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幸
田
文
、
前
期
作
品
の
言
語
景
観
・
続工

藤

力

男

続
稿
の
は
じ
め
に

前
稿
「
幸
田
文
、
前
期
作
品
の
言
語
景
観
」（
本
誌
三
十
八
号　

2022

）
執
筆
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
序
説
」
に
簡
単
に
書
い
た

よ
う
に
、
教
室
で
の
「
国
語
学
演
習
」
に
発
し
て
い
る
の
だ
が
、
続
稿

を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
い
ま
少
し
詳
し
い
事
情
を
書
い
て
お
き
た
い
。

そ
の
年
の
講
義
題
目
は
「
幸
田
文
と
中
島
敦
の
言
語
世
界
」
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
期
に
幸
田
文
の
「
こ
ん
な
こ
と
」
を
、
後
期
に

中
島
敦
の
「
李
陵
」
を
読
む
つ
も
り
で
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

新
学
期
の
教
室
で
講
義
題
目
の
趣
旨
を
話
し
た
と
き
、
わ
た
し
は
両
者

の
文
体
を
、「
割
烹
着
と
裃
」
と
譬
喩
し
た
。
教
室
で
の
作
業
や
討
議

で
、
そ
の
対
照
的
な
文
体
を
味
わ
お
う
と
い
う
魂
胆
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

教
室
で
は
、
幸
田
文
の
文
章
に
手
間
取
っ
て
、
中
島
敦
に
は
手
が
回
ら

ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

幸
田
文
の
著
作
活
動
の
う
ち
、
最
初
の
作
品
か
ら
昭
和
廿
七
年
ま
で

を
「
前
期
」
と
し
、
そ
の
時
期
の
作
品
に
見
ら
れ
る
語
彙
の
特
徴
に
着

目
し
て
ま
と
め
て
「
前
稿
」
と
し
た
。
こ
の
続
篇
で
は
、
文
法
と
語
彙

と
表
記
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
言
語
景
観
全
体
の
特
徴
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

本
稿
で
は
、
言
及
項
目
を
絞
る
か
わ
り
に
、
必
要
に
応
じ
て
用
例
を

多
め
に
挙
げ
る
。
そ
の
用
例
に
は
、
適
宜
に
、
項
目
ご
と
に
丸
囲
み
の

通
し
番
号
を
つ
け
、
言
及
箇
所
を
太
字
で
明
示
す
る
。
所
在
箇
所
の
表

示
方
法
は
前
稿
と
同
じ
く
、
括
弧
内
に
、
巻
・
ペ
ー
ジ
・
行
序
を
示
す
。

そ
の
行
序
は
、
作
品
名
・
章
題
・
節
題
な
ど
を
含
ま
な
い
、
純
粋
の
本

文
に
限
る
こ
と
、
前
稿
と
同
じ
で
あ
る
。
底
本
は
岩
波
書
店
版
全
集
第
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二
刷
（2001

～02

）
で
あ
る
。
な
お
、
幸
田
文
本
人
を
さ
す
と
き
は

太
字
で
著
者
と
表
記
す
る
。

文
法
を
め
ぐ
っ
て

活
用
語
の
中
止
法

そ
の
作
品
を
読
み
進
ん
で
た
だ
ち
に
目
に
つ
く
の
は
、
動
詞
「
ゐ

る
」
の
中
止
形
の
多
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
稿
の
出
発
点
に
な
っ
た
、

成
城
大
学
で
の
演
習
の
受
講
者
も
ま
ず
発
し
た
感
想
で
あ
っ
た
。

初
め
に
動
詞
「
ゐ
る
」
の
実
例
を
掲
げ
る
。

①�

戦
争
の
疲
労
と
倦
怠
に
な
げ
や
り
に
な
つ
て
ゐ
た
と
は
云
へ
、

そ
れ
で
も
み
ん
な
そ
れ
〴
〵
の
親
を
子
を
兄
弟
を
砲
弾
の
下
に

送
つ
て
ゐ
、（
一4-5

）

②�

地
上
満
目
の
焦
土
は
、
い
ま
だ
に
宿
し
ゅ
く

火く
わ

を
い
だ
い
て
ゐ
る
か
に
、

ち
ろ
〳
〵
と
火
の
な
い
焔
を
燃
や
し
て
ゐ
、（
一5-4

）

③�

天
上
お
ほ
ぞ
ら
い
つ
ぱ
い
に
は
、
く
る
め
く
太
陽
が
酷
熱
を
以

て
の
し
か
ゝ
つ
て
ゐ
、
人
々
は
黄
色
く
し
な
び
て
頸
を
垂
れ
、

（
一5-5

）

右
は
、
著
者
の
処
女
作
と
さ
れ
る
「
父
（
菅
野
の
記
）」
の
冒
頭
部
、

底
本
第
一
巻
の
見
開
き
の
二
ペ
ー
ジ
に
見
え
る
。
②
と
③
は
、
じ
つ
は

ひ
と
つ
づ
き
の
文
、
即
ち
一
文
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
著
者
自
身
が
「
作
文
」
と
謙
遜
し
た
、
言
わ
ば
処
女
作
ゆ

え
の
不
慣
れ
に
よ
る
と
解
す
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
著

述
活
動
を
重
ね
た
の
ち
に
も
類
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
表

現
効
果
を
狙
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
次
の
④
⑤
な
ど
は
、
そ
の

解
釈
を
許
す
よ
う
に
思
う
。

④�

が
、
私
は
押
へ
ら
れ
ず
躍
り
狂
つ
た
。
父
は
知
つ
て
ゐ
、
あ
は

れ
ん
で
ゐ
、
こ
ら
へ
て
ゐ
、
憂
へ
て
ゐ
た
。（
一159-12

）

⑤�

古
い
友
情
を
め
く
り
か
へ
し
て
見
、
中
絶
え
て
ゐ
た
時
間
を
考

へ
て
み
、
か
り
に
今
ま
た
交
際
を
復
活
す
る
と
考
へ
て
み
、
さ

ら
に
今
後
の
行
き
か
ひ
を
予
想
し
て
み
、
角
度
を
か
へ
て
前
後

左
右
へ
思
慮
を
配
つ
て
み
し
た
。（
四224-14

～225-1

）

④
は
、
婚
家
を
出
て
き
た
著
者
と
父
と
の
葛
藤
を
語
る
「
こ
ん
な
こ

と
」
の
一
節
で
、
父
の
心
中
を
推
察
す
る
叙
述
が
中
止
法
を
重
ね
て
綴

ら
れ
て
い
る
。
⑤
は
、
漢
字
「
見
」
と
仮
名
「
み
」
の
意
図
的
な
使
い

分
け
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
一
拍
の
動
詞
の
連
用
形
中
止
法
を
五
つ
も

重
ね
る
、
徹
底
し
た
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

「
ゐ
る
」
の
連
用
形
中
止
法
は
著
者
の
好
ん
だ
表
現
ら
し
く
、
第
一

巻
に
は
四
十
ほ
ど
の
用
例
が
拾
え
る
。
助
詞
「
て
」
の
下
接
し
た
中
止

法
も
あ
っ
て
、
自
分
を
撮
影
し
た
数
葉
の
写
真
に
つ
い
て
述
べ
た
短
章
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「
れ
ん
ず
」
に
見
え
る
。

⑥�

一
ツ
は
母
に
い
く
ぶ
ん
似
て
ゐ
て
、
ひ
と
は
そ
れ
を
優
と
し
た
。

一
ツ
は
父
に
似
て
ゐ
て
、
父
の
も
つ
孤
独
感
の
や
う
な
も
の
が
、

う
つ
す
ら
現
は
れ
て
ゐ
、
あ
る
種
の
人
は
そ
れ
を
最
上
と
し
た
。

（
一401-14
）

こ
こ
は
、
助
詞
「
て
」
下
接
形
を
並
べ
て
、
対
比
を
強
調
す
る
意
図
を

こ
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
三
つ
め
が
「
て
」
な
し
の
「
ゐ
」
中
止
形

で
あ
る
こ
と
の
意
図
は
究
め
え
て
い
な
い
。

否
定
の
中
止
法
の
「
ゐ
ず
」
も
七
例
を
拾
っ
た
が
、
動
詞
「
を
る
」

に
よ
る
「
を
ら
ず
」
は
遂
に
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

動
詞
「
ゐ
る
」
の
連
用
形
中
止
法
は
、
肯
定
の
「
ゐ
、」
も
、
否
定

の
「
ゐ
ず
、」
も
、
叙
述
を
受
け
止
め
る
に
は
短
す
ぎ
て
不
安
定
の
感

が
ぬ
ぐ
え
ず
、
わ
た
し
は
用
い
る
こ
と
が
な
い
。
国
語
学
演
習
の
受
講

者
の
感
想
も
、「
お
ち
つ
か
な
い
」
で
あ
っ
た
。

か
か
る
感
想
は
他
の
一
拍
動
詞
に
対
し
て
も
い
だ
か
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
例
を
二
つ
。

⑦�

一
語
は
一
語
に
ま
し
て
き
び
し
く
な
つ
て
来
、
し
ど
ろ
に
す
る

返
事
は
更
に
こ
と
〴
〵
く
気
に
入
ら
る
べ
く
も
な
か
つ
た
。

（
一257-14

）

⑧�

罎
か
ら
は
腐
敗
し
た
酒
の
香
が
あ
が
つ
て
来
、
バ
ス
の
最
後
部

は
揺
れ
が
ひ
ど
か
つ
た
。（
一353-3

）

連
用
形
中
止
法
は
、
形
容
詞
型
活
用
の
語
に
も
見
ら
れ
る
。

⑨�

気
も
ち
は
さ
つ
ぱ
り
と
か
た
づ
く
わ
け
に
は
行
か
な
く
、（
一

6-14

）

⑩�

人
の
顔
に
し
て
も
ど
の
顔
も
、
ま
あ
こ
ん
な
に
綺
麗
だ
つ
た
の

か
と
、
し
げ
〳
〵
見
と
れ
て
ゐ
た
く
、（
一45-6

）

⑨
⑩
に
対
す
る
わ
た
し
の
違
和
感
は
、
①
か
ら
⑧
ま
で
の
そ
れ
と
変
わ

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
か
か
る
表
現
に
対
し
た
と
き
、
自
分
が
近
代
の
東

京
弁
に
疎
い
ゆ
え
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
前
稿
の
序
説

に
述
べ
た
（p.152

上
段
）。
そ
こ
で
、
研
究
者
の
所
説
に
耳
を
傾
け
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
。

『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院　

2001

）
の
「
な
い
」
の
項
を

見
る
と
、
連
用
形
に
は
「
な
く
／
な
か
っ
／
な
い
で
」
の
三
形
を
立
て

て
、「
連
用
形
の
「
な
く
」
は
、
動
詞
に
下
接
す
る
場
合
、
中
止
法
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
」（
鈴
木
英
夫
執
筆
）
と
あ
る
。

鈴
木
氏
は
東
京
大
学
の
出
身
で
茨
城
大
学
の
教
壇
に
立
っ
た
、
東
京
と

そ
の
近
辺
の
言
語
に
は
よ
く
通
じ
た
学
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
記
述
に
よ
る
と
、
我
が
直
感
は
大
き
な
過
ち
を
犯
し
て
い
な
い
よ
う

だ
。
そ
れ
が
著
者
の
作
品
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
注
目
し

て
い
い
だ
ろ
う
。
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サ
行
変
格
動
詞

著
者
の
サ
変
動
詞
は
、
そ
の
否
定
形
が
「
し
ず
」
と
な
る
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

①�

本
も
読
ま
ず
話
も
し
ず
、
三
時
間
す
わ
っ
て
い
る
の
は
、
つ
ら

い
お
し
お
き

0

0

0

0

だ
。（
一307-10

）

②�

貧
乏
は
貧
乏
ら
し
く
御
大
層
な
猿
ま
ね
な
ど
を
し
ず
に
、（
二

87-9

）

③�

母
親
と
い
ふ
母
親
を
優
し
さ
一
方
に
し
ず
に
は
お
か
な
い
幼
を
さ
な

顔が
ほ

で
あ
つ
た
。（
四40-1

）

④�

あ
や
し
み
も
し
ず
に
ゐ
た
そ
の
細
長
い
も
の
と
は
、（
四255-

15

）

⑤
は
つ
き
り
云
へ
ば
い
ゝ
の
に
さ
う
も
し
ず
、（
五80-8

）

こ
の
ほ
か
に
も
数
例
拾
っ
て
あ
る
が
、
す
べ
て
「
し
ず
」
で
あ
る
。

国
語
辞
典
に
よ
る
と
、
サ
変
動
詞
「
し
る
」
は
中
世
以
来
の
文
献
に

見
え
る
が
、
否
定
形
「
し
ず
」
の
形
は
ご
く
稀
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の

形
で
記
憶
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

右
の
ほ
か
に
、
辞
書
や
文
典
に
記
さ
れ
る
顕
著
な
事
実
に
、
一
字
漢

語
が
サ
変
動
詞
の
語
幹
に
な
っ
て
語
末
音
が
促
音
「
ッ
」
に
変
化
す
る

と
、
サ
変
な
ら
ぬ
上
一
段
活
用
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。「
決
す
る
」「
接

す
る
」「
喫
す
る
」
の
た
ぐ
い
で
あ
る
。
著
者
の
用
語
に
も
そ
れ
が
散

見
さ
れ
る
。

⑥�

泣
き
た
い
の
は
主
人
の
は
う
だ
ら
う
と
察
し
れ
ば
、（
二328-7

）

⑦
や
つ
と
今
に
な
つ
て
察
し
ら
れ
る
。（
三284-10

）

⑧
お
し
は
か
つ
て
、
察
し
る
だ
け
で
も
、（
六46-2

）

わ
た
し
の
目
に
つ
い
た
の
は
「
察
し
る
」
だ
け
で
、「
察
す
る
」
に
会

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

格
助
詞
の
周
辺

初
め
に
わ
た
し
の
関
心
を
引
い
た
助
詞
「
へ
」
の
用
例
を
並
べ
る
。

①�

学
校
へ
、
お
つ
か
ひ
へ
、
往
復
す
る
私
も
彼
等
の
口
を
の
が
れ

る
も
の
で
な
く
、
卑
猥
な
こ
と
ば
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。（
一

216-4

）

②�

（
音
楽
家
の
叔
母
が
貰
っ
て
来
た
大
き
な
バ
ラ
の
花
束
が
）
二

ツ
に
分
け
て
一
ツ
は
ピ
ア
ノ
の
上
へ
、
一
ツ
は
茶
の
間
に
置
か

れ
た
。（
二33-10

）

③�

折
畳
ま
れ
た
狭
い
山
襞
へ
辛
う
じ
て
僅
か
の
耕
地
が
あ
る
だ
け

な
の
で
、（
三275-5

）

④�
蟬
の
羽
の
や
う
な
薄
も
の
を
み
す
ぼ
ら
し
く
濡
ら
し
て
、
つ
め

た
い
高
原
の
秋
雨
へ
別
れ
た
。（
四296-3

）

⑤
私
は
本
が
い
つ
ぱ
い
あ
る
う
ち
へ
生
れ
ま
し
た
。（
五367-1

）
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第
五
巻
ま
で
の
各
巻
か
ら
一
例
ず
つ
挙
げ
た
。「
へ
」
の
用
法
云
々
と

言
っ
た
ら
、
何
を
今
さ
ら
、
と
思
う
人
が
多
い
に
違
い
な
い
。
日
本
語

の
母
語
話
者
に
は
自
明
な
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
右
の
五
つ
の

用
例
は
自
然
な
日
本
語
と
受
け
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。

中
世
末
の
日
本
語
に
は
、
東
国
・
京
都
・
西
国
で
、
方
向
を
示
す
助

詞
の
異
な
る
旨
を
記
し
た
文
献
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

内
の
「
さ
」
は
、
江
戸
よ
り
も
東
の
地
域
が
中
心
で
あ
っ
た
ら
し
い
の

で
、
こ
こ
で
は
「
へ
」
と
「
に
」
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
こ
と
に
大
げ
さ
な
こ
と
だ
が
、
著
者
の
活
躍
し
た
時
期
に
近
い
刊

行
物
、
国
立
国
語
研
究
所
報
告
３
『
現
代
語
の
助
詞
・
助
動
詞
―
―
用

法
と
実
例
―
―
』（
秀
英
出
版　

1951　

以
下
、『
報
告
３
』
と
略
記
）

か
ら
、「
へ
（
格
助
詞
）」
の
項
を
引
く
。
そ
れ
は
三
分
し
て
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。
原
著
の
丸
囲
み
数
字
を
括
弧
書
き
に
替
え
て
引
く
。

⑴
動
作
・
作
用
の
向
け
ら
れ
る
方
向
・
方
角
。（
目
標
。）

⑵
動
作
・
作
用
の
向
け
ら
れ
る
相
手
・
対
象
。

⑶
動
作
・
作
用
の
帰
着
点
。

著
者
の
用
例
①
に
つ
い
て
考
え
る
と
、「
学
校
」
は
⑶
の
動
作
・
作

用
の
帰
着
点
に
あ
た
る
が
、「
お
つ
か
ひ
」
は
行
為
の
目
的
な
の
で
、

こ
こ
に
助
詞
「
へ
」
を
用
い
て
い
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

続
く
②
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
念
の
た
め
に
、『
報
告
３
』
の
⑶

に
添
え
ら
れ
た
括
弧
書
き
を
見
よ
う
。
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
に
」
に
比
べ
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
帰
着
点
に
到
着
す
る
ま

で
の
経
過
を
よ
り
強
く
示
す
。

こ
の
場
面
で
、
ピ
ア
ノ
の
あ
る
部
屋
と
茶
の
間
の
位
置
関
係
が
不
明
な

の
で
、
こ
こ
に
格
助
詞
が
使
い
分
け
ら
れ
た
の
は
理
解
で
き
な
い
。
③

の
「
山
襞
へ
…
…
耕
地
が
あ
る
」
と
い
う
助
詞
の
使
用
は
、
わ
た
し
の

理
解
を
超
え
て
い
る
。

④
・
⑤
の
た
ぐ
い
の
表
現
が
、
自
分
の
知
ら
ぬ
う
ち
に
広
が
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
小お

内な
い

一は
じ
め

編
『
て
に
を
は
辞
典
』（
三

省
堂　

2001

）
を
見
た
が
、
動
詞
「
別
れ
る
」「
生
ま
れ
る
」
に
関
わ

る
多
く
の
用
例
の
中
に
、
格
助
詞
「
へ
」
を
用
い
た
も
の
は
な
か
っ
た
。

や
は
り
著
者
独
自
の
表
現
な
の
だ
ろ
う
。

著
者
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、「
に
」
と
あ
る
べ
き
箇
所
に
「
へ
」
を

用
い
る
傾
向
が
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
り
、
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
目
に

つ
い
た
実
例
の
ご
く
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。

助
詞
「
も
」
を
め
ぐ
っ
て

現
代
日
本
語
の
助
詞
の
中
で
も
、「
も
」
と
「
は
」
は
扱
い
の
難
し

い
助
詞
で
あ
る
。
そ
の
分
属
か
ら
し
て
、
係
助
詞
と
副
助
詞
と
に
別
れ

る
が
、
近
年
は
「
と
り
た
て
助
詞
」
の
名
称
の
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
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本
稿
の
目
的
は
分
属
云
々
で
は
な
い
。
そ
の
文
法
的
な
意
味
、
他
の
語

と
の
承
接
の
し
か
た
な
ど
、
こ
の
著
者
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
数
例
を
、

読
者
の
考
察
に
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

①�

そ
の
ど
れ
も
多
少
は
触
れ
て
ゐ
る
と
思
へ
る
が
、
そ
の
ど
れ
も

は
私
を
う
な
づ
か
せ
満
足
さ
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。（
一

121-4

）

②�

そ
こ
い
ら
に
あ
る
も
の
何
で
も
は
、
み
な
種
に
な
る
可
能
性
を

も
つ
て
ゐ
、（
二130-12
）

③�

い
つ
ま
で
も
若
く
あ
り
た
い
の
は
、
誰
で
も
の
望
み
で
あ
る
。

と
い
ふ
の
は
、
い
つ
ま
で
若
く
は
な
り
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
で

も
あ
る
。（
三178-1

）

④�

二
度
目
の
休
み
時
間
に
、
誰
も
に
さ
り
げ
な
く
逃
げ
ら
れ
て
ゐ

る
碧
郎
（
七36-2

）

本
稿
の
考
察
範
囲
の
外
に
な
る
が
、
第
廿
一
巻
に
次
の
用
例
も
あ
る
。

⑤
幾
重
も
に
重
な
る
山
襞
（359-8

）

偶
然
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
右
の
挙
例
は
、「
ど
れ
も
」「
何
で

も
」「
誰
で
も
」「
誰
も
」「
幾
重
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
と
も
に
「
不

定
詞
＋
も
」
の
句
に
、
さ
ら
に
助
詞
が
接
し
た
形
で
あ
る
。

文
典
の
記
述
は
ご
く
典
型
的
な
用
例
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
の
で
、
右

に
示
し
た
例
な
ど
は
、
そ
の
つ
ど
首
を
ひ
ね
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

準
体
助
詞
「
の
」

初
め
に
い
く
つ
か
の
用
例
を
示
し
て
読
者
の
反
応
を
眺
め
て
い
た
い
。

①�

さ
う
い
ふ
箱
を
つ
か
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
な
に
か
幸
田
家
の
前

身
が
茶
坊
主
で
あ
つ
た
の
に
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
る
。（
一326-6

）

②�

幕
あ
き
の
夜
明
け
の
照
明
が
今
ま
で
の
舞
台
よ
り
大
進
歩
を
し

て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
よ
く
見
て
来
い
と
云
は
れ
た
の
の
は
う
が

深
く
の
こ
つ
て
ゐ
る
。（
三158-7

）

③�

お
経
の
あ
ひ
だ
ぢ
ゆ
う
私
は
な
ん
に
も
思
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
の

に
気
が
つ
く
。（
三287-11

）

④�

材
料
揃
へ
に
か
う
時
間
を
食
ふ
の
の
じ
れ
つ
た
さ
、
い
ら
〳
〵

す
る
。（
三395-15

）

⑤�

い
ま
さ
ら
兄
息
子
の
家
へ
は
ひ
つ
て
も
お
ち
つ
き
は
な
い
の
が

わ
か
つ
て
ゐ
た
。（
六382-15

）

同
一
形
式
の
記
述
な
の
に
、
同
一
表
現
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。

⑥�

な
ぜ
人
に
敬
遠
さ
れ
る
か
、
な
ぜ
人
を
気
に
入
ら
な
い
か
、
そ

れ
か
ら
こ
の
何
人
か
の
友
だ
ち
の
ど
こ
が
気
に
入
る
の
か
と
考

へ
る
の
だ
が
、（
四304-4

）

先
行
す
る
二
回
の
「
な
ぜ
…
…
か
」
に
は
「
の
」
が
な
く
、
最
後
の

「
ど
こ
…
…
の
か
」
に
だ
け
「
の
」
が
あ
る
。

著
者
の
用
例
を
も
う
一
つ
掲
げ
る
。
昭
和
廿
九
年
十
月
発
行
の
雑
誌
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『
厚
生
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
「
シ
ン
デ
レ
ラ
」
を
観

て
の
感
想
で
あ
る
。
も
し
外
国
人
か
ら
日
本
の
掃
除
に
つ
い
て
尋
ね
ら

れ
た
ら
、
と
考
え
る
く
だ
り
で
あ
る
。

⑦�
た
ぶ
ん
多
く
の
主
婦
は
、
さ
て
日
本
の
掃
除
は
と
改
ま
つ
て
訊

か
れ
て
、
い
ゝ
返
辞
が
で
き
な
い
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

（
四299-7
）

い
ず
れ
も
、
先
行
す
る
叙
述
を
受
け
て
そ
れ
を
体
言
化
す
る
、
ゆ
え

に
準
体
助
詞
と
呼
ば
れ
る
「
の
」
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
機
能
を

有
す
る
語
は
、
ほ
か
に
名
詞
「
こ
と
」
も
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
「
こ

と
」
を
用
い
な
い
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
生
ま
れ
る
。

⑧�

か
う
い
ふ
土
地
へ
来
て
芸
者
で
な
い
し
ろ
と

0

0

0

臭
い
女
で
も
平
気

で
ゐ
る
の
か
ら
が
、
芸
妓
へ
の
侮
蔑
で
あ
る
が
、（
五95-8

）

全
集
第
七
巻
ま
で
で
わ
た
し
が
マ
ー
ク
し
た
用
例
数
は
、
こ
こ
に
挙

げ
た
数
の
五
倍
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
何
も
著
者
の
文
章
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
現
代
日
本
語
で
は
よ
く
目
に
す
る
景
観
で
あ
る
。
こ

こ
に
論
じ
た
「
の
」
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、「
悩
ま
し
き
〈
の
〉
―
―

言
語
時
評
・
十
九
―
―
」（『
成
城
文
藝
』
二
百
五
号　

2008.9

）
に
書
き
、

拙
著
『
か
な
し
き
日
本
語
』（
笠
間
書
院　

2009

）
に
再
録
し
た
。

不
定
語
に
よ
る
表
現

品
詞
分
類
で
は
、
代
名
詞
・
数
詞
・
副
詞
に
属
す
る
、
不
定
の
意
の

語
に
よ
る
表
現
を
観
察
す
る
。

不
定
語
は
、
助
詞
「
も
」
と
共
に
用
い
ら
れ
る
と
、
単
独
で
用
い
た

と
き
と
意
味
が
異
な
る
の
だ
が
、
こ
の
両
者
を
区
別
せ
ず
に
用
い
る
習

慣
が
古
く
か
ら
あ
る
。
そ
の
こ
と
な
ど
に
も
触
れ
て
、
わ
た
し
は
「
概

数
表
現
く
さ
ぐ
さ
―
―
辞
苑
閑
話
・
六
―
―
」
を
書
き
（『
成
城
文
藝
』
二

百
廿
八
号　

2014

）、
の
ち
『
葭
の
髄
か
ら
の
ぞ
く
日
本
語
』（2020　

和

泉
書
院
）
に
再
録
し
た
。
そ
こ
に
用
例
を
挙
げ
た
近
代
作
家
の
三
人
は
、

著
者
、
向
田
邦
子
、
松
本
清
張
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
ぐ
い
は
使
用
の
機
会
が
多
く
、
わ
た
し
が
拾
っ
た
用
例
数
も

七
十
に
近
い
。
余
り
の
多
さ
に
辟
易
し
た
の
で
、
拾
い
も
ら
し
も
多
い

だ
ろ
う
。
わ
た
し
が
こ
れ
に
注
目
し
た
の
は
、
使
用
例
の
半
ば
近
く
を

誤
用
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
含
め
て
一
部
を
例
示
す
る
。

①�

辛
抱
強
く
日
課
の
や
う
に
何
十
軒
の
借
家
や
売
家
を
見
て
ま
は

つ
た
が
、（
一8-2

）

②�

何
十
年
も
前
に
し
た
で
あ
ら
う
習
練
は
、
さ
す
が
で
あ
つ
た
。

（
一116-14

）

③�

幾
十
年
筆
一
本
の
生
活
を
し
て
き
て
、
か
つ
て
机
の
前
に
不
覚

は
な
か
つ
た
も
の
を
、（
二238-5

）

④�
そ
ん
な
の
が
幾
重
ね
も
一
ㇳ
隅
に
ま
と
め
て
あ
る
と
、（
三
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439-3

）

⑤�
対
手
も
い
つ
ま
で
弱
く
は
な
つ
て
ゐ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
意
地
を

持
た
さ
れ
る
。（
五271-6

）

⑥�

桜
の
幹
も
い
く
ぶ
ん
て
り
0

0

を
持
ち
は
じ
め
た
か
な
と
い
ふ
気
候

で
あ
る
。（
五285-5

）

⑦�

こ
の
何
日
間
、
自
分
は
犬
と
同
じ
に
な
っ
て
い
た
と
会
得
し
た
。

（
六399-8

）

私
見
で
は
、
助
詞
「
も
」
の
下
接
し
た
②
と
④
以
外
は
誤
用
で
あ
る
。

原
因
と
理
由
の
接
続
助
詞

接
続
助
詞
の
う
ち
、
著
者
が
「
の
で
」
と
「
か
ら
」
を
い
か
に
使
い

わ
け
て
い
る
か
を
見
よ
う
。

①�

借
金
取
り
と
云
は
れ
て
は
い
さ
ゝ
か
気
持
が
よ
く
な
い
か
ら
、

こ
れ
ら
の
話
は
一
ツ
だ
け
し
か
残
つ
て
ゐ
な
い
。（
一131-7
）

②�

は
ゝ
も
「
う
ま
い
見
立
だ
、
ハ
イ
カ
ラ
だ
」
と
褒
め
た
か
ら
、

ま
す
〳
〵
楽
し
か
つ
た
。（
二149-2

）

③�

八
畳
か
ら
は
口
授
の
声
が
断
続
し
て
聞
え
て
ゐ
た
。
低
い
か
ら

心
を
と
め
て
聴
い
て
ゐ
れ
ば
何
を
云
つ
て
る
の
か
も
わ
か
る
が
、

（
三385-14

）

④�

染
香
は
け
ふ
お
座
敷
が
か
ゝ
ら
な
い
か
ら
あ
ち
こ
ち
の
お
茶
屋

の
女
中
衆
へ
、
も
し
ふ
り

0

0

の
口
が
あ
つ
た
ら
と
ぢ
か
に
頼
み
こ

ん
で
ゐ
た
の
で
、
稼
ぎ
口
を
待
つ
て
ゐ
る
。（
五100-11

～12

）

⑤�

（
屠
場
見
学
の
感
想
）
屠0

の
興
奮
は
か
け
ら
ば
か
り
も
な
い
か

ら
不
思
議
だ
つ
た
。（
六27-11

）

⑥�

河
に
沿
つ
た
土
地
だ
か
ら
、
春
秋
二
季
に
は
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
が

あ
つ
て
、（
七148-6

）

改
め
て
言
う
に
も
及
ば
な
い
こ
と
だ
が
、
上
引
『
報
告
３
』
に
い
う

よ
う
に
、「
の
で
」
は
「
表
現
者
の
措
定
に
よ
ら
な
く
て
も
明
ら
か
な

事
実
で
あ
る
よ
う
な
事
態
」
を
、「
か
ら
」
は
「
表
現
者
が
、
前
件
を

後
件
の
原
因
・
理
由
と
し
て
措
定
し
て
結
び
つ
け
る
言
い
方
」
で
あ
る
。

著
者
は
「
の
で
」
を
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、「
か
ら
」
専

用
に
近
い
。
こ
れ
は
わ
た
し
に
と
っ
て
一
つ
の
謎
で
あ
る
。
一
文
中
に

こ
の
両
語
が
見
え
る
④
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
松
村
明
『
日
本
語
の

展
開
』（
中
央
公
論
社
「
日
本
語
の
世
界
２
」1986

）
に
、
夏
目
漱
石

の
作
品
も
同
じ
よ
う
な
状
況
だ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
時

と
所
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

語
彙
を
め
ぐ
っ
て

造
語
・
一
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著
者
の
造
語
癖
が
父
親
譲
り
で
あ
ろ
う
と
は
、
前
稿
に
も
書
い
た

（p.155　

上
段
）。
こ
こ
で
は
そ
の
実
例
の
若
干
を
挙
げ
て
お
く
。
こ

れ
は
、
幸
田
文
作
品
言
語
景
観
の
典
型
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
説
明
も

文
脈
も
要
し
な
い
も
の
は
、
簡
潔
に
処
理
す
る
。
そ
の
傾
向
は
、
著
者

が
著
述
を
始
め
た
時
期
の
作
品
を
収
め
る
第
一
巻
に
著
し
い
の
で
、
以

下
の
十
例
に
は
巻
の
表
示
も
省
く
。

①�

い
ら
〳
〵
し
さ
（6-14

）

②
慰
め
よ
う
心
（15-7
）

③
早
く
よ
く
な
つ
て
も
ら
ひ
た
さ
（28-12

）

④
蛙
の
し
や
つ
面
水
か
け
た
的
（76-11

）

⑤
教
へ
て
や
ら
う
心
（124-15

）

⑥
師
走
を
忘
れ
顔
（334-5

）

⑦
も
や
し
み
つ
ば
育
ち
（351-6

）

⑧
寸
厘
た
り
と
（352-9

）

⑨
追
憶
書
き
屋
（381-3

）

⑩
ゴ
マ
カ
シ
ュ
ー
ム
（381-5

）

③
乃
至
⑥
の
よ
う
に
、
句
や
文
相
当
の
語
連
続
を
〈
臨
時
一
語
〉
に
し

た
て
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
造
語
の
思
想
を
一
語
で
表
現
す
る
と
、「
簡
潔
化
」
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
右
の
⑥
を
普
通
に
表
現
し
た
ら
、「
師
走
を
忘
れ

た
よ
う
な
顔
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。
四
拍
の
増
加
に
過
ぎ
な
い
が
、
い

か
に
も
間
延
び
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
気
に
一
語
に
縮
約
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

以
下
、
第
二
巻
以
降
に
つ
い
て
続
け
る
。

⑪�

人
斬
り
村
正
的
な
こ
と
ば
（
二36-12

）

⑫
早
く
し
あ
げ
て
し
ま
ひ
た
さ
（
三96-4

）

⑬�

ゆ
ず
子
へ
の
気
に
入
ら
な
さ
（
三107-3

）

⑭
お
も
へ
ば
長
い
著
た
さ

0

0

0

に
呆
れ
も
す
る
が
、（
四171-13

）

⑮
一
応
は
知
つ
て
る
つ
も
り
の
何
も
し
ら
な
さ
（
四237-2

）

⑯�

一
日
怠
る
と
あ
ら
0

0

捜
し
を
さ
れ
る
割
に
合
は
な
さ
（
七330-

15

）

⑰�

パ
ン
屋
の
事
務
所
は
大
陽
気
で
、
い
ま
や
誰
も
み
ん
な
総
う
か

れ
だ
つ
た
。（
六328-1

）

右
の
よ
う
に
、
著
者
は
、
先
行
す
る
語
句
を
ま
と
め
て
「
～
さ
」
に

収
め
る
表
現
を
好
む
こ
と
著
し
い
。

造
語
・
二

著
者
の
造
語
法
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
語
構
成
論
に
言
う
「
逆
成

法
」
で
あ
る
。

そ
の
一
例
が
動
詞
「
絞
れ
る
」
で
、
聾
唖
の
少
女
を
叙
し
た
く
だ
り
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に
見
え
る
。

①�
か
ら
だ
の
外
へ
絞
れ
出
る
声
と
い
へ
ば
、
ウ
ウ
と
云
ふ
だ
け
。

（
二352-10

）

出
水
の
あ
と
の
描
写
に
も
見
え
る
。

②�

地ぢ

水み
づ

と
い
ふ
も
の
は
へ
た
に
掻
い
出
し
た
り
し
よ
う
も
の
な
ら
、

か
へ
つ
て
余
計
に
絞し
ぼ

れ
て
溜
る
も
の
な
の
だ
。（
二
文
省
略
）

少
し
づ
ゝ
絶
え
ず
さ
し
て
来
る
絞
れ
水
を
か
ゝ
へ
て
ゐ
る
気
で
、

（
四34-2

～5

）

第
七
巻
で
は
、
道
に
つ
い
て
の
叙
述
に
そ
れ
が
見
え
る
。

③�

こ
ち
ら
側
の
方
々
の
道
か
ら
絞
れ
て
来
る
か
な
り
の
人
数
を
渡

し
て
込
ん
で
ゐ
る
。（
七6-8

）

④�

町
へ
と
集
ま
つ
て
来
る
道
だ
か
ら
、
橋
の
手
前
で
一
ツ
に
絞
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
絞
れ
た
処
に
交
番
が
あ
つ
た
。（
七

121-9

）

な
お
、
わ
た
し
の
手
元
の
ど
の
辞
書
に
も
、「
絞
れ
る
」「
絞
れ
水
」
は

載
っ
て
い
な
い
。

全
集
に
は
「
引
っ
張
る
」
の
用
例
が
い
く
つ
か
見
え
る
。
初
め
に

「
お
久
伯
母
」
を
叙
す
る
く
だ
り
。

⑤�

痩
せ
た
骨
の
上
に
皮
が
ゆ
と
り
な
く
引
つ
張
れ
て
て
か
〳
〵
し
、

（
二8-3

）

下
一
段
活
用
ら
し
い
の
で
、「
引
っ
張
る
」
に
対
応
す
る
受
動
詞
と
し

て
の
造
語
で
あ
ろ
う
。

⑥�

腫
れ
た
部
分
の
皮
膚
が
ひ
つ
ぱ
れ
て
、
焼
け
ど
の
や
う
に
て
ら

〳
〵
し
て
ゐ
た
。（
三87-10

）

こ
れ
は
継
母
の
リ
ヨ
ー
マ
チ
の
症
状
の
記
述
で
、
小
説
「
流
れ
る
」
に

も
左
記
の
用
例
が
あ
る
。

⑦�

芋
蔓
式
に
ひ
つ
ぱ
れ
て
き
た
煩
は
し
さ
（
五243-5

）

か
か
る
造
語
は
や
は
り
不
安
定
ら
し
い
。
牛
乳
屋
が
拾
っ
た
野
犬
を

め
ぐ
る
次
の
文
章
が
あ
る
。

⑧�

鎖
が
ぴ
ん
と
張
れ
て
、
引
き
ず
ら
れ
引
き
ず
ら
れ
げ
ん
は
そ
れ

を
伸
ば
し
た
。
引
つ
張
ら
れ
て
立
ち
寄
れ
ず
に
（
六399-3

）

こ
こ
に
、
新
造
の
受
動
詞
と
、
他
動
詞
に
よ
る
本
来
の
受
動
詞
、
二
つ

の
表
現
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
歯
切
れ
の
よ
い
文
体
を
生
む

要
件
の
一
つ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
の
「
押
し
売
る
」「
結
ば
る
」
の
用
例
も
そ
の
線
で
解
釈
で
き
る
。

⑨�

あ
ち
ら
は
押
売
ら
う
と
し
、
こ
ち
ら
は
押
売
ら
れ
ま
い
と
す
る

（
三
十
五
字
省
略
）。
こ
と
に
押
売
れ
ず
に
帰
る
者
は
時
間
的
に

損
失
を
し
た
わ
け
だ
か
ら
、（
四338-14

～15

）

⑩�
滝
沢
さ
ん
の
孤
愁
に
は
衝
た
れ
は
し
た
け
れ
ど
結
ば
ら
ず
、

（
三65-10
）
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⑪�

二
人
の
心
が
何
か
の
色
彩
を
帯
び
て
結
ば
つ
た
と
云
ふ
甘あ
ま

い
こ

と
で
は
決
し
て
な
い
（
四229-5

）

新
造
語
に
対
す
る
言
語
史
上
の
評
価
は
、
第
一
に
〈
俗
語
〉
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
著
者
の
文
体
・
表
現
の
〈
歯
切
れ
の
良
さ
〉〈
簡
潔

さ
〉
は
、
か
な
り
多
く
の
面
で
俗
語
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
、

と
わ
た
し
は
考
え
る
。

類
義
語

ま
ず
発
語
行
為
の
動
詞
に
絞
っ
て
、
著
者
の
作
品
の
言
語
景
観
を
描

き
た
い
。

昼
近
く
四
人
の
来
客
が
あ
っ
て
、
昼
食
を
ど
う
す
る
か
著
者
が
思
案

す
る
く
だ
り
で
あ
る
。

①�

あ
ま
り
盛
ん
に
切
り
目
も
な
く
し
や
べ
つ
て
ゐ
る
し
、（
四

251-5

）

修
飾
語
「
き
り
め
な
く
」
か
ら
、
来
客
の
活
発
な
談
話
の
様
子
が
推
察

で
き
、
こ
れ
こ
そ
「
し
ゃ
べ
る
」
と
し
か
表
現
で
き
な
い
行
為
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。

次
は
結
婚
に
つ
い
て
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
で
、
離
婚
経
験
を
持
つ
著
者

が
娘
に
勇
気
を
与
え
る
話
が
し
て
や
れ
な
い
と
し
て
い
う
部
分
で
あ
る
。

②�

そ
れ
は
聴
く
は
う
も
し
や
べ
る
は
う
も
い
や
な
こ
と
で
あ
る
。

（
四239-8

）

次
は
借
金
の
無
心
を
拒
絶
す
る
心
得
に
つ
い
て
書
い
た
箇
所
で
あ
る
。

③�

こ
ち
ら
は
説
教
を
し
て
ゐ
る
つ
も
り
で
も
、
し
や
べ
つ
て
ゐ
る

あ
ひ
だ
に
腹
を
読
ま
れ
て
し
ま
ふ
。（
四337-4

）

引
用
は
省
く
が
、
全
集
第
六
巻
に
、
初
め
て
放
送
に
出
た
時
の
経
験
を

書
い
た
短
い
文
章
「
放
送
雑
談
」
が
あ
る
。
ス
タ
ジ
オ
録
音
ら
し
い
自

身
の
発
話
行
為
が
、
五
回
と
も
「
し
ゃ
べ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
公

共
放
送
に
お
い
て
、
準
備
し
て
発
す
る
談
話
は
「
し
ゃ
べ
る
」
と
表
現

す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、
②
以
下
、
著
者
の
「
し
ゃ
べ
る
」
の
用
法
は
、
わ
た
し

の
用
法
と
も
、
国
語
辞
書
の
記
述
と
も
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
感
想
は
他
の
動
詞
か
ら
も
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

様
態
を
表
わ
す
接
辞
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
の
中
で
、「
っ
ぽ
い
」

は
、
い
ま
大
氾
濫
と
言
え
る
使
用
状
況
に
あ
る
語
で
あ
る
、
著
者
の
用

語
に
も
こ
れ
が
多
く
見
ら
れ
る
。

昭
和
廿
九
年
発
表
の
小
説
「
黒
い
裾
」、
千
代
が
母
親
の
名
代
で
伯

父
の
葬
式
に
参
じ
、
読
経
の
始
ま
っ
た
時
の
く
だ
り
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。

④�
お
そ
ら
く
い
ち
ば
ん
感
じ
つ
ぽ
い
は
ず
な
の
に
、
千
代
は
眼
を

濡
ら
さ
ず
に
伏
せ
て
ゐ
た
。（
三408-15

）
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若
い
女
性
ら
し
い
繊
細
な
感
性
を
と
ら
え
た
表
現
だ
と
思
う
。
そ
れ
な

ら
、「
感
じ
や
す
い
」
と
で
も
表
現
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
っ
ぽ
い
」
は
、
語
頭
が
促
音
で
実
現
す
る
と
い
う
、
日
本
語
と
し

て
は
全
く
特
異
な
形
態
の
接
辞
で
あ
る
。
そ
の
形
態
の
実
現
形
を
探
す

と
、
白
・
青
・
黒
な
ど
の
色
彩
語
を
語
基
と
す
る
も
の
以
外
は
、「
飽

き
、
お
こ
り
、
き
ざ
、
ぐ
ち
、
湿
め
、
埃
り
、
惚
れ
、
水
、
安
、
理
屈
、

忘
れ
」
な
ど
、
何
ほ
ど
か
負
の
価
値
を
も
つ
語
が
多
い
。
中
立
的
、
ま

た
は
正
の
価
値
を
負
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
。「
こ

ど
も
ら
し
い
」
と
「
こ
ど
も
っ
ぽ
い
」
で
は
、
評
価
が
正
反
対
で
あ
る
。

著
者
の
用
例
に
は
、「
疑
ひ
、
お
こ
り
、
軽
、
感
じ
、
愚
痴
、
恋
、

腹
立
ち
、
紫
」
な
ど
の
「
っ
ぽ
い
」
が
見
え
る
。
少
数
の
「
大
人
つ
く

さ
い
」
に
対
し
て
、
多
数
の
「
お
と
な
つ
ぽ
い
」
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
こ
の
多
さ
は
尋
常
で
は
な
い
。

音
象
徴
語

い
わ
ゆ
る
擬
声
語
・
擬
態
語
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
著
者
が
こ
の

た
ぐ
い
の
語
を
好
ん
で
用
い
た
こ
と
、
特
異
な
形
態
の
語
の
多
い
こ
と

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
前
稿
に
、
水す
い

藤と
う

新し
ん

子こ

氏
の
論
文
か
ら
借
り
て

書
い
た
よ
う
に
、
初
期
作
品
に
用
い
ら
れ
た
そ
の
異
な
り
語
数
は
七
百

三
十
五
だ
と
い
う
。
調
査
範
囲
を
、
わ
た
し
の
言
う
「
前
期
」
に
広
げ

た
ら
、
そ
れ
は
一
千
に
近
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
語
性
は
初
期
と
大

き
く
異
な
り
は
す
ま
い
。
水
藤
氏
に
は
、
そ
の
論
稿
の
続
篇
が
多
く
あ

る
の
で
、
屋
上
に
屋
を
架
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
全
集
第
七
巻
に
絞
っ
て
、

「
そ
ぼ
」
と
類
音
「
し
ょ
ぼ
」
を
語
基
と
す
る
語
類
を
拾
っ
て
示
す
に

と
ど
め
る
。

①�

碧
郎
は
促
さ
れ
て
そ
ぼ
そ
ぼ
つ
と
中
へ
は
ひ
つ
て
し
ま
つ
た
。

（39-12

）

②�

得
々
と
し
て
ゐ
た
気
も
ち
は
し
よ
ぼ
ん
と
縮
ま
つ
た
。（214-2

）

③�

（
碧
郎
の
臨
終
が
告
げ
ら
れ
て
）
こ
ん
な
、
そ
ぼ
ん
と
し
た
、

こ
れ
が
臨
終
だ
ら
う
か
。（264-9

）

④�

私
は
私
の
食
卓
を
持
つ
て
ゐ
る
わ
け
だ
が
、
わ
れ
な
が
ら
そ
ぼ
0

0

ん0

と
し
た
も
の
で
あ
る
。（289-12

）

⑤�

ど
ん
な
に
酔
つ
て
ゐ
て
も
そ
の
門
を
見
る
と
、
そ
ぼ
ん
と
し
て

彼
は
正
気
づ
く
。（371-14

）

⑥�

鉢
の
な
か
も
皿
の
上
も
散
ら
け
て
あ
る
な
か
に
、
ひ
と
り
そ
ぼ
0

0

ん0

と
す
わ
つ
て
手
盛
り
飯
を
黙
々
と
掻
き
こ
む
の
は
、（392-10

）

著
者
の
文
章
の
魅
力
に
つ
い
て
、
水
藤
氏
は
、
前
引
論
文
の
冒
頭
で
、

そ
の
文
章
の
一
部
を
引
き
、
造
語
的
語
句
、
既
成
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
変

形
さ
せ
た
語
、
破
格
の
文
の
併
用
は
、「
悪
文
」
の
は
ず
な
の
に
、
そ

う
は
感
じ
さ
せ
な
い
、
と
評
し
て
い
る
。
全
く
同
感
で
あ
る
。
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表
記
を
め
ぐ
っ
て

著
者
の
表
記
の
特
徴
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
歴
史
的
仮

名
遣
い
、
平
仮
名
の
多
用
、
傍
点
の
多
用
、
こ
の
三
つ
だ
と
言
え
る
。

四
十
歳
を
過
ぎ
で
か
ら
文
筆
生
活
に
入
っ
た
著
者
に
は
、
特
に
若
い
読

者
を
想
定
し
た
文
章
以
外
は
、
使
い
慣
れ
た
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
自
然

に
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
三
つ
の
う
ち
、
傍
点
を
打
つ
の
は
誤
読

の
回
避
や
読
み
や
す
さ
へ
の
配
慮
に
よ
る
方
策
な
の
で
、
平
仮
名
の
多

用
と
一
体
だ
と
言
え
る
。
著
者
は
ま
た
、
下
町
の
日
常
生
活
に
題
材
を

得
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
は
漢
字
よ
り
も
仮
名
と
の
親
和
性
が
高
い
の

で
、
仮
名
表
記
が
多
い
の
も
道
理
で
あ
る
。
か
か
る
文
章
に
つ
い
て
、

表
記
の
点
で
指
摘
で
き
る
特
徴
を
い
く
つ
か
記
し
て
お
く
。

捨
て
仮
名

著
者
は
数
詞
の
表
記
に
は
仮
名
を
用
い
な
い
。
そ
し
て
、
助
数
詞
が

つ
く
と
き
は
「
二
ツ
栗
の
一
ツ
に
」（
一159-10

）
の
よ
う
に
、
漢
字

に
片
仮
名
の
助
数
詞
を
添
え
た
。
助
数
詞
な
し
に
じ
か
に
複
合
す
る
と

き
は
、「
一
ㇳ
刷
毛
、
二
タ
刷
毛
」（
一142-9

）
の
よ
う
に
、
和
数
詞

の
語
基
の
後
半
を
捨
て
仮
名
に
し
て
、
片
仮
名
を
小
書
き
す
る
。
第
一

巻
か
ら
例
示
す
る
と
、「
一
ㇳ
睡
り
」（85-6

）、「
一
ㇳ
口
」（90-9

）、

「
一
ㇳ
畠
」（173-9

）
の
如
く
で
あ
る
。
廿
数
個
の
用
例
中
に
、
例
外

か
と
見
え
る
の
は
、「
一
碗
の
茶
」（217-10

）
だ
け
で
あ
る
が
、「
イ

チ
ワ
ン
」
と
読
む
な
ら
、
話
は
別
で
あ
る
。

他
の
巻
に
は
、
そ
の
原
則
を
逸
脱
し
て
い
る
か
に
見
え
る
「
一
ッ

時
」（
二41-9

）
と
「
一
ッ
と
き
」（
四258-1

）、「
八
ッ
当
り
」（
七

61-14

）
が
あ
る
。
校
正
も
れ
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

振
り
仮
名
―
―
家

平
仮
名
を
多
用
す
る
著
者
は
、
国
語
政
策
に
よ
る
漢
字
制
限
や
訓
の

制
約
な
ど
に
、
あ
ま
り
配
慮
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
原
稿
は
編
集
者

の
手
を
経
て
の
ち
活
字
に
な
る
の
で
、
そ
れ
で
不
都
合
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
の
が
、
漢
字
「
家
」
の
用
い
か

た
で
あ
る
。
第
三
巻
の
随
筆
集
『
草
の
花
』
か
ら
「
な
つ
や
す
み
」
と
、

そ
れ
に
続
く
「
き
ぬ
た
」
の
数
ペ
ー
ジ
に
絞
っ
て
考
え
る
。

初
め
は
、
小
学
生
時
分
に
訪
れ
た
、
近
隣
の
大
き
な
園
の
思
い
出
の

記
述
で
あ
る
。
こ
の
「
園
」
は
「
エ
ン
」
と
読
む
の
だ
ろ
う
か
。

①
あ
づ
ま
家や

が
あ
り
、
飛
石
が
あ
り
、（80-1

）

続
く
二
つ
は
女
学
校
の
級
友
の
家
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。

②�
女
学
校
友
だ
ち
の
「
家う
ち

」
と
い
ふ
も
の
は
、
な
ん
と
な
く
遠
慮
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を
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
つ
た
。（81-4

）

③�
手
軽
に
門
か
ら
声
を
か
け
て
呼
び
だ
す
わ
け
に
は
行
か
な
い

「
家う
ち

」
で
あ
り
、
改
め
て
挨
拶
も
い
る
「
お
か
あ
さ
ま
」
で
あ

つ
て
み
れ
ば
、（81-8

）

そ
し
て
終
末
部
、
女
学
校
か
ら
帰
宅
す
る
途
中
、
大
川
を
上
下
す
る

船
を
見
て
の
感
慨
で
あ
る
。

④�

そ
ん
な
か
す
か
な
燈ひ

で
は
あ
つ
て
も
、
あ
か
り
は
家う
ち

に
つ
な
が

つ
て
と
も
つ
て
ゐ
た
。
わ
が
ま
ゝ
な
父
、
負
け
て
ゐ
な
い
は
ゝ
、

短
気
で
お
こ
り
つ
ぽ
い
弟
、
決
し
て
平
和
と
は
い
へ
な
い
家う
ち

で

は
あ
つ
て
も
、
夜
の
川
波
に
揺
れ
る
ラ
ン
プ
に
は
、
恋
し
い
家う
ち

、

あ
た
ゝ
か
い
家う
ち

が
映
つ
て
ゐ
た
。（116-13
）

こ
こ
に
は
、
引
用
符
と
振
り
仮
名
付
き
の
漢
字
「
家
」
と
、
引
用
符
の

な
い
そ
れ
と
に
書
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、
家う
ち

に
対
す
る
著
者
の
執
着
が

凝
縮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、「
家や

」
の
い
ま
一
つ
の
用
例
が
、
同
じ
第
三
巻
の
「
ほ
ん
」

と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
に
見
え
る
。
空
襲
に
備
え
て
父
の
蔵
書
を
疎
開
し

た
と
き
の
感
慨
で
あ
る
。

⑤�

私
は
は
じ
め
て
本
の
な
い
こ
の
家や

の
家
の
相
と
い
ふ
も
の
を
知

ら
さ
れ
た
。（441-3

）

古
来
、
こ
の
国
で
は
、「
や
」
と
「
い
え
」
は
か
な
り
厳
密
に
使
い

分
け
ら
れ
て
い
た
。
漢
字
の
訓
の
歴
史
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
、
そ
の
こ

と
が
ほ
ぼ
察
せ
ら
れ
る
。
い
ま
、
料
亭
の
屋
号
な
ど
の
「
何
某
家
」、

「
山
の
中
の
一
軒
家
」
な
ど
に
見
る
「
家や

」
は
、
飽
く
ま
で
も
俗
用
で

あ
る
。
著
者
に
も
「
借
家
や
売
家
」（
一8-2

）
が
あ
る
。
振
り
仮
名
は

な
い
が
、「
し
ゃ
く
や
」
と
「
う
り
い
え
」
で
あ
ろ
う
か
。

漢
字
「
家
」
に
「
や
」
の
訓
を
与
え
る
辞
書
は
、『
言
海
』
あ
た
り

が
早
い
も
の
ら
し
い
。
住
居
を
意
味
す
る
「
う
ち
」、
そ
こ
に
暮
ら
す

家
族
や
家
庭
も
指
す
「
う
ち
」
を
表
記
す
る
漢
字
を
、
こ
の
国
は
ま
だ

用
意
し
て
い
な
い
。
か
か
る
日
本
語
の
現
実
を
映
し
て
出
現
し
た
の
が
、

「
家
」
を
め
ぐ
る
著
者
の
こ
の
表
記
な
の
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

漢
字
と
仮
名
・
一
―
―
ニ
オ
イ

著
者
の
作
品
を
表
記
の
視
点
か
ら
見
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
語
の
理
解
の
し
か
た
が
知
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
「
に
お
い
」。
露
伴
が
臨
終
に
向
か
う
よ
う
す
を
書
い
た
箇
所
、

全
集
第
一
巻
の
「
父
（
菅
野
の
記
）」
の
五
行
ほ
ど
を
引
き
、
関
連
語

も
太
字
に
表
記
す
る
。

①�
血
な
ま
ぐ
さ
い
と
い
ふ
け
れ
ど
、
血
は
た
し
か
に
臭
い
。
い
や

な
臭
ひ
だ
。
鈍
重
な
、
づ
う
〳
〵
し
い
、
押
し
太
い
に
ほ
ひ
だ
。

も
の
を
統
一
さ
せ
る
、
清
澄
な
に
ほ
ひ
で
は
な
い
。
悩
乱
さ
せ
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騒
動
さ
せ
る
臭
ひ
だ
。
父
の
吐
い
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
、
私
は
夢
中

で
あ
り
、
ほ
つ
と
後
始
末
の
段
に
な
る
と
私
の
血
は
こ
ぼ
し
の

中
の
臭
ひ
に
誘
は
れ
て
、
す
つ
と
か
ら
だ
の
ど
こ
か
へ
固
ま
る

ら
し
か
つ
た
。（
一23-15

～24-4

）

こ
こ
で
は
、
漢
字
「
臭
」
が
、
形
容
詞
「
く
さ
い
」
と
名
詞
「
に
お

い
」、
二
つ
の
語
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仮
名
書
き
の
「
に
ほ

ひ
」
と
、
漢
字
仮
名
表
記
の
「
臭
ひ
」
が
、
と
も
に
「
に
お
い
」
の
音

列
を
担
っ
て
い
る
。
字
面
を
追
っ
て
い
て
も
や
や
こ
し
い
の
に
、
朗
読

さ
れ
た
ら
理
解
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
か
か
る
景
観
は
他
の
巻
々
に
も
出

現
す
る
。

次
に
第
四
巻
の
「
私
の
日
記
」。『
知
性
』
の
昭
和
廿
九
年
九
月
号
に
、

現
代
仮
名
づ
か
い
で
掲
載
さ
れ
た
廿
六
行
の
短
章
で
あ
る
。
そ
の
中
ほ

ど
の
四
行
を
引
く
。

②�

通
り
す
が
り
に
洋
傘
の
中
へ
、
物
の
臭
い
が
た
ゞ
よ
っ
て
く
る
。

塩し
お

鮭ざ
け

、
干ひ

鱈だ
ら

，
昆こ
ん

布ぶ

か
ら
は
生
ぐ
さ
い
塩
の
臭
、
菓
子
類
か
ら

は
酢
っ
ぱ
い
砂
糖
の
に
お
い
。
塩
の
も
ど
っ
て
い
る
臭
、
砂
糖

の
か
え
っ
て
い
る
臭
い
だ
。
腐
敗
で
は
な
い
が
新し
ん

鮮せ
ん

健け
ん

全ぜ
ん

な
匂

い
で
は
な
い
。
嗅
ぎ
た
い
匂
い
じ
ゃ
な
い
が
、
特
別
急
ぎ
足
で

逃
げ
る
程
で
も
な
い
。
張
り
の
な
い
に
お
い
の
く
せ
に
存
在
を

明
ら
か
に
示
し
て
い
る
に
お
い
だ
。（
四290

）

送
り
仮
名
の
な
い
「
臭
」
は
「
し
ゅ
う
」
と
で
も
読
め
と
い
う
の
か
、

わ
た
し
に
は
遂
に
わ
か
ら
な
い
。

第
五
巻
の
小
説
『
流
れ
る
』
に
、「
に
ほ
ひ
」
を
二
種
の
漢
字
で
書

き
分
け
た
箇
所
③
が
あ
る
が
、
④
で
は
そ
の
表
記
の
意
図
が
読
め
な
い
。

そ
し
て
⑤
で
あ
る
。

③�

廉
く
な
い
線
香
の
匂
ひ
と
花
た
て
の
腐
つ
た
水
と
が
臭
ひ
、

（39-4

）

④�

牛
肉
は
野
菜
と
ま
じ
つ
て
、
う
ま
さ
う
な
臭
ひ
を
あ
げ
て
煮
え

る
。（77-5

）

⑤�

こ
ん
な
に
か
ら
だ
ぢ
ゆ
う
臭
く
臭
つ
て
ゐ
る
の
は
病
気
が
悪
い

証
拠
だ
。（79-8

）

漢
字
と
仮
名
・
二
―
―
け
は
ひ

仮
名
遣
い
と
読
み
方
の
ず
れ
0

0

が
い
か
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ

を
知
る
上
で
恰
好
の
語
が
「
け
は
ひ
」
で
あ
る
。
こ
の
語
の
使
用
が
目

だ
つ
の
は
、
病
臥
し
た
父
を
看
病
す
る
記
述
中
で
あ
る
。
そ
の
七
月
十

三
日
条
に
、「
父
は
出
血
し
て
も
私
を
呼
ば
な
か
つ
た
か
ら
、
僅
か
の

け
は
ひ
に
気
が
ゆ
る
せ
な
か
つ
た
。」（
一19-12

）
と
あ
る
の
を
は
じ

め
、
お
お
む
ね
「
け
は
ひ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
わ
た
し
の
関
心
は
、

著
者
が
こ
れ
を
い
か
に
音
声
化
し
て
い
た
か
、
で
あ
る
。
拾
っ
た
用
例
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数
は
、「
け
は
ひ
」
が
廿
一
、「
気
配
」
が
二
つ
、「
け
は
い
」
が
四
つ

で
あ
る
。

ま
ず
得
ら
れ
た
の
が
、「
鳥
二
題
」
と
題
す
る
文
章
中
、
飼
っ
て
い

る
片
目
の
鷹
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。「
け
は
い
で
知
る
の
か
嗅
覚

か
、
あ
る
い
は
片
目
で
も
不
自
由
し
な
い
も
の
か
」
と
あ
る
箇
所
（
二

288-4

）
で
あ
る
。
昭
和
廿
四
年
七
月
卅
日
の
東
京
新
聞
朝
刊
に
掲
載

さ
れ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
編
集
部
の
手
で
現
代
仮
名
づ
か
い
に
整
え
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
。
著
者
の
表
記
は
「
け
は
ひ
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

漢
字
表
記
の
二
つ
の
内
の
一
は
「
父
（
葬
送
の
記
）」
の
「
殊
に
死

と
い
ふ
こ
と
が
境さ
か
ひし

て
は
、
一
層
手
厳
し
い
気
配
が
思
は
れ
る
。」（
一

90-1

）
に
見
え
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
昭
和
廿
九
年
九
月
発
行
の
『
知

性
』
に
載
っ
た
「
私
の
日
記
」
の
一
節
で
、「
何
だ
か
白
い
も
の
が
う

し
ろ
を
よ
ぎ
っ
た
気
配
が
し
た
。」（
四289-9

）
で
、
こ
れ
に
は
「
け

は
い
」
の
振
り
仮
名
が
あ
る
。

結
局
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
著
者
は
「
け
は
ひ
」
の
仮
名
書
き
を

基
本
と
し
な
が
ら
、
近
代
に
広
ま
っ
た
漢
字
表
記
の
「
気
配
」
と
も
、

仮
名
表
記
の
「
け
は
い
」
と
も
書
い
た
よ
う
だ
。
も
し
、
そ
の
「
け
は

ひ
」
を
ケ
ハ
イ
と
読
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、
新
旧
二
種
の
仮
名
遣
い
が

混
じ
っ
た
表
記
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
は
、
ケ
ワ
イ
と
い
う

発
音
を
伝
え
て
い
て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
が
。

結
　
　
　
語

本
稿
に
着
手
す
る
と
き
、
稿
者
の
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
原
子
朗
氏
の

『
宮
沢
賢
治
語
彙
辞
典
』
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
作

家
の
用
語
を
ま
と
め
る
以
上
は
、
そ
の
文
学
世
界
な
り
思
想
な
り
の
全

体
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
語
や
表

現
が
、
そ
の
著
者
の
い
か
な
る
作
品
の
い
か
な
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て

い
る
か
を
記
述
す
べ
き
だ
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を

着
想
し
た
時
、
わ
た
し
は
八
十
路
に
足
を
踏
み
い
れ
て
い
て
、
遅
す
ぎ

る
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
せ
め
て
そ
の
一
部
分
で
も
と
考
え
て
ま
と
め

た
の
で
あ
る
。

幸
田
文
全
集
を
通
読
し
て
そ
の
作
品
世
界
全
体
を
眺
め
わ
た
し
た
す

え
、
そ
の
文
筆
生
活
を
三
期
に
分
け
、
先
ず
、
そ
の
前
期
の
語
彙
を
集

成
し
た
の
が
前
稿
で
あ
る
が
、
予
想
以
上
の
分
量
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
も
、『
成
城
国
文
学
』
に
は
、
か
か
る
内
容
の
原
稿
に
関
す
る
投

稿
規
定
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
拒
ま
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
投
じ
た

と
こ
ろ
、
幸
い
に
も
、
編
集
委
員
会
の
好
意
で
一
括
掲
載
が
認
め
ら
れ
、

八
十
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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イ
タ
リ
ア
国
籍
の
著
名
な
日
本
語
研
究
者
で
あ
る
ド
メ
ニ
コ
・
ラ
ガ

ナ
氏
は
、
研
究
生
活
の
初
期
に
『
流
れ
る
』
に
挑
ん
だ
と
き
の
当
惑
ぶ

り
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
（『
新
編
ラ
ガ
ナ
の
文
章
修
行
』
創
拓
社　

1989

）。
そ
の
作
品
の
冒
頭
「
こ
の
う
ち
に
相
違
な
い
が
、
ど
こ
か
ら

は
ひ
つ
て
い
ゝ
か
、
勝
手
口
が
な
か
つ
た
。」
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
の
意
味
は
わ
か
っ
て
も
、
全
体
の
意
味
は
ど

う
し
て
も
つ
か
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
に
は
そ
の
省
略
の
醸

し
出
す
味
わ
い
が
好
ま
れ
る
の
だ
と
思
う
。

序
説
に
は
、
著
者
の
文
章
に
初
め
て
出
会
っ
た
「
紙
」
の
思
い
出
を

書
き
、
そ
の
文
章
に
最
初
に
言
及
し
た
亀
井
孝
氏
の
賛
辞
を
紹
介
し
た
。

い
ま
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
心
に
強
く
響
い
た
文
章
の
い
く
つ
か

を
掲
げ
た
い
と
思
っ
た
が
、
そ
の
数
が
余
り
に
も
多
く
、「
偏
愛
す
る

幸
田
文
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
」
で
も
編
ま
な
く
て
は
収
ま
り
そ
う
に
な
い
。

そ
こ
で
、『
父
（
葬
送
の
記
）』
か
ら
一
つ
だ
け
、「
白
」
の
末
尾
部
分

を
引
い
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　

今
こ
ゝ
に
父
を
送
る
野
道
は
細
く
、
人
に
は
愛
が
あ
る
。
私
は

湧
き
か
へ
る
感
情
を
畳
ん
で
頸
を
立
て
ゝ
歩
き
、
喪
服
は
さ
や

〳
〵
と
鳴
つ
た
。
つ
ゆ
草
が
一
ㇳ
む
ら
。
名
に
ち
な
む
花
よ
。

（
一
94
）

�

【
完
】

前
稿
の
訂
正

一　

�

52
ペ
ー
ジ
下
段
六
行
め
の
「
昭
和
五
十
二
年
」
を
「
昭
和
三
十
二

年
」
に
訂
正
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
西
村
準
吉
氏
の
ご
指
摘
に
よ
る

も
の
で
す
。

二　

�

154
ペ
ー
ジ
下
段
の
末
尾
か
ら
、
次
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
、「
幸
田
家

の
父
と
娘
の
く
ら
し
の
記
録
か
ら
見
え
て
く
る
の
が
、
新
造
語
の

創
造
、
造
語
癖
で
あ
る
。
露
伴
の
「
あ
と
み
よ
そ
わ
か
」
は
そ
の

代
表
で
あ
ろ
う
。」
と
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
讀
賣
新

聞
の
コ
ラ
ム
「
編
集
手
帳
」（2004.9.22

）
が
、
江
戸
時
代
の
草

双
紙
に
「
後
看
世
蘇
和
歌
」
と
見
え
て
、
露
伴
の
造
語
で
は
な
い

ら
し
い
、
と
書
い
て
い
る
こ
と
を
、
受
講
者
の
角
丸
卓
也
君
が
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

（2000

）
に
出
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

以
上
、
二
点
の
訂
正
を
報
告
し
、
両
氏
へ
の
謝
辞
と
し
ま
す
。

�

（2022.9.30　

成
稿
）

�

（
く
ど
う
・
り
き
お　

成
城
大
学
名
誉
教
授
）


