ
的
な
読
解
の
成
功
例
と
し
て
、
公
開
処
刑
と
い
う
儀
礼
が
観
衆
で
あ
る
共
同
体
の
人
間
に
ど
う
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
を
描
い
た

ベ
エ
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、
共
同
体
の
秩
序
の
侵
犯
の
処
罰
は
、
侵
犯
者
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
秩
序
の
維
持
を
体
験
す

る
た
め
の
儀
礼
と
し
て
共
同
体
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
(
こ
れ
は
、
儀
礼
が
た
だ
の
表
象
で
は
な
く
、
必
要
と
き

(ロ)

れ
、
生
き
ら
れ
た
行
為
、
生
産
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
)
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
分
析
も
、
同
様
の
必
要
と
さ
れ
る
様
態
に
つ
い
て
一
応
の
考
察
を
し
、

体
力
の
不
足
し
て
い
る
子
供
を
死
な
せ
る
悲
し
み
を
、

子
供
を
守
っ
て
死
ん
だ
犬
に
加
護
を
求
め
る
儀
礼
を
通
じ
て
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
母

こ
の
犬
の
説
話
と
儀
礼
が
農
民
対
領
主
の
経
済
闘
争
の
表
れ
だ
と
し
た
全
体
の
考

親
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
、

(
日
)

察
の
中
で
は
生
か
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。

史
料
と
い
う
テ
ク
ス
ト

ベ
エ
ら
の
研
究
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
た
様
態
の
考
察
は
、
表
象
で
は
な
い
、
生
き
ら
れ
た
生
産
た
る
儀
礼
を
描
き
だ
し
て
い
る
。
儀
礼
を

生
産
と
し
て
捉
え
た
事
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
も
、
民
衆
が
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
た
理
由
は
宣
言
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い

る
。
民
衆
は
別
に
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
彼
ら
の
心
の
中
の
動
き
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
調
査
す
べ
き
フ
ィ
ー

ル
ド
も
対
話
の
可
能
な
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
も
持
た
ず
、
た
だ
過
去
か
ら
の
史
料
と
い
う
有
限
な
量
の
情
報
を
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
歴
史

学
に
と
っ
て
、

ギ
ア

l
ツ
の
主
張
す
る
よ
う
な
解
釈
学
的
読
解
は
、
非
常
に
困
難
と
い
え
よ
う
。
了
解
の
た
め
の
試
み
と
し
て
前
提
付
け
ら
れ

こ
う
し
た
読
解
に
は
何
ら
の
落
ち
度
も
な
い
の
だ
が
、

う
。
で
は
、
出
来
る
か
ぎ
り
解
釈
的
要
素
を
省
き
、
読
解
の
試
み
の
連
続
と
い
う
色
合
い
を
除
い
て
い
く
と
、
史
料
を
分
析
す
る
い
か
な
る
方

て
い
れ
ば
、

ソ
ー
ス
の
性
質
の
違
い
の
た
め
に
、

そ
の
説
得
力
ま
で
制
限
さ
れ
て
し
ま

法
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

史
料
の
他
者
性
を
認
め
、
異
な
る
読
解
の
可
能
性
を
考
慮
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
可
能
性
を
排
除
す
る
考
証
の
過
程
が
必
要
と
な
る
。

〉
」
こ
人

J
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が
、
こ
こ
で
生
じ
て
く
る
の
が
他
者
の
絶
対
的
他
者
性
の
問
題
で
あ
る
。
後
で
例
を
挙
げ
て
詳
述
す
る
事
に
な
る
が
、
ど
ん
な
に
考
証
を
重
ね

て
史
料
の
中
の
真
実
を
探
っ
た
と
し
て
も
、
始
者
た
る
史
料
が
秘
め
る
真
実
を
完
全
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
で
誌
、
史
料
の
地
者
性
を
認

め
た
上
で
分
析
中
の
解
釈
を
少
な
く
す
る
に
は
、
ど
う
す
べ
き
だ
ろ
う
。
前
述
の
ル
・
口
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
の
分
析
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
分
析

で
は
、

7
i
コ
i
が
批
判
し
た
「
一
一
一
日
表
そ
れ
自
身
を
超
え
て
、
一
括
る
主
体
の
意
間
、
・
:
彼
の
意
思
に
反
し
て
そ
の
一
一
踏
襲
の
内
に
:
・
表
れ
る
無
意

識
的
な
働
き
を
発
見
し
よ
う
と
試
み
る
」
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
お
り
、
「
い
か
に
し
て
か
よ
う
な
言
表
が
表
れ
、
龍
の
い
か
な
る
も
の
も
そ

(M) 

の
場
所
を
占
め
え
な
い
の
か
」
に
つ
い
て
の
注
意
が
見
ら
れ
な
い
。
史
料
中
に
出
現
す
る
記
述
は
、
何
よ
り
も
記
録
さ
れ
た
と
い
う
事
件
を
示

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
事
柄
の
記
述
と
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
の
異
な
る
形
の
記
述
の
排
除
が
事
実
と
い
う
資
轄
を
持
つ
。
こ
の
取
捨
選

択
と
い
う
事
実
か
ら
は
そ
れ
を
必
熱
的
な
も
の
と
し
て
い
る
理
由
を
導
き
出
せ
る
。
即
ち
、
あ
る
記
述
形
式
を
飽
の
記
述
形
式
よ
り
分
け
る
条

件
か
ら
導
き
出
せ
る
必
要
条
件
の
み
が
そ
の
理
由
と
な
り
、
え
よ
う
。
部
ち
、
史
料
中
で
諮
る
「
私
」
の
心
の
中
か
ら
日
を
離
し
、
「
私
」
が
仰
を

意
味
し
て
い
る
か
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
「
私
」
が
意
抹
を
ど
う
組
み
合
わ
せ
て
い
る
か
、
な
ぜ
他
の
組
み
合
わ
せ
方
を
採
用
し
な
か
っ
た

の
か
、
と
い
う
「
私
」
の
行
為
の
記
録
か
ら
、
「
私
」
の
癖
や
性
質
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

史
料
を
記
述
と
い
、
ユ
行
為
の
記
録
と
し
て
見
る
こ
の
水
準
に
分
析
を
移
す
事
に
よ
っ
て
、
史
料
の
背
後
の
真
実
に
犠
れ
な
い
ま
ま
、
そ
れ
を

溢
存
し
、
史
料
の
他
者
性
を
尊
重
し
た
上
で
の
妥
当
な
事
実
の
確
定
が
可
能
と
な
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
全
て
の
史
料
に
つ
い
て
言
え

る
こ
と
だ
が
、
特
に
人
聞
の
精
神
話
動
、
即
ち
心
の
中
の
出
来
事
を
扱
う
場
合
同
い
は
、
必
ず
一
度
は
取
っ
て
見
る
べ
き
見
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
う
い
っ
た
場
合
我
々
は
往
々
に
し
て
史
料
の
向
こ
う
に
我
々
に
了
解
可
能
な
「
人
間
」
を
想
定
し
、
も
し
か
す
る
と
理
解
を
縮
、
え
た
存

在
か
も
し
れ
な
い
人
々
に
対
し
て
、
根
挺
の
な
い
た
だ
の
類
推
や
想
録
に
過
ぎ
ぬ
読
解
を
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
か
ら
だ
。

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
上
で
立
て
た
方
針
に
従
う
と
、

ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
の
分
析
に
何
を
付
け
加
え
る
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
次

節
で
は
、
フ
ル
ニ
エ
審
問
記
録
中
の
一
審
理
か
ら
例
を
取
り
上
げ
、
分
析
の
具
体
例
を
一
不
す
。

体
の
事
産
様
態
む
つ
い
て
、
更
に
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
上
で
、

そ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
人
間
主
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第
三
章

フ
ル
ニ
エ
審
聞
記
録
分
析

史
料
よ
り

フ
ォ
ア
の
住
人
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
・
エ
ス
ク
ラ
ン
の
証
言

「
(
パ
ミ
エ
の
ワ
ル
ド
派
信
徒
、

レ
モ
ン
・
ド
・
ラ
・
コ
ー
ト
の
火
刑
の
見
物
に
行
っ
て
)
彼
(
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
)

は
、
以
下
の
こ
と
を
聞
い

た
。
彼
(
レ
モ
ン
)

が
火
刑
に
処
さ
れ
た
際
、
彼
は
、
彼
を
縛
っ
て
い
た
紐
が
焼
け
る
と
、
神
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
、
そ
の
魂
を
神

に
委
ね
た
と
。

こ
れ
を
聞
い
て
、

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、

レ
モ
ン
が
異
端
で
あ
る
は
ず
が
な
い
、

そ
の
よ
う
に
神
と
聖
母
マ
リ
ア
様
に
加
護
を

求
め
、
ク
レ
ド
を
唱
え
る
よ
う
な
者
な
の
だ
か
ら
、
と
言
っ
た
。

レ
モ
ン
は
そ
の
魂
を
神
に
委
ね
た
の
だ
か
ら
、
神
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
、

御
元
に
置
く
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
の
異
端
の
魂
が
救
わ
れ
た
の
だ
と
、
言
っ
た
の
だ

:
レ
モ
ン
が
神
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
た
、

と
彼
は
応
え
た
。
」

レ
モ
ン
が
異
端
で
は
な
く
、

(
と
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
証
言
し
た
)
。

善
良
で
誠
実
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
と

そ
う
聞
い
た
た
め
に
、

信
じ
た
、

「
(
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
言
っ
た
。
見
物
か
ら
帰
っ
た
)
そ
の
日
の
内
に
、

フ
ォ
ア
の
ケ
ラ
ン
の
居
酒
屋
に
飲
み
に
行
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
ラ
ロ

ツ
ク
・
ド
ル
ム
の
モ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ナ
と
一
人
の
聖
職
者
が
い
た
。

モ
ン
が
、

と
聞
い
た
の
で
、

そ
の
異
端
を
見
た
の
か
、

い
い
や
、

し
か
し
、
上
の
証
言
の
様
に
彼
が
手
を
合
わ
せ
、
魂
を
神
と
マ
リ
ア
様
に
委
ね
た
と
聞
い
た
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
彼
は

異
端
で
は
な
く
、
そ
の
魂
も
救
わ
れ
た
と
信
じ
る
と
言
っ
た
。
人
々
が
、
そ
の
異
端
は
真
実
を
一
吉
守
フ
た
め
で
あ
れ
嘘
を
言
う
た
め
で
あ
れ
、

何
人
も
誓
っ
て
は
な
ら
ぬ
、

い
か
な
る
方
法
を
取
っ
て
も
誓
約
は
罪
だ
か
ら
、

と
言
っ
た
の
だ
と
言
う
の
で
、
何
人
も
真
実
の
た
め
で
あ

れ
嘘
の
た
め
で
あ
れ
、
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
、

そ
れ
は
罪
な
の
だ
、

と
応
え
た
。
真
実
を
言
う
た
め
で
あ
れ
、
他
の
ど
ん
な
理
由
の
た
め

そ
の
異
端
が
真
実
を
言
う
と
信
じ

(
日
)

て
い
た
。
彼
が
真
実
を
言
う
た
め
に
誓
う
の
は
罪
だ
と
言
っ
た
と
聞
い
た
の
で
、
真
実
を
一
言
う
た
め
に
誓
う
こ
と
は
罪
だ
と
信
じ
た
。
」

で
あ
れ
、
誓
約
は
罪
だ
、

こ
の
と
お
り
に
信
じ
て
い
た
の
か
と
尋
ね
ら
れ
、
応
え
て
言
っ
た
。

ま
い
、

フ
ォ
レ
・
ド
・
モ
ン
ト

l
、
ピ
ュ
ジ
ョ
ル
の
公
証
人
の
告
発
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「
(
証
人
は
言
っ
た
)

ヴ
ア
ン
テ
ナ
ッ
ク
の
住
人
の
三
人
と
フ
ォ
ア
の
ケ
ラ
ン
の
居
酒
屋
で
飲
ん
で
い
た
。
す
る
と
、

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
が
現
れ

た
。
証
人
ら
は
、
積
徒
の
祝
呂
に
異
端
と
し
て
火
刑
に
さ
れ
た
レ
モ
ン
・
ド
・
ラ
・
コ
ー
ト
に
つ
い
て
話
し
は
じ
め
た
。

彼
は
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
聖
職
者
た
ち
の
惑
い
行
い
を
非
難
し
た
た
め
に
、
パ
ミ
エ
司
教
様
と
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
の
異
端
審
鵠
官
は

の
で
、
証
人
は
彼

ι、
そ
れ
は
惑
い
物
詩
い
だ
、
何
よ
れ
ソ
レ
モ
ン
は
異
端
だ
っ
た
の
だ
、
真
実
を

ロ
!
?
教
会
は
全

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
が
、

彼
を
火
刑
に

せ
た
の
だ
:
¥
と

一
一
一
一
口
う
た
め
に
誓
う
の
は
許
さ
れ
ぬ
、
ま
た
他
の
ど
ん
な
理
由
の
た
め
で
あ
れ
、
韓
日
約
は
大
罪
だ
と
一
一
一
一
口
っ
た
の
だ
か
ら
。

く
反
対
の
こ
と
を
支
持
し
、
説
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、
と
言
っ
た
。
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
真
実
の
た
め
で
あ
れ
、
虚
偽
の
た
め
で
あ
れ
、

誓
う
こ
と
は
大
罪
だ
と
信
じ
る
と
応
え
た
。
」

誓
約
は
許
さ
れ
ぬ
、

ど
ん
な
理
由
の
た
め
で
あ
れ
、

ギ
ョ

l
ム
・
ボ

i
ゼ

i
ル、

ヴ
ア
ン
テ
ナ
ッ
ク
の
教
会
司
祭
の
代
訴
人
の
告
発

コ
証
人
は
寄
っ
た
〉
そ
の
時
、
取
り
分
け
、
そ
の
レ
モ
ン
が
良
い
キ
リ
ス
ト
者
だ
っ
た
た
め
に
、

パ
ミ
エ
司
教
様
は
大
い
に
泣
い
た
の
だ
、

と
話
さ
れ
て
い
た
が
、

を
非
難
し
た
の
で
焼
か
れ
た
の
だ
、

こ
の
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
殺
が
火
刑
に
さ
れ
た
の
は
そ
の
た
め
な
の
だ
、
彼
は
良
い
キ
リ
ス
ト
者
で
、

職
者
た
ち

と
応
え
た
。

ブ
寸
レ
が
、

レ
モ
ン
は
真
実
を
一
吾
、
つ
た
め
に
誓
う
こ
と
は
大
罪
だ
と
一
寄
っ
た
の
で
、
間
無

議
な
の
だ
、

と
言
、
フ
と
、

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
真
実
の
た
め
で
あ
れ
、
虚
鵠
の
た
め
で
あ
れ
、
誓
う
こ
と
は
大
罪
で
あ
る
と
言
っ
た
。
:
・
ま

iま

い
か
な
る
重
罪
を
な
し
た
悪
人
で
も
死
罪
と
さ
れ
て
誌
な
ら
ぬ
と
言
っ
た
の
だ
と
人
々
が
言
う
と
、

〈
川
崎
〉

い
か
な
る
悪
人
も
死
罪
に
き
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
応
え
た
」

ベ
ラ
ン
ジ
ェ

た
、
そ
の
レ
モ
ン
辻
、

し
か
し
、

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
本
人
は
、

ブ
ル
ニ
エ
の
前
で
死
罪
に
つ
い
て
の
こ
の
考
、
え
と
発
音
を
否
定
す
る
。

一
に
罪
無
く
し
て
悪
人
を
殺
す
事
が
出
来
る
と
倍
じ
る
か
。

次
の
よ
う
に
応
え
た
。
そ
う
信
じ
る
。
ま
た
次
の
様
に
信
じ
て
い
る
と
ニ
一
一
口
っ
た
。
教
会
が
全
て
の
異
端
に
対
し
て
裁
き
を
行
う
の
は
正
当

「
次
の
様
に
導
ね
ら
れ
た
。
権
力
や
裁
判
権
を
持
つ
君
主
や
飽
の
領
、
王
は
、

正

だ
と
信
じ
て
い
る
し
、
あ
の
レ
モ
ン
が
有
罪
と
さ
れ
た
の
も
正
当
だ
と
信
じ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
尋
ね
ら
れ
た
。

誰
か
他
の
人
に
言
っ
た
か
。
い
い
え
と
応
え
た
。
」

そ
れ
と
違
う
こ
と
を
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ベ
ラ
ン
ジ
ェ
が
件
の
発
言
を
本
当
に
し
た
か
ど
う
か
、

そ
の
様
に
信
じ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、

最
後
の
死
罪
の
問
題
に
つ
い
て
、

な
事
は
、
食
い
違
っ
た
二
つ
の
証
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、

事
実
が
推
測
で
き
る
だ
け
だ
。
ま
た
、

こ
の
ト
品
、
っ

こ
こ
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
幾
つ
も
の
考
証
を
重
ね
て
や
っ
と
妥
当
な

レ
モ
ン
が
審
問
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
に
後
の
供
述
に
お
い
て
嘘
を
言
っ
た
の
だ
な
ど
と
彼
の
隠
さ
れ
た

意
図
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
説
明
や
、
彼
の
教
会
や
世
俗
権
力
へ
の
敵
意
を
読
み
取
る
な
ど
の
説
明
は
、
何
の
史
料
的
裏
付
け
も
な
い
だ

け
に
、
勝
手
な
想
像
の
域
を
出
な
い
と
言
え
よ
う
。
史
料
の
背
後
の
真
実
、
発
言
の
隠
さ
れ
た
本
当
の
意
味
を
問
題
に
す
る
限
り
、
「
真
実
は
ど

う
だ
つ
た
か
」
と
い
う
真
実
の
不
確
定
の
問
題
が
つ
い
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
人
の
証
言
者
が
レ
モ
ン
が
異
端
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
説
明
の
違
い
を
考
え
て
み
よ
う
。
即
ち
、
同

様
の
判
断
に
対
し
、
可
能
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
史
料
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
例
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
排
除
し
合
う
関
係
を
成
す
条

一
方
の
発
言
の
主
人
が
な
ぜ
他
方
の
判
断
を
排
除
し
た
の
か

一
方
が
な
ぜ
他
方
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
か
、

件
を
演
縛
す
る
事
に
よ
っ
て
、

を
推
論
す
る
事
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
の
主
人
、
即
ち
主
体
に
つ
い
て
知
る
事
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
後
の
二
人
は
、

モ
ン
の
発
言
が
ロ

l
マ
教
会
の
支
持
す
る
教
義
に
反
し
て
い
る
点
を
理
由
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、

る
舞
い
を
根
拠
に
彼
が
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
と
判
断
し
、
彼
の
発
言
を
真
実
だ
と
判
断
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
二
人
は
他
で
も
な
い

レ
モ
ン
の
火
刑
中
の
振

こ
の
発
言
を
採
用
し
、

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
を
感
動
さ
せ
た
火
刑
中
の
レ
モ
ン
の
振
る
舞
い
を
判
断
材
料
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
な

ぜ
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
他
で
も
な
い
こ
の
振
る
舞
い
を
採
用
し
、
二
人
が
こ
だ
わ
り
、

ロ
ー
マ
教
会
も
拠
っ
て
立
っ
た
レ
モ
ン
の
発
言
を
判
断
材
料

か
ら
排
除
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
選
択
と
排
除
は
出
る
べ
く
し
て
出
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
そ
れ
を
必
然
的
な
も
の
と
す
る
理
由
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
説
明
付
け
の
違
い
は
何
で
、
そ
こ
か
ら
何
が
推
論
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
分
析
の
水
準
を
こ
こ
に
設
定
す
る
と
、

あ
る
意
味
を
も
う
一
つ
の
意
味
と
結
び
付
け
る
と
い
う
行
為
、
つ
ま
り
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
作
成
が
問
題
と
な
る
。
従
っ
て
発
言
の
主
人
が

心
で
何
を
思
っ
て
い
た
か
と
い
う
真
実
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
彼
が
あ
る
言
葉
に
よ
っ
て
何
を
言
お
う
と
し
て
い
た
か
と
か
書
き
言
葉
や
ラ
テ

ン
語
へ
の
翻
訳
に
よ
る
意
味
の
ぶ
れ
な
ど
の
、
意
味
の
問
題
に
も
触
れ
ず
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ル
ニ
エ
審
問
記
録
に
限
定
し
て
言 レ
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え
ば
、
同
じ
審
理
の
中
で
同
じ
書
記
に
よ
っ
て
記
録
、
翻
訳
さ
れ
た
証
言
を
比
較
す
る
と
い
う
条
件
が
描
う
た
め
に
、
書
記
と
い
う
フ
ィ
ル
タ

(
初
}

ー
を
よ
り
一
一
層
ゼ
ロ
む
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
代
わ
れ
ソ
、
導
け
る
結
論
も
全
く
性
質
の
異
な
る
も
の
と
な
る
。

メ
ッ
セ

i
ジ
の
作
成
と
い
う
行
為
に
は
無
数
の
分
類
が
可
能
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
判
断
と
そ
の
根
拠
に
よ
る
説
明
を
材
料
に

す
る
と
、
主
体
が
何
を
以
て
有
効
な
判
断
(
即
ち
真
実
〉
と
す
る
か
、

つ
ま
れ
ソ
「
世
界
は
そ
う
な
っ
て
い
る
」
「
あ
る
物
や
状
熊
が
世
界
の
中
に

存
在
し
て
い
る
」
と
定
め
る
基
準
を
知
る
事
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
主
体
が
世
界
を
生
み
出
し
整
理
す
る
規
則
、
引
い
て
は
、
玉
体
と
世
界
と
の

関
わ
り
方
に
つ
い
て
知
る
事
が
で
き
る
と
い
う
事
だ
。

両
者
の
判
断
の
根
拠
の
違
い
は
、
異
議
者
と
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
分
け
る
仕
方
の
違
い
で
あ
る
。

フ
ォ
レ
と
ボ

i
ゼ
!
ル

(
後
者
は
前
者

は
、
そ
の
基
準
を
ロ

i
マ
教
会
の
支
持
す
る
教
義
と
レ
そ

の
相
違
に
定
め
て
い
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
異
端
者
と
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
分
類
は
明
快
な
も
の
と
な
り
、
例
ら
の
例
外
も
あ
り

得
ず
、
分
類
に
分
類
者
や
他
の
要
因
の
恋
意
が
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。
反
対
に
で
フ
ン
ジ
ェ
は
、
レ
モ
ン
の
火
刑
中
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て

の
伝
簡
を
根
拠
に
彼
を
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
レ
モ
ン
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
の
持
つ
良
き
キ
リ

ス
ト
教
徒
に
つ
い
て
の
イ
メ

i
ジ
と
の
類
似
に
よ
る
ア
ナ
ロ
ジ

i
で
あ
る
。
こ
の
判
断
に
お
い
て
は
、
判
断
者
の
恋
意
や
他
の
要
因
が
介
入
す

る
余
地
が
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
論
理
的
、
客
観
的
判
断
で
あ
り
、
後
者
が
非
論
理
的
、
主
観
的
判
断
だ
と
、
我
々
は
考
え
が
ち
で

あ
る
が
、
論
理
と
い
う
も
の
自
体
が
特
定
の
言
語
国
有
の
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
普
通
的
規
則
的
で
は
な
い
と
い
う
事
を
考
撮
す
れ
ば
、
双
方
が

そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
に
従
っ
て
い
る
と
督
、
え
る
の
説
。
一
群
の
も
の
の
分
類
に
際
し
て
、
あ
る
物
と
そ
う
で
な
い
物
と
を
明
確
に
分
け
る
事
に
議

点
を
寵
く
か
、
・
あ
る
物
を
別
の
物
と
似
て
い
る
と
類
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
付
け
、
明
確
で
は
な
い
も
の
の
分
割
し
整
聴
す
る
事
を
よ
り

有
効
と
す
る
か
、
と
い
う
両
者
の
違
い
は
、
そ
の
属
す
る
社
会
富
有
の
論
理
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
社
会
の
成
員
が
世
界
を

分
節
し
、
要
素
を
関
係
付
け
、
整
理
す
る
方
法
の
差
異
で
あ
る
。
前
者
は
よ
り
明
確
だ
が
よ
り
固
定
的
で
あ
り
、
後
者
は
よ
り
不
明
確
だ
が
よ

り
柔
軟
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

の
意
見
を
支
持
し
て
い
る
の
で
、
以
下
両
者
を
代
表
し
て
フ
ォ
レ
の
名
を
用
い
る
)

ン
グ〉
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言
語
が
社
会
契
約
的
存
在
で
あ
り
、
我
々
は
意
味
の
網
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
見
方
を
採
用
す
れ
ば
、
個
人
が
個
別
の
判
断

を
下
す
際
に
表
れ
て
く
る
特
徴
も
彼
の
属
す
る
社
会
が
共
有
す
る
言
語
の
構
造
の
表
れ
だ
と
い
、
仁
川
町
o

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
総
体

は
決
し
て
彼
個
人
の
作
で
は
な
く
、
彼
の
属
す
る
社
会
が
慣
習
と
し
て
共
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
の
彼
の
判
断
は
個
人
の
自
由

な
介
入
を
許
す
が
、
そ
の
介
入
の
仕
方
き
え
も
実
は
定
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
以
下
で
は
、
両
者
の
こ
う
し
た
差
異
に
よ
っ
て
何
が
分
か
る
の

か
を
、
現
代
の
精
神
分
析
学
の
理
論
を
参
考
に
更
に
考
察
す
る
。

第
四
章

「
主
体
」
と
は
、
言
語
と
は
、
世
界
と
は

真
実
の
保
証
方
法
か
ら
明
ら
か
と
な
る
主
体
と
世
界
と
の
関
係
と
は
、
主
体
と
客
体
に
相
当
す
る
も
の
と
の
関
係
で
あ
(
日
。

我
々
に
と
っ
て
の
主
体
と
世
界
|
ラ
カ
ン
の
理
論
を
中
心
に
|

ま
ず
、
我
々
が
世
界
を
ど
う
や
っ
て
分
節
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
現
代
に
お
い
て
精
神
分
裂
病
と
さ
れ
て
い
る
人
々
を
分
析
す
る
事
を
通

し
て
、
人
間
と
記
号
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
J
・
ラ
カ
ン
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
こ
減
。

人
聞
が
既
得
の
表
象
に
よ
っ
て
世
界
を
分
節
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
論
的
転
回
を
踏
ま
え
た
最
近
の
歴
史
学
研
究
に
お
い
て
も
定
説
と

な
っ
て
お
り
、
筆
者
も
こ
の
見
方
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
。
ラ
カ
ン
の
い
う
世
界
と
は
、
こ
の
様
な
分
節
の
過
程
を
経
て
得
ら
れ
、
正
に
現
実

だ
と
い
う
感
覚
を
伴
う
て
体
験
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
の
感
じ
取
る
も
の
と
は
独
立
し
て
存
在
す
る
外
部
世
界
を
指
し
て
い
る

の
で
は
な
(
時
。
従
っ
て
、
分
節
の
仕
方
が
異
な
れ
ば
、
生
き
ら
れ
る
世
界
も
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
。
で
は
、
分
節
に
使
わ
れ
る
表
象
を

人
聞
は
い
か
に
し
て
獲
得
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
に
共
有
さ
れ
て
い
る
表
象
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
に
存
在
が
認
め
ら
れ

て
い
る
あ
る
事
物
(
実
に
、
個
人
が
世
界
を
分
節
す
る
前
に
、
そ
の
属
す
る
社
会
が
世
界
を
既
に
分
節
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
獲
得
す
べ
き
表

象
を
現
実
と
し
て
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
)
を
個
人
が
分
節
す
る
過
程
を
考
え
て
み
よ
う
。
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主
体
は
、
最
初
は
世
界
か
ら
分
割
さ
れ
な
い
、
主
客
未
分
化
の
状
態
(
世
界
と
一
体
の
状
態
)
を
生
き
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
自
々
「
私
」

と
「
私
で
な
い
も
の
」
を
競
り
返
し
回
周
囲
の
大
人
に
よ
れ
ソ
提
示
さ
わ
い
る
事
で
、
自
我
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
的
な
も
の
に
し
て
い
く
。
「
私
で
あ
る
」

も
の
会
そ
こ
に
集
め
、
「
私
で
な
い
も
の
」
を
放
逐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
そ
れ
で
は
な
い
私
」
と
し
て
、
自
我
と
外
界
を
区
別
し
、
総
を
引

く
の
(
問
。
「
私
で
な
い
も
の
」
は
、
外
界
、
客
体
と
し
て
、
白
川
鴨
川
い
対
立
す
る
世
界
を
創
り
、
主
体
は
、
そ
の
放
遂
に
よ
っ
て
、
内
部
に
表
象
を

誕
生
さ
せ
る
。
こ
の
表
象
を
社
会
に
共
有
さ
れ
る
世
界
の
内
に
再
発
見
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
主
体
は
世
界
を
整
理
し
て
い
(
待
。
こ
こ
で
重
要

な
の
は
、
外
界
と
し
て
整
理
さ
れ
た
事
物
も
、
最
初
は
主
体
の
一
部
だ
っ
た
と
い
う
事
だ
。
主
体
は
、
客
棒
を
自
分
か
ら
分
離
す
る
前
は
、
正

に
対
象
に
「
な
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
は
こ
こ
で
、
「
私
で
は
な
い
」
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
る
度
に
、
否
定
の
形
で
「
私
」
が
形
成
さ
れ
、
鏡
像
(
自
我
の
イ
メ
ー
ジ
)
を

中
心
に
自
我
が
形
成
さ
れ
る
(
料
、
こ
の
出
口
我
と
、
様
々
い
欲
望
、
ず
る
主
体
、
世
界
を
分
節
す
る
当
の
主
体
、
ど
は
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ

る
と
論
に
お
。
象
徴
体
系
、
取
り
分
け
ラ
ン
グ
の
体
系
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
る
、
こ
の
金
的
(
未
分
化
の
〉
主
体
の
分
割
が
、
ブ
口
イ
ト
の

い
う
去
勢
で
あ
り
、
こ
れ
に
抵
抗
し
、
こ
れ
を
不
完
全
な
も
の
に
す
る
と
、
そ
の
主
体
は
病
に
陥
る
と
、
設
は
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
!

コ
ー
が
「
言
葉
と
物
』

で
論
じ
た
よ
う
に
、
上
記
の
世
界
の
分
節
方
法
は
、
ラ
ン
グ
の
影
態
に
よ
っ
て
様
々
で
島
り
、
現
代
の
西
歌
(
ラ
カ
ン

が
活
動
し
た
社
会
)

に
お
い
て
は
病
と
さ
れ
る
状
態
が
、
異
な
っ
た
ラ
ン
グ
の
下
で
は
、
異
な
っ
た
社
会
的
位
置
を
取
り
う
る
と
筆
者
は
考
え

る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
カ
ン
は
現
代
の
ヨ

i
ロ
ッ
パ
語
聞
に
お
け
る
精
神
科
医
と
い
う
職
分
か
ら
の
み
考
察
す
る
こ
と
が
、
自
分
の
領
分

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
と
い
う
事
を
設
い
添
、
λ
て
お

(ωー
ま
た
、
ド
ゥ

i
ル
!
ズ
の
一
一
一
師
、
つ
よ
う

ι、
去
勢
も
純
対
的
な
も
の
で

は
な
い
と
考
、
ん
一
位
。
十
回
世
紀
の
海
フ
ラ
ン
ス
に
生
き
た
人
々
の
世
界
分
節
法
と
体
験
世
界
も
、
一
ブ
カ
ン
の
論
じ
た
様
な
我
々
の
そ
れ
と
は
全

く
異
な
る
の
だ
。

き
て
、
我
々
は
、
上
記
の
よ
う
に
「
悲
」
を
定
め
た
後
、

・刀

い
か
に
し
て
世
界
の
各
要
素
に
意
味
を
与
え
る
事
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
カ
ン

iま

(
能
記
)

一
つ
の
意
味
を
指
し
て
い
る
と
誌
考
え
な
い
。
意
味
と
誌
、
二
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
並
べ
た
際

一
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
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(
弘
)

に
、
そ
の
聞
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
。

一
語
で
あ
る
色
彩
を
指
す
事
は
出
来
ず
、

つ
ま
り
、
「
赤
」
と
い
う
語
は
、

「
黒
」
や
「
青
」
と
い
う
語

と
並
べ
る
事
に
よ
り
意
味
を
得
る
。
「
赤
」
は
、
「
赤
で
な
い
も
の
」
に
よ
っ
て
確
定
す
る
の
だ
。
そ
し
て
、
生
ま
れ
出
た
「
赤
」
と
い
う
意
味

に
つ
い
て
、
我
々
は
説
明
で
き
る
(
定
義
で
き
る
)
と
考
え
が
ち
だ
が
、
言
葉
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
「
赤
」
を
説
明
し
た
所
で
、
「
赤
」
そ
の
も

の
に
至
る
事
は
決
し
て
な
い
。
「
赤
」
の
意
味
は
、
元
の
説
明
と
、
な
さ
れ
た
説
明
と
の
聞
に
姿
を
現
す
の
み
(
問
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
は
永
久

に
先
送
り
さ
れ
る
。
我
々
は
、
「
私
」
を
定
め
主
客
を
分
離
す
る
際
に
も
、
客
体
た
る
世
界
を
分
節
す
る
際
に
も
、
「
i
で
な
い
」
と
い
う
否
定

の
形
式
を
用
い
て
線
引
き
を
行
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
、
意
味
は
こ
の
線
の
下
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
世
界
に
参
加
し
伝
達
さ
れ
る
た
め
に
、

こ
う
し
て
意
味
に
与
え
ら
れ
た
表
象
は
、
決
し
て
生
ま
れ
て
き
た
意
味
そ
の
も
の
を
表
す
事
は
出

来
ず
、
意
味
は
、
言
い
替
え
の
連
続
を
区
切
る
線
の
下
か
ら
に
じ
み
出
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
意
味
を
に
じ
み
出
さ
せ
る
も
の
が
、
去
勢
を
受

け
た
欲
望
す
る
主
体
で
あ
り
、
こ
の
主
体
は
、
区
切
り
の
線
の
下
か
ら
意
味
を
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
木
村
。
そ
し
て
、
「
私
」

パ
ロ

l
ル
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、

と
「
私
で
な
い
も
の
」
と
の
区
切
り
の
下
か
ら
も
、
主
体
は
そ
れ
自
身
を
主
張
す
る
。
主
客
の
分
離
を
否
定
の
形
式
に
よ
り
完
全
な
も
の
と
し

た
結
果
、
主
体
が
一
個
の
全
体
と
し
て
自
分
を
現
す
事
は
必
然
的
に
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
実
際
の
説
明
に
お
い
て
、
「
赤
」
が
い
か
に
し
て
指
示
さ
れ
る
の
か
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
「
赤
」
と
は
「
ト

マ
ト
の
色
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
ト
マ
ト
」
と
い
う
集
合
と
「
色
」
と
い
う
集
合
を
指
定
す
る
事
に
よ
っ
て
、
「
ト
マ
ト
で
な
い
も
の
」
、

「
色
で
な
い
も
の

(
色
で
な
い
性
質
)
」
を
排
除
し
つ
つ
、
二
つ
の
集
合
の
共
通
部
分
を
指
示
す
る
。
「
赤
」

の
意
味
は
こ
の
共
通
部
分
と
し
て

指
し
示
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
や
は
り
そ
れ
自
身
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
話
者
と
受
け
手
の
双
方
に
赤
の
意
味
を
呼
び
起
こ
す
だ
け
だ
。
そ
し
て

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
排
除
の
過
程
で
あ
る
。
実
は
ト
マ
ト
に
も
色
々
あ
っ
て
、
熱
し
て
い
な
い
青
い
ト
マ
ト
で
は
色
は
赤
い
と
は
言
え
な
い
。

そ
う
す
る
と
こ
の
説
明
で
は
、
「
赤
」
を
上
手
く
説
明
で
き
て
い
な
い
事
に
な
る
。
排
除
が
不
完
全
な
も
の
だ
っ
た
た
め
に
、
「
ト
マ
ト
の
色
」

と
い
う
集
合
に
お
い
て
「
赤
」
と
「
赤
で
な
い
も
の
」
と
の
聞
に
穴
が
開
い
て
し
ま
い
、
集
合
自
体
も
不
完
全
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

の
指
定
に
限
っ
て
言
え
ば
、

こ
こ
で
は
「
赤
」
と
「
熟
し
て
い
な
い
ト
マ
ト
の
色
」
と
の
区
別
は
イ
メ
ー
ジ
的
な
も
の
に
限
ら
れ
、

は
っ
き
り

、，
、-
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と
区
別
す
る
た
め
に
は
、
「
ト
マ
ト
」
の
集
合
を
「
熟
し
た
ト
マ
ト
」
と
「
熟
し
て
い
な
い
ト
マ
ト
」
と
に
分
け
、
線
引
き
を
多
く
し
て
い
く
事

に
よ
っ
て
排
除
を
先
企
な
も
の
に
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
ま
ま
だ
っ
た
色
に
名
前
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
姿
が

よ
り
明
瞭
に
な
る
の
だ
。

異
な
る
世
界
整
理
法
の
可
能
性

上
の
様
に
整
理
さ
れ
て
い
る
世
界
に
対
し
て
、
短
絡
的
な
判
密
が
な
き
れ
る
事
が
あ
る
。
倒
え
ば
、
赤
い
色
に
つ
い
て
、

た
ト
マ
ト
の
例
示
に
よ
っ
て
し
か
教
え
ら
れ
た
事
が
な
い
入
を
恕
定
し
よ
う
。
彼
の
属
す
る
社
会
は
、
赤
を
他
の
色
か
ら
区
期
し
て
い
る
の
に
、

彼
の
内
部
で
は
そ
の
区
別
が
成
立
し
て
い
な
い
。
彼
は
、
薬
の
突
を
見
て
「
赤
」
だ
と
誘
う
か
も
知
れ
な
い
し
、
タ
呂
の
色
を
「
赤
」
だ
と
す

る
か
も
知
れ
な
い
。
獲
得
し
た
事
例
に
「
似
て
い
る
」
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
企
て
「
赤
」
に
な
る
。
他
の
意
味
と
の
境
界
が
瞬
昧
と
な
り
、
俊

食
が
お
こ
る
の
だ
。
役
は
、
こ
う
し
て
設
が
「
赤
」
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
表
象
の
限
界
を
示
す
の
だ
が
、
彼
自
身
が
こ
れ
に
気
づ
く
事
は
な

い
。
設
は
、
そ
の
少
な
い
事
例
以
外
の
表
象
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
分
節
す
る
機
会
を
奪
わ

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
の
判
断
は
、
周
密
の
者
に
と
っ
て
正
し
い
事
も
、
誤
ワ
で
あ
る
事
も
み
り
う
る
が
、
彼
誌
こ
の
判
断
の
方
法
を
以
て
〈

一
度
き
り
の
熟
し

彼
の
判
断
結
果
を
一
般
に
承
認
さ
れ
る
真
実
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
赤
」
の
意
味
を
地
か
ら
の
排
除
を
用
い
て
提
示
し
、

そ
こ
に
夕
日
の
色
が
属
す
る
事
を
訴
す
必
要
が
あ
る
。
あ
る
も
の
の
意
味
を
イ
メ

i
ジ

ι基
づ
く
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
使
用
す
る
か
、
そ
れ

を
公
式
に
共
有
さ
れ
て
い
る
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
に
よ
る
排
除
と
い
う
形
で
指
訴
す
る
か
の
違
い
が
こ
こ
に
あ
る
。
後
は
そ
の
判
断
を
確
倍
す
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
も
し
も
彼
が
そ
こ
に
反
駁
の
余
地
を
認
め
な
い
(
こ
の
状
態
を
確
信
と
い
う
が
)
な
ら
ば
、
後
は
逸
脱
し
て
い
る
と
判
断
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
我
々
が
共
有
し
、
公
式
だ
と
し
て
い
る
真
実
の
保
-
証
法
が
排
除
に
よ
る
も
丹
で
み
り
、
我
々
の
共
脊
す
る
ラ
ン
グ
が
、

そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
だ
。
こ
こ
で
の
証
明
に
お
い
て
、
上
で
述
べ
た
よ
う
な
否
定
に
よ
る
意
味
の
産
出
が
使
局
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認

で
き
る
と
思
う
。
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否
定
に
よ
っ
て
世
界
を
整
理
す
る
の
が
公
式
と
認
め
ら
れ
て
い
一
る
限
り
、
こ
う
し
た
短
絡
的
な
判
断
に
対
す
る
保
留
の
態
度
が
必
要
と
さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
あ
る
方
法
の
公
式
化
に
よ
り
別
の
方
法
に
「
短
絡
だ
」
と
低
い
評
価
を
与
え
、
そ
れ
を
排
斥
し
て
い
る
か
ら
だ
。
否
定
に
よ
っ

て
整
理
を
明
瞭
に
す
る
と
い
う
事
は
、
そ
れ
以
外
の
整
理
の
可
能
性
を
排
除
す
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
整
理
の
主
体
に
と
っ
て
の
世
界
が
固
定

化
し
た
も
の
に
な
る
と
い
う
事
で
も
あ
る
。
「
類
推
(
ア
ナ
ロ
ジ
ー
ご
と
い
う
方
法
は
、
正
に
ギ
ア

l
ツ
が
解
釈
学
的
人
類
学
に
お
い
て
提
唱

し
た
方
法
だ
。
彼
の
研
究
が
現
代
社
会
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
事
が
、
何
よ
り
も
類
推
の
持
つ
威
力
を
示
し
て
い
る
。
多
く
の
場
面

に
お
い
て
、
も
し
も
注
意
深
い
適
用
を
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
多
様
な
可
能
性
を
想
定
し
た
機
知
に
富
ん
だ
判
断
と
も
評
価
さ
れ
う
る
だ
ろ
う

事
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
明
瞭
な
整
理
に
よ
る
世
界
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
固
定
化
を
招
く
の
で
柔
軟
き
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
公
式
と
さ
れ
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
、
共
有
さ
れ
て
い
る
表
象
体
系
は
、
こ
う
し
た
固
定
化
が
集
固
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
強
固

と
な
り
、
そ
の
社
会
の
成
員
に
対
し
て
「
現
実
」
と
し
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
可
能
性
と
し
て
推
測
で
き
る
の
は
、
あ
る
も
の
と
他
の
も
の
と
の
分
割
が
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
さ
れ
な
い
構
造
的
な
特
徴
を
持
っ
た
表

(
幻
)

象
体
系
を
共
有
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
「
現
実
」
の
固
定
化
が
そ
れ
ほ
ど
激
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
だ
。
ト
マ
ト
の
色
に
し
て
も
、

「
赤
」
と
「
青
」
の
区
別
を
イ
メ
ー
ジ
的
な
も
の
に
留
め
て
お
け
ば
、
「
赤
い
」
か
「
青
い
」
か
の
判
断
は
、
主
体
に
任
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

主
体
は
そ
こ
で
判
断
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
に
自
分
を
示
し
、
関
与
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
主
体
の
去
勢
が
不
完
全
に
な
る
訳
で

あ
る
。
世
界
は
主
体
に
似
た
も
の
と
な
っ
て
、
主
体
が
望
め
ば
変
化
す
る
。
「
私
」
と
「
私
で
な
い
も
の
」
と
の
分
割
の
下
に
隠
れ
、
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
の
世
界
に
参
加
し
て
い
る
「
私
」
へ
の
疎
外
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
主
体
が
、
望
む
も
の
を
完
全
に
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
か
な
わ
ず
、

も
が
く
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
で
は
軽
減
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
完
全
に
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
そ
れ
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
私
」

に
な
っ
て
、
「
私
で
な
い
も
の
」
か
ら
切
断
さ
れ
た
主
体
に
は
、
何
で
あ
れ
対
象
に
同
一
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
現
代
に
お

い
て
精
神
分
裂
病
と
さ
れ
る
人
々
は
、
主
体
に
と
っ
て
基
本
的
な
存
在
を
「
私
で
な
い
」
と
判
断
し
て
象
徴
化
(
客
体
化
)
す
る
こ
と
に
失
敗

既
に
整
理
さ
れ
た
世
界
の
な
か
に
新
た
な
世
界
を
造
り
上
げ
、
病
と
さ
れ
る

し
、
そ
の
存
在
と
「
私
」
と
を
何
と
か
分
離
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
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状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
て
い
日
。
し
か
し
、
社
会
に
共
有
さ
れ
て
い
る
表
象
捧
系
が
、

そ
も
そ
も
主
棒
の
去
勢
を
要
求
し
な
い
よ
う

な
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
械
な
存
志
の
あ
り
方
は
、
病
と
な
り
え
な
い
と
い
、
え
る
の
で
は
を
い
だ
ろ
う
か
。

終

り

わ

前
述
の
史
料
分
析
の
事
例
で
見
た
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
と
フ
ォ
レ
と
の
判
断
の
差
異
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
つ
な
が
る
。
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
と
彼
の

属
す
る
社
会
が
類
推
に
よ
る
判
断
に
価
鐘
を
与
え
、
共
有
す
る
言
語
と
イ
メ
ー
ジ
の
総
棒
を
一
克
に
柔
軟
な
世
界
整
理
を
可
能
と
す
る
の
に
対
し

て
、
ブ
ォ
レ
と
畿
の
屠
す
る
社
会
は
明
確
な
区
別
に
価
値
を
置
い
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
以
外
の
判
断
を
し
よ
う
と
試
み
る
に
は
、
当
の
判
額

と
は
加
に
、
そ
の
周
囲
で
既
に
定
ま
っ
て
い
る
膨
大
な
要
素
の
整
理
に
改
一
械
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
世
界
は
よ
り
国
定
的
で
あ
号
、
主

体
の
介
入
を
排
除
し
て
い
る
と
一
一
…
悶
え
る
。
存
在
と
、
主
体
と
の
距
離
の
違
い
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
、
現
代

ι生
き
る
我
々

と
は
違
い
、
ブ
ォ
レ
に
は
ロ

i
マ
教
会
を
通
じ
て
全
能
の
神
が
存
在
し
て
い
る
。
全
て
の
説
明
と
世
界
整
理
は
神
へ
と
集
約
し
、
神
に
保
証
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
全
能
の
神
と
い
う
表
象
を
通
じ
て
主
体
が
世
界
の
改
編
に
参
加
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
神
に
は
ど
ん
な
事

で
も
可
能
で
あ
る
故
に
、
神
は
世
界
の
ど
こ
に
で
も
真
実
性
の
保
証
と
し
て
表
れ
る
こ
と
が
島
り
得
る
の
尚
一
。

ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
が
矛
盾
と
し
て
見
逃
し
た
「
論
理
の
前
後
的
な
結
合
関
採
の
欠
落
」
は
、
実
は
当
時
の
人
々
の
杏
在
と
の
親
審
さ
を

一
不
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
人
間
主
体
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
れ
ば
、
中
世
人
の
共
感
性
の
高
き
や
激
し
き
、
そ
の
世
界
観
や
感
性
に
つ
い
て
新
し

い
見
方
を
す
る
事
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
中
世
文
化
に
つ
い
て
の
広
く
深
い
知
識
が
必
要
と
な
る
。
今
後
の
長
期
的
な
諜
腿
で

あ
る
。
フ
ル
ニ
エ
審
問
記
録
と
い
う
個
別
的
な
事
例
に
お
い
て
は
、
更
な
る
史
料
分
析
を
ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
の
成
果
と
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
供
述
者
達
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
真
実
を
作
号
、
世
界
を
改
編
し
て
い
た
か
と
い
う
具
体
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
審
問
と

い
う
場
で
は
、
存
在
に
近
し
い
人
々
が
教
会
の
押
し
つ
け
る
真
実
の
保
証
法
に
抵
抗
す
る
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
注
百
す
れ
ば
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
南
仏
独
自
の
精
神
思
土
が
ぶ
つ
か
り
合
う
持
代
仁
、
高
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
と
い
う
地
域
に
お
い
て
替
に
カ
タ
リ
派
が
地
歩
を
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伸
ば
し
た
と
い
う
現
象
は
、
真
実
と
い
う
価
値
を
提
供
す
る
権
力
を
巡
っ
て
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
の
中
の
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

よ
(
切
。
後
の
二
点
は
紙
幅
の
都
合
上
、
別
稿
で
述
べ
る
事
に
す
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
具
体
的
に
絞
る
助
け
に
な
っ
た
研
究
と
し
て
、
人
類
学
に
お
け
る
「
未
開
人
」
の
世
界
観
分
析
の
研
究
を
挙
げ
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
本
論
文
の
テ

l
マ
を
発
展
き
せ
る
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
特
に

E
・
デ
・
マ
ル
テ
ィ

l
ノ
の
研
究
で
あ
る
。
例
え
ば
「
自
分

の
魂
を
引
き
止
め
て
お
く
も
の
だ
と
言
っ
て
、
鈎
型
の
石
を
手
放
き
な
い
ト
ゥ
リ
ク
族
(
ボ
ル
ネ
オ
)

の
男
が
、
も
し
も
迷
信
を
信
じ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
我
々
が
不
当
に
も
(
反
歴
史
的
に
も
)
そ
の
呪
術
を
、
我
々
の
文
化
的
世
界
の
既
に
決
定
さ
れ
、
保
護
を

得
て
い
る
「
私
が
こ
こ
に
い
る
』
と
い
う
あ
り
方
を
尺
度
に
し
て
見
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
・
:
呪
術
的
世
界
に
お
い
て
は
、

魂
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
、
現
実
、
経
験
、
表
象
の
中
に
な
お
も
そ
れ
が
所
与
と
し
て
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、

ィコ

の
脆
弱
な
現
在
意
識
(
私
が
こ
こ
に
い
る
と
い
う
意
識
。
即
ち
、
語
る
主
体
が
話
の
中
の
『
私
』
へ
と
馴
致
さ
れ
て
い
る
状
態
)
を
世
界
が
(
比

喰
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
)
呑
み
込
み
消
し
去
っ
て
ま
お
う
と
し
て
い
る
意
味
で
言
わ
れ
る
。
(
要
紙
)
」

彼
が
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
現
在
意
識
の
あ
り
方
は
、

ど
こ
の
社
会
を
分
析
す
る
に
し
て
も
必
ず
可
能
性
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
彼
は
、

人
間
に
と
っ
て
存
在
が

(
我
々
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
)
存
在
と
な
る
こ
と
、
客
体
が
客
体
と
な
る
こ
と
は
、
歴
史

的
な
事
象
で
あ
り
、
全
て
の
人
間
に
と
っ
て
常
に
(
非
歴
史
的
に
)
客
体
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

り
、
筆
者
の
立
場
で
も
あ
る
が
、
我
々
に
そ
う
思
わ
れ
る
よ
う
な
分
離
し
た
主
客
は
、
歴
史
的
な
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
人
間
の
普
遍
的

つ
ま

な
あ
り
方
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
、
先
に
引
用
し
た
言
葉
の
直
後
に
、
次
の
よ
う
な
鋭
い
示
唆
を
し
て
い
る
。
「
反
対
に
、

こ
う
も
想
定
で
き
よ
う

0

・
:
活
動
す
る
実
勢
(
非
抽
象
的
、
非
観
念
的
、
非
昇
華
的
な
)
と
し
て
の
言
葉
の
実
践
そ
の
も
の
は
、
ま
さ
し
く
主

体
の
構
造
と
し
て
の
限
り
で
の
強
迫
神
経
症
を
も
含
め
て
、
も
ろ
も
ろ
の
〔
神
経
症
〕
の
成
立
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
(
目
。
」
言
葉
が
そ
れ
に
対

応
す
る
事
物
と
同
じ
だ
け
の
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
、
抑
圧
さ
れ
た
表
象
を
他
の
表
象
で
も
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
置
き
換
え
に
使
用
さ
れ
た
表
象
は
、
元
の
表
象
だ
け
で
な
く
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
全
て
の
表
象
や
事
物
と
同
等
で
あ
り
、
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代
理
と
は
な
り
え
ず
、
従
っ
て
抑
圧
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

一
吉
田
語
と
主
体
と
世
界
と
の
関
係
は
、

文
化
的
事
象
に
誤
ら
ず
、

人
間
が
言
語
に
よ
っ
て
分
節
し
て
い
る
世
界

の
活
動
全
殺
に
影
響
し
て
お
り
、
そ
れ
を
分
析
す
る
擦
に
は
必
ず
考
嬢
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

に
お
い
て
は
史
料
の
背
後
に
事
実
を
探
り
出
す
姿
勢
が
公
式
で
正
当
で
、
車
流
と
見
徹
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、

こ
れ
ま
で
の
研
究

か
っ
た
。
言
語
議
的
転
回
を
受
容
し
た
研
究
も
、

人
の
こ
と
を
探
る
と
い
う
手
法
も
、

そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
な

そ
の
本
質
を
広
く
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
記
録
と
い
う
事
実
か
ら
書
き
留
め
た

と
言
え
よ
、
7
0

そ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
当
の
人
間
主
体
の
あ
り
方
も
、

「
異
を
る
社
会
」
に
つ
い
て
の
学
問
と
し
て
、

そ
の
社
会
が
と
了
え
て
く
れ

受
け
て
当
黙
の
注
意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

過
去
の
史
料
を
扱
う
学
問
領
域
と
し
て
の
一
歴
史
学
は
、

る
資
料
か
ら
そ
こ
に
生
き
る
入
聞
の
存
恋
様
態
を
示
す
事
が
で
き
る
。

に
参
加
す
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
作
業
は
、

緬
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
と
い
う
種
の
多
様
な
あ
り
方
を
知
る
と
い
う
作
業

こ
れ
ま
で
膝
史
学
で
扱
わ
れ
て
き
た
多
く
の
、
主
題
や
問
題
関
心
と
同
じ
く
ら
い
、
一
詩

詮(
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、
。
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Chartier，くHistoire intellectuelle et histoire des 

mentalites， Trajectoires et questions>， R.Chartier， G. 
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Monfort， 1987， pp.7-38.Pti' ト H ト土ミ 4トトロト除去~ ~J ~ 
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(
日
)
〕
ロ
ロ
〈
0
2
5
M
J
h
h刊
さ
均
貯
町
、
ね
ぎ
ぬ
ミ
足
立
。
ミ
丸
町
、
R
N
A
N
N

定的

~
サ
ミ
ミ
号
兵
舎
町
高
柚
内
向

hr
吋
ぬ
遠
足
、
(
白
川
∞

1MωhW3h0・
8
8
r
z

回目
σ出。仲宮市内削ロめぐ知仲仙のおロタ、
H
，
ocHCCω
ク一戸市

V

∞P
開

y]{
吋一
w

・

(団
)
N
E
K
-
-
七・ミ品・

(口
)

L

部
位
二
日
)
・
同
志
・

(凶
)
L
S
帆えよ阿乙口・

(凹
)

N

E
九二回)・ミ日・

(
却
)
こ
の
審
理
に
つ
い
て
は
、
司
教
付
き
公
証
人
パ
タ
イ
ユ
・
ド
・

ペ
ン
ヌ
が
、
直
接
の
筆
記
を
し
、
弓
教
付
き
公
証
人
ギ
ョ

l
ム
・
ど

エ
i
ル
・
バ
ル
ト
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
整
理
、
最
後
に
ト
ゥ
!
ル
ー
ズ

の
神
学
生
レ
モ
ン
・
ジ
ヤ
ボ
ー
が
清
帯
し
て
い
る
。
〕
口
口
〈
ぬ
吋
口
。
ω
コ

。』
u
・立町
-wH)・]{コザ』
mmリA
Z
O
m
w
(
U
E号。
-mw何回
F

〈
口
一
円
。
コ
ロ
込
山
丘
E
P

H
C
5
m
Z
5
ω

き吋

}
ω
g
g鈎
2
2
含
弓
町
、
込
ミ
b
q
h
h
円山口凶回目申

氏
抑
止
命
〉
ゐ
お
お
民
間
問
、

M
J
n・
お
〈
喝
容
〉

i

N

b
匂
-
N
お
ー
い
訟
は
、

供
述
者
の
真
実
の
保
証
法
が
書
記
自
身
の
作
成
に
よ
る
と
し
て
い
る

が
、
グ
ラ
ジ
ッ
ド
・
リ
ジ
エ
の
姦
鐙
の
罪
に
閲
す
る
フ
ル
ニ
エ
と
の

や
り
取
り

Q
-
u
c
g
s
o
F
も
・
丘
町
」
忍
'
一

WON-8担
な
ど
を
見
れ

ば
、
そ
の
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
は
、
照
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
、
も
・
ぇ
?
甘
・

3
・
な
ど
。

(
幻
)
ま
た
、
ソ
シ
ュ

i
ル
の
昔
、
フ
ラ
ン
グ
に
つ
い
て
の
ク
リ
ス
テ
ヴ

ァ
の
ま
と
め
「
言
語
(
ラ
ン
グ
)
は
、
『
言
語
活
動
の
社
会
的
な
部
分
』

で
あ
り
、
個
人
の
外
部
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
話
す
倒
人
に
よ
っ
て
は

変
更
で
き
ぬ
も
の
で
為
り
、
共
同
誌
の
全
成
員
に
よ
っ
て
広
く
認
め

ら
れ
る
一
種
の
社
会
契
約
の
法
則
に
服
従
し
て
い
る
よ
う
に
患
わ
れ

る
。
」
は
、
言
語
の
社
会
的
な
あ
り
方
を
要
約
し
て
い
る
。

ヴ
ァ
『
こ
と
ば
、
こ
の
未
知
な
る
も
の
』
H
Y
ぽ
・
こ
の
他
、
同
パ

l
ン

ス
タ
イ
ン
吋
言
語
社
会
化
論
』
萩
諒
一
河
昭
編
訳
、
明
治
図
書
出
版
社

一
九
八
一
年
。
原
著
、
出
・
国
号

B
E
P
Q号
炉
内
む
丸
町
噌
悼
む
き
均
三
ミ
さ
戸

川叩一
3w
円。ロハ宮内グ山内門戸山内凶可

ω門
戸
仏
間
。
得
。
P
F
O
C片
山
町
内
山
ぬ
め
除
問
内
wmmw口

同VME戸
な
ど
も
参
考
に
し
た
。

(
お
)
主
体
は
、
一
般
に
客
体
と
の
対
立
を
前
提
と
す
る
概
念
と
さ
れ

て
お
り
、
異
な
る
社
会
に
お
け
る
人
間
の
精
神
を
分
析
す
る
際
に
使

用
す
る
思
語
と
し
て
辻
、
混
乱
を
揺
く
恐
れ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

筆
者
に
薪
た
に
用
語
を
作
る
準
備
が
な
い
の
で
、
共
'
有
さ
れ
て
い
る

表
象
体
系
を
用
い
て
容
体
を
存
荘
さ
せ
て
い
く
主
体
と
い
う
意
味

で
、
客
体
と
の
対
立
を
前
提
と
し
て
含
ま
な
い
主
体
を
考
え
、
用
語

と
し
て
使
用
す
る
。
ラ
カ
ン
の
言
う
主
体
と
は
、
こ
う
し
た
意
味
も

持
っ
て
い
る
。

(M) 

ぬ叫

ク
リ
ス
テ

ラ
カ
ン
の
著
作
で
参
照
し
た
も
の
は
、

ク
ワ
』
弘
文
堂
、
一
九
七
二
l

一
九
入
一
年
。
原
著
、

E
2
5
ω
戸
山

S
F

同
QN.FMνmq昨日山内出片山内話内山口∞
g
p
Z
8・
一
ブ
カ
ン
の
思
想
を
理
解
す

る
補
助
と
し
て
、
佐
々
木
孝
次
『
ラ
カ
ン
の
世
界
』
弘
文
堂
一
九
入

四
年
が
大
き
な
助
け
と
な
っ
た
。

(
お
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
o

F
官
民
国
ロ
ロ
F

〈m，

R
ロ
n
y

F
Z
Zミ
吉

5
0
E
ω
同
7
2ロ
守
宮
内
需

ω一昨日戸。己完

ωロ門戸内包
-
o同
岳
。

〉ロロ
ω
M
g
℃

ω
g
m出
m
g
y
h
S
3丸
久
町
議
雪
辱
。
認
可
可
同
致
活
h
w
N

(
同
信
∞
岱

)
J
h
h
p
h
N立
母
メ

C-bNh~vHh・『急伸、司、内
ww

。、-n
F
W
(特
に
シ

ヤ
ル
チ
エ
の
論
文
)
、
む
・
冨
・
∞
1
o
m
o
-
-
E
Z
E
C弓
w
Z
2
Z
Z円リ日
ωgw

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
『
エ
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ωロ
円
四
吾
作
∞
。
巳
巴
円
。
m-n
古
任
。
冨
広
門
出
。
〉
m
g
J
如
、
町
内
q
h
q
h
h

g
(
s
g
)
七
司

S
I
g・
邦
語
で
は
、
リ
ン
・
ハ
ン
ト
編
『
文
化
の
新
し

い
歴
史
学
」
岩
波
書
庖
一
九
八
三
年
、
前
出
「
特
集
歴
史
学
と
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
」
『
思
想
』
一
九
九
四
年
、
四
号
。
ま
た
、
ド
ミ
一
一
ク
・

ラ
カ
ブ
ラ
、
。
も
・
丘
町
よ
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
背
後
の
真
実
と
の
関
係
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
遅
塚
忠
射
「
言
説
分
析
と
言
語
論
的
転
回
」

『
現
代
史
研
究
』
一
九
九
六
年
十
二
月
号
、
宮

}-SIS-
が
、
従
来
の

方
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
お
り
、
参
考
と
な
る
。
文

学
理
論
に
つ
い
て
概
説
と
し
て
参
照
し
た
の
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
カ

ラ
l
「
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
』
岩
波
書
庖
一
九
八
五
年
。
こ

う
し
た
一
連
の
理
論
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
ス
ピ

l
ゲ
ル
と
ハ
ン
ト

の
ま
と
め
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
。
特
に
ス
ピ

l
ゲ
ル
の
こ
の
点
に

つ
い
て
の
ま
と
め
、
。
も
-
R
F
L恒
-
S
I
g・
邦
訳
宮
】
・
印
i

∞
・
を
参
照
。

本
論
文
は
、
こ
う
し
た
社
会
契
約
た
る
言
語
と
人
間
と
世
界
の
関
係

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
分
析
の
序
論
で
あ
る
。
ス
ピ

i
ゲ
ル
の
論
文

に
つ
い
て
は
、
研
究
史
的
な
ま
と
め
は
参
考
に
な
る
も
の
の
、
後
半

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
回
復
に
関
し
て
は
、

問
題
が
あ
る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

(
お
)
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ラ
カ
ン
「
エ
ク
リ
』
第
二
巻
、

RYNお
ー
ピ
吋
・

(
幻
)
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ラ
カ
ン
。
?
巳
「
第
二
巻
、
℃
・
巧
・

(
お
)
句
史
札
-
w
U
H
】・
ω日
中

lω
吋N
・

(
m
m
)

』

3
R・唱
gu・ω
∞∞
l
ω
U
J
・

(却

)
i
g
R
-
w
阿部
-
M
吋∞
1
N
∞
Y

第
三
巻
、
℃
・

ω
8・
こ
こ
で
、
分
か
り
ゃ
す

い
例
を
挙
げ
て
お
く
。
「
私
は
嘘
を
つ
く
」
と
い
う
言
説
に
つ
い
て
考

(
佐
々
木
孝
次
w

。
?
巳

7
3・合
l

怠
・
よ
り
)
。
こ
の
言
説

に
お
い
て
、
話
す
主
体
と
話
の
な
か
の
私
と
は
一
致
し
な
い
。
話
す

主
体
は
、
言
語
、
あ
る
い
は
記
号
表
現
の
慣
習
の
総
体
を
使
っ
て
、

「
何
か
」
を
示
す
。
こ
こ
で
嘘
を
嘘
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
ま
た

は
真
実
を
真
実
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
記
号
表
現
の
慣
習

で
あ
る
。
一
言
語
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
真
理
の
問
題
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。
話
す
主
体
は
、
こ
れ
を
使
い
、
そ
の
規
則
に
従

う
事
無
く
し
て
は
、
何
も
表
現
で
き
ず
、
従
っ
て
、
嘘
も
っ
け
な
い
。

逆
に
言
え
ば
、
主
体
は
、
常
に
話
の
中
の
(
記
号
表
現
の
慣
習
に
従

っ
て
い
る
)
私
の
振
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嘘
を
つ
い
て
い
る

と
い
え
る
。
ま
た
話
の
中
の
私
を
自
分
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
え
ば
、

主
体
は
言
語
の
中
に
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
主
体
が
表
象
を
用

い
て
世
界
を
分
節
す
る
限
り
、
彼
は
こ
こ
に
頼
ら
な
く
て
は
、
生
き

て
い
け
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
に
触
れ
る
と
同
時
に
、
主
体
は
、
話
す

主
体
と
話
の
中
の
主
体
と
に
分
裂
す
る
。
象
徴
的
な
存
在
と
主
体
と

の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
を
と
っ
て
ど
ち
ら
か
を
捨
て

る
、
と
い
う
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

(
担
)
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ラ
カ
ン
『
エ
ク
リ
』
第
二
巻
、
司
司
・
お

1
5
0・
第
三

巻
、
ヨ
・

ω81ω
お・

(
沼
)
冨
・
フ
!
コ
!
?
一
一
一
口
葉
と
物
』
渡
辺
一
民
他
訳
、
新
潮
社
一
九
七

四
年
、
『
狂
気
の
歴
史
』
田
村
倣
訳
、
新
潮
社
一
九
七
五
年
、
原
著
u

冨・

司
。

5
2
1
w
h
a
さ
ミ
ミ

NS
忌

S
F
司

mEP
の
巴
ロ

B
R仏
wss--

5
5・w
尽
き
3
h守
宮

》

S
b
3
h町
内

hwg企
災
会

EEω
わ
巳
・

]日目
ω三・

5
S・
ラ
カ
ン
の
こ
の
自
覚
に
つ
い
て
は
、
『
エ
ク
リ
』
第
一

、ぇトーでつ

史料から語りかける主体65 



巻
の
日
本
語
版
へ
の
序
文
を
参
照
。

(
出
〉
の
・
ド
ゥ

i
ル
i
ズ
、
出
ガ
タ
リ
、
円
ア
ン
チ
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
市
倉

宏
諸
訳
、
河
出
書
房
出
版
一
九
八
八
年
、
原
著
w

のφ.巴
色
。
gロgωg⑦タw
明同• 

の己
E何

〈

M
〉
一
ブ
カ
ン
。
唄
?
噂
の
仏
山
仲
けf.よ噌
第
ニ
犠
、
何
℃
》
γ.hNぽ品肱∞炉• 

(
お
)
同
守
主
4

第
三
巻
、
℃
・
ω
印
吋
・
ま
た
、
一
一
一
一
口
葉
に
よ
ら
な
く
て
も
、
例
え

ば
、
赤
い
ペ
ン
キ
の
色
を
見
せ
る
事
に
よ
っ
て
「
赤
」
の
意
味
を
伝

え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
赤
」
の
一
例
で
あ
っ
て
決
し
て
意
味

で
は
な
い
。

(却
)

L

京
子
第
三
巻
、

3
・ω
S
1出
0

・

(
幻
)
例
え
ば
、
あ
る
も
の
と
加
の
も
の
を
「
似
て
い
る
い
と
関
係
づ

け
る
事
に
よ
っ
て
、
区
別
す
る
方
法
が
あ
る
。
区
別
は
否
定
に
よ
る

ほ
ど
確
国
た
る
も
の
で
は
な
い
が
、
表
象
を
用
い
た
関
係
を
成
立
さ

せ
る
事
に
成
功
し
て
い
る
た
め
に
、
世
界
に
お
い
て
こ
の
両
者
が
整

理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
同
デ
・
マ
ル
テ
ィ

i
ノ
「
呪
衛
的
世
界
』
上

村
忠
雄
訳
、
平
凡
社
一
九
八
入
年
、
原
著
、
開
・
含
呂
町
肖
片
山
口
。
w

b

hhcsh仕
事
高
一
片
F

Eお
w
H，
o
江口
c・
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
多
く
の
事

例
を
参
照
。

(部〉

L

夜九
J

第
一
一
一
帯
、
古
・
阿
部
・

(
却
)
』
・
ラ
カ
ン
『
精
神
病
』
小
出
浩
之
弛
訳
、
岩
波
書
庖
一
九
八
八
年
、

原
著

ι
-
c
w
g
p
h
?恕
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g
h
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急
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m
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唱
お

m-

(
州
制
)
ギ
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i
ツ
、
。
匂
-
n
F
L
-
Y
U℃・自由
l
N
品N
・
累
著
、
℃
匂
-
H
N
a
i
z
r

に
お
け
る
聖
な
る
象
徴
の
分
析
を
参
照
。

(
担
)
カ
タ
リ
派
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。

H
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2
2
0
F
h
a
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h
叫
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噌
柚
札
読
む
町
宮
司
、
尚
子
、
H
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C
M
O
C
F
M
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ユS
F
Z芯
・
・
詑

g
r

h
起
き
民
、
徳
島
師
会
H
p
b
s
w
H，
o己
c
c
F
P
Z
F
S吋
戸
、
邦
語
で

は
、
渡
辺
昌
美
「
異
議
カ
タ
リ
派
の
研
究
』
岩
読
書
底
、
一
九
八
九

年
が
も
っ
と
も
詳
細
。
ま
た
、
真
実
の
保
証
方
法
と
権
力
の
間
離
は
、

kr
由。ロ
5
m
g
w
p令
、
お
も

S
起

b
s
S
F同

)m当
日
夕
忌
∞
∞
ゅ
な
ど
で
、
扱
わ

れ
て
い
る
組
、
〕

h
E虫
色

g
F
も

anpで
も
中
心
的
な
位
霊
を
占

め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
試
・
ブ

i
コ
i
の
権
力
論
へ
と
つ
な
が
る
も
の

で
あ
る
。

(
必
)
開
・
デ
'
マ
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i
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・
丸
子
問
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・
ま
I

訟
の
記
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(
要
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〉
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リ
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テ
ヴ
ア
wow-
込
よ
刷
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付
記

小
論
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
多
く
の
方
が
忍
総
強
く
揺
を
開
き
、

荷
か
と
援
助
し
て
下
さ
っ
た
。
特
に
、
指
導
教
官
の
遅
塚
志
朗
先
生
は
、

常
に
難
励
し
、
貴
重
な
御
教
示
を
下
さ
っ
た
。
ま
た
山
本
秀
行
先
生
は

学
部
卒
業
論
文
作
成
時
に
筆
者
の
問
題
関
心
の
核
を
与
え
て
下
さ
っ

た
。
こ
の
研
究
は
未
だ
お
礼
を
言
え
る
程
の
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い

が
、
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
、
こ
こ
で
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。
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