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特
ガ1

寄
f島

は 自
｀

れ 名 て ｀
チ 暮

な 体 古 が 前 い ど メ つ
い は い 理 に る う デ た

机
薦
え
米
で
し
い
う

考
子

の
豊

か
，

今
参

時
代
こ
れ
の
州
宦
ｒ
い
き

姜
く
ロ
ニ
イ
″
ハ

川
村
夕
園
安
子
人
夕
永
薇

来
索
人
夕
烙
呑
表
後

と
も
あ
れ
、
「視
聴
覚
教
育
」
の
語
は
、
時
代
の
風
に

さ
ら
さ
れ
て
、
風
前
の
灯
火
の
運
命
に
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。
で
、
こ
の
言
葉
が
時
代
の
趨
勢
に
流
さ
れ
て
、

完
全
に
抹
殺
さ
れ
、
廃
語
と
さ
れ
て
し
ま
う
前
に
、
ひ

と
つ
、
敢
え
て
こ
の
趨
勢
に
逆
ら
っ
て
、
判
官
び
い
き

で
は
な
い
が
、
こ
の

「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
日
本
語

の
言
葉
の
豊
か
な
含
蓄
を
解
明
し
て
弁
護
し
、
さ
さ
や

か
な
抵
抗
を
試
み
て
み
よ
う
と
、
ふ
と
思
い
立

っ
た
の



で
あ
る
。

ま
ず
、
ど
ん
な
表
現
で
あ
れ
、
名
前
や
名
称
な
ど
ど

う
で
も
良
い
こ
と
だ
、
と
い
う
考
え
に
は
、
私
は
与
し

な
い
。
そ
の
考
え
は
、
最
初
に
、
こ
こ
で
断
固
と
し
て

否
定
し
て
お
き
た
い
。
否
定
さ
れ
る
べ
き
そ
の
考
え
に

よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
物
事
を
表
す
名
称
と
は
、
単
に

便
宜
的
に
、
互
い
に
区
別
で
き
る
ラ
ベ
ル
や
レ
ッ
テ
ル
、

は
り
札
の
よ
う
な
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
例
え

ば
、
名
称
は
、
「
Ｘ
」
だ
ろ
う
と
、
「
１
２
３
」
だ
ろ
う

と
何
で
も
良
い
の
だ
が
、
と
も
か
く
、
他
の
物
事
と
互

い
に
差
異
化
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ

っ
て
、
我
々
の
場

合
も
、
便
宜
的
に

「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
名
前
を
仮

に
つ
け
て
お
く
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
だ
か
ら
、
気
に
入
ら
な
く
な

っ
た
ら
、
い
つ
で
も

何
に
で
も
、
好
き
な
よ
う
に
変
え
た
ら
よ
い
、
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
。
だ
が
、
気
に
入

っ
た
り
、
気
に
入
ら

な
か
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
の
な
か
に
、

そ
も
そ
も
名
前
と
は
、
そ
ん
な
風
に
好
き
勝
手
に
変
え

ら
れ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

一
つ

の
真
実
が
、
露
呈
し
て
来
て
い
る
。

一
つ
の
言
葉
に
は
、
そ
の
言
葉
の
母
体
と
な
る
言
語

…
…
我
々
日
本
人
の
場
合
は
日
本
語
…
…
に
お
い
て
、

そ
の
言
葉
と
人
々
と
の
関
わ
り
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
の

歴
史
は
ま
た
、
人
々
と
事
物
現
象
と
の
関
わ
り
の
歴
史

で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
背
景
に
は
、

そ
の
社
会
の
歴
史
が
あ
る
。
人
々
に
は
、
そ
れ
ら
の
歴

史
に
ま
つ
わ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
や
思
い
出
が
あ
り
、

そ
の
言
葉
を
書
き
、
読
み
、
話
し
、
聞
く
と
き
、　
一
人

一
人
の
人
間
が
想
起
し
連
想
す
る
多
様
な
関
連
す
る
言

葉
と
物
事
が
無
数
に
、
そ
の
言
葉
の
地
平
と
し
て
、
背

後
に
控
え
て
い
る
。　
一
つ
の
百
葉
は
、
そ
う
し
た
言
葉

と
物
事
と
人
間
と
社
会
の
絡
み
合

っ
た
歴
史
の
総
体
を
、

凝
縮
し
て
目

に
見
え
耳
に

聞
こ
え
る
も

の
と
す
る

一

つ
の
核
、
彗
［

え
て
み
れ
ば
、

一扇
の
要
、
レ

ン
ズ
、
顕
微

鏡
や
望
遠
鏡
、

比
喩
、
モ
デ

ル
、
フ
ィ
ル

タ

ー

、

あ

る

い
は
、
物
差

し
、
な
ど

の

よ
う
な
も

の

と
し
て
、
世

代
か
ら
世
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
人
は

言
葉
を
通
し
て
物
事
を
把
握
し
、
表
現
し
、
理
解
す
る
。

だ
か
ら
、
言
葉
に
は
、
そ
の
物
事
を
人
々
が
、
ど
う
把

握
し
、
理
解
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
、

表
現
さ
れ
て
い
る
。
で
、
視
聴
覚
教
育
を

「視
聴
覚
教

育
」
と
い
ユヽ
言
葉
で
表
す
か
、
単
に
、
レ
ィ
ア
ル
と
し

て
、
例
え
ば
便
宜
的
に

「
Ｘ
」
や

「
１
２
３
」
で
表
す

か
、
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で

は
な
い
の
だ
。
名
称
は
、
そ
の
物
事
の
変
わ
ら
ぬ
本
質

を
簡
潔
に
表
現
す
る
。
物
事
を
そ
の
名
で
呼
ぶ
た
び
に
、

そ
の
名
は
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
の
物
事
の
本

質
を
意
識
化
す
る
こ
と
を
我
々
に
促
す

「呼
び
か
け
」

と
な
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
言
わ
ば

「座
右
銘
」
、
あ

る
い
は
、
人
を
覚
醒
さ
せ
鼓
舞
す
る

「格
言
」
や

「標

語
」
と
も
な
り
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
長
年
に
亙

っ
て
使

い
古
さ
れ
た
名
称
が
そ
の
最
初
の
瑞
々
し
い
響
き
を
失

い
、
か
つ
て
そ
の
名
称
が
も

っ
て
い
た
働
き
が
衰
え
て

し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
起
こ
り
得
る
。

誰
で
も
、
人
生
で
少
な
く
と
も

一
度
は
詩
人
に
な
る

時
が
あ
る
、
と
い
う
言
葉
を
、
あ
る
芸
術
家
か
ら
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
と
は
、
人
が
親
に
な

っ
て
、

自
ら
の
子
に
命
名
す
る
時
だ
、
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。

生
ま
れ
出
た
ば
か
り
の
我
が
子
へ
の
深
い
思
い
、
願
い

と
夢
を
短
い
言
葉
に
託
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
、
誰
で

も
、
親
と
し
て
真
剣
に
努
め
る
時
だ
か
ら
で
あ
る
。
落

語
の

「ジ

ュ
ゲ
ム
ジ

ュ
ゲ
ム
…
…
」
の
長
い
名
前
の
滑

蛹

名
は
体
を
表
す

と
L

い

つ
し

と

猾

切 驚党教 す」 といブ言葉
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稽
さ
を
想
起
す
る
な
ら
、
親
と
し
て
の
溢
れ
る
思
い
を

適
切
に
表
現
す
る
長
す
ぎ
な
い
名
前
を
子
に
命
名
す
る

こ
と
の
困
難
さ
が
納
得
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
名
前
に
凝

縮
さ
れ
表
さ
れ
て
い
る
深
い
思
い
が
、
誰
の
名
前
に
も

秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
、
浮
か
び
上
が

っ

て
く
る
。
子
は
、　
一
生
を
通
じ
て
、
自
ら
の
名
前
に
親

が
込
め
た
思
い
を
折
に
触
れ
て
思
い
起
こ
し
て
は
、
親

の
心
を
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
我
々
の
前
に
、
幾

つ
か
の
問
い
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。

「聴
視
覚
教
育
」
な
ら
ぬ
、
「視
聴
覚
教
育
」
と
い

う
言
葉
は
、
そ
も
そ
も
日
本
語
で
あ
る
の
か
、
な
い
の

か
。
既
に
、
日
本
語
に
な

っ
て
い
る
の
か
、
い
な
い
の

か
。
日
本
語
と
し
て
の
、
こ
の
言
葉
に
は
、
ど
の
よ
う

な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
ｃ
今
日
、
こ
の
言
葉

が
表
す
に
は
相
応
し
く
な
く
な
っ
た
事
物
あ
る
い
は
物

事
と
は
何
か
。
改
め
て
、
こ
の
言
葉
に
、
我
々
が
託
す

る
こ
と
の
で
き
る
意
味
は
何
か
〉^
こ
の
言
葉
は
、　
一
度

は
詩
人
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
凡
人
と
し
て
の
我
々

一

人
ひ
と
り
が
、
そ
こ
に
託
す
る
こ
と
を
望
む
視
聴
覚
教

育

へ
の
思
い
を
表
す
の
に
、
果
た
し
て
、
相
応
し
い
言

葉
で
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
。
こ
の
言
葉
よ
り
も
、
さ

ら
に
相
応
し
い
言
葉
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
。
以
上

の
よ
う
な
問
い
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
う
ち
に
、
私

は
、
さ
さ
や
か
な

一
つ
の
発
見
の
喜
び
を
味
わ

っ
た
。

そ
の
発
見
を
、
こ
こ
に
述
べ
て
み
よ
う
。

そ
の
発
見
と
は
、
「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
言
葉
は
、

視
聴
覚
教
育
の
本
質
を
表
現
す
る
の
に
、
長
す
ぎ
ず
短

か
過
ぎ
な
い
言
葉
と
し
て
、
内
容
の
合
蓄
が
実
に
深
く

豊
か
で
、
ま
さ
に
、
言
わ
ば

「詩
人
の
魂
」
が
込
め
ら

れ
た
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
、
素
晴
ら
し
い
言
葉
と
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
日
本
語
の
言

葉
が
、
日
本
の
教
育
の
世
界
に
現
れ
た
の
は
、
　

″
オ

ー
デ
ィ
オ

・
ヴ
ィ
ジ

ュ
ア
ル

・
エ
ヂ

ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

Ｆ
ａ
【？
中娑
ユ
∪
０
月
〓
ｏ
●
）
″
と
い
う
英
米
語
の
翻
訳

語
と
し
て
で
あ
り
、
第
二
次
大
戦
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
、

と
い
う

（
『視
聴
覚
教
育
事
典
』
明
治
図
書
、　
一
九
六

二
年
六
版
、　
三
ハ
ペ
ー
ジ
）
。
し
か
も
、　
一
九
五
〇
年

ご
ろ
ま
で
は
、
原
語
の
語
順
に
忠
実
に
、
「聴
視
覚
教

育
」
と
呼
ん
で
さ
え
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
事
情
ゆ

え
で
あ
ろ
う
か
、
「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
言
葉
に
は
、

Ｒ＞
ａ
】２
一８
２
”
Ｑ
８
〓
ｏ
ｔ
と
い
う
原
語
を
付
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
。
ま
さ
し
く
、
戦
後
日

本
の

一‐翻
訳
文
化
」
を
背
景
と
し
て
い
る
言
葉
な
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
現
在
の

「日
本
視
聴
覚
教
育
協
会
」

の
前
身
は
、
「日
本
映
画
教
育
協
会
」

２

九
二
八
年
創

立
）
で
あ
り
、
現
在
の
名
称
に
改
称
さ
れ
た
の
は
、

一

九
八
〇
年
で
あ

っ
た
、
と
い
う
。
当
時
、
関
係
者
の

方
々
が
恐
ら
く
お
感
じ
に
な

っ
た
に
違

い
な
い
、
「視

聴
覚
教
育
」
と
い
う
言
葉
の
瑞
々
し
さ
が
、
ふ
と
思
わ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｒ＞
饉
ら
】ｏ
く
一８
≧
”
０
」
８
一一ｏ
ｔ
と
い

う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
こ
の
言
葉
の
生
ま
れ
た
本
家
本

元
の
米
国
で
は
、
近
年
、
す

っ
か
り
廃
れ
て
し
ま

っ
て

い
る
ら
し
い
。
確
か
に
、
Ｒ＞
ａ
い２
【８
』
））と
い
う
言
葉

に
は
、
「耳
に
聞
こ
え
る
」
と

「聴
覚
」
、
「目
に
見
え

る
」
と

「視
覚
」
と
い
う
意
味
以
上
の
深

い
合
蓄
は
、

ど
う
も
無
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
時
代
が
変
わ
り

人
が
変
わ
れ
ば
、
自
然
消
滅
す
る
運
命
に
あ

っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

【コ
『い０

，
、∽
Ｈ●
け①
『●
”
Ｌ
Ｏ
●
”】
鳴
①
『一〇
一
いｏ
”
一の
Ｈ）
一『①
Ｏ一〇
う
ヽ
の
）

一
九
九
八
年

（
三
六
版
）
ご

】卜
・で
調

べ
て
み
た
。

Ａ＞
邑
ざ
≦
〓
』
∪
Ｑ
Ｒ
≧
ｏ
ｔ
と
い
う
名
称
を
含
む
誌
名

の
定
期
刊
行
物
は
、
本
誌

『視
聴
覚
教
育
』

の
ほ
か
、

日
本
の

一
、
二
誌
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
。
隣
国
中
国

で
は
、
『視
聴
覚
』
と
い
う
言
葉
は
現
在
で
も
用
い
ら

れ
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
英
文
誌
名
（メ
ロ
２
ｏ

ュ
∽ｃ
２
ｏ
ｏ
日
ヨ
Ｌ
ュ
ｏ

，一一ｏ
●
お
二
①
く
。．
２

九
五
三
～
六
三
）

［ン
メ
８
８
日
Ｅ
】８
［】ｏ
●
お
く
一①
く
と
改
称

（
一
九
六
四

～

一
九
七
七
と
、
Ｒ＞
ｃ
Ｏ
ざ
二
旨
』
ｏ
ｏ
日
日
Ｌ
●
一８
一一ｏ
●
∽

（
一
九
六
七
～
）
、
Ｒ＞
巳
ざ
く
一旨
ユ
ヨ
３
ビ
３
８
。。
２

九

五
六
～

一
九
七
九
）

Ｔ
Ｆ
∽一ヽ
Ｒ
け一ｏ
●
』
Ｆ
●
２
”
［ｏ
ヽ
と

改
称
］
、
な
ど
の
誌
名
も
、
Ｓ
ユ
争
、の
一
九
九
八
年
版
か

ら
は
、
既
に
消
え
て
い
る
。
英
語
の
メ^
ｃ
鮎
ざ

二
〓
Ｌ
））

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
定
期
刊
行
物
は
、
全
世
界
で

…

口

葉

視
聴

へ 覚
の 教
問 育
い

L

と
発
見



一
五

誌

を

数

え

る

に
過

ぎ

な

い
。

代

わ

っ
て

、

Ｒ
〓
＆
Ｆ
．．　
Ｒ
〓
饉
〓
日
①
Ｏ
す
。。な
ど
の
名
称
を
冠
す
る
も

の
が
増
え
て
来
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
米
国
で
は
、

ヘメ
ロ
０
ざ

二
〓
Ｌ
。）と
い
う
名
称
の
雑
誌
名
で
の
採
用
は

衰
退
の

一
途
、
と
言
え
そ
う
だ
。
本
家
の
米
国
が
廃
し

た
か
ら
、
分
家
た
る

「翻
訳
文
化
」
国
家
の
日
本
で
も

廃
す
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
何
と
も
情
け

な
い
自
間
も
、
ま
た
、
生
ま
れ
て
来
よ
う
と
い
う
も
の

だ
。
　
　
　
　
　
●

で
は
、
例
え
ば
、
「
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
と
い
う
洒
落

た
言
葉
な
ら
ど
う
か
。
カ
タ
カ
ナ
言
葉
で
、
新
鮮
な
響

き
も
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
「
メ
デ
ィ
ア
」
（日
ａ
じ

は
、
「
メ
デ
ィ
ウ
ム
」
（日
ａ
ご
ヨ
）
の
複
数
形
で
あ
る
。

「
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
」
、
７
一
ュ
ー
ズ

。
メ
デ
イ
ア
」
、

「
マ
ル
チ

・
メ
デ
ィ
ア
」
の

「
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
る
。

こ
の

「
メ
デ
ィ
ア
・
メ
デ
ィ
ウ
ム
」
は
、
恐
ら
く

「媒

介
、
媒
体
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「諸
媒

体
教
育
」
で
は
日
本
語
に
な
ら
ず
、
何
の
こ
と
や
ら
分

か
ら
な
い
。
「
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
な
ら
格
好
も
よ
く
、

何
と
な
く
分
か
っ
た
よ
う
な
感
じ
も
す
る
。
多
種
多
様

な

「
メ
デ
ィ
ウ
ム
」
を
も
包
括
す
る

「
メ
デ
ィ
ア
」
に

よ
る
教
育
と
い
う
意
味
だ
。
将
来
現
れ
る
ど
ん
な

「
メ

デ
ィ
ウ
ム
」
に
よ
る
教
育
も
総
て
、
そ
の
仲
間
に
入
れ

ら
れ
る
だ
け
の

「清
濁
合
わ
せ
呑
む
」
包
容
力
を
も

っ

た
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
文
化
の
輸
入
国

日
本
の

「翻
訳
文
化
」
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
も
い
る
。

媒
体
を
意
味
す
る

「
メ
デ
ィ
ア
」
な
る
言
葉
に
は
、
暗

黙
の
う
ち
に
、
「教
え
育
て
る
」
教
育
と
い
う
考
え
方
、

媒
体
を
通
し
て
伝
達
す
る
の
は
知
識
と
情
報
だ
と
い
う

考
え
方
、
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
感
じ
ら

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「媒
体
」
重
視
に
は
、
媒
体

を
通
じ
て
の

「知
識
や
情
報
の
伝
達
」
と
い
う
考
え
が

支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
も
し
仮
に
、
古
い
言
葉
だ
か
ら
と
い
う
理
由

だ
け
で
、
「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
言
葉
を
破
棄
す
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
乱
暴
に
す
ぎ
る
。
そ
ん
な
理
由
で

言
葉
を

一
々
破
棄
し
て
い
た
ひ
に
は
、
言
葉
と
い
う
も

の
は
成
り
立
た
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
こ
こ
で

当
然
の
よ
う
に
用
い
て
い
る

「言
葉
」
と
い
う
言
葉
自

体
、
た
い
へ
ん
古
い
言
葉
な
の
だ
。

こ
こ
で
、
間
う
べ
き
問
い
は
、
む
し
ろ
、
「視
聴
覚

教
育
」
と
い
う
言
葉
に
、
こ
の
言
葉
を
用
い
て
来
た

我
々
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
与
し
て
来
た
の
か
、

と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
が
、
ど
の

よ
う
な
視
聴
覚
教
育
の
本
質
的
な
意
味
の
意
識
化
を

我
々
に
促
す

「呼
び
か
け
」
の
言
葉
、
「座
右
の
銘
」
、

「格
言
」
や

「標
語
」
と
な

っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
さ
ら
に
、
我
々
は
、
「視
聴
覚

教
育
」
と
い
う
言
葉
に
、
い
か
な
ど
意
義
と
意
味
を
付

与
す
る
こ
と
を
主
体
的
に
選
ぶ
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
言
葉
が
、
視

聴
覚
教
育
の
い
か
な
る
本
質
を
、
我
々
が
意
識
化
す
る

助
け
と
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ

う
。
理
由
は
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
助
け
の
働
き
を
、

も
し
こ
の
言
葉
が
果
た
す
こ
と
が
不
可
能
に
な

っ
た
な

ら
、
そ
の
時
こ
そ
、
廃
語
と
す
る
に
相
応
し
い
、
と
い

燎

き

'1言
洒
落
た
言
葉

魃

物E現場議たす」 といブ言葉

言 我
葉 々
を は

な  と
問  い
い   う
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う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
言
葉
は
、
（メ
」
一
一２
一８
餞

ｕ
一
ｇ
”Ｌ
ｏ
ｔ
の
翻
訳
語
で
あ
る
。
感
覚
と
知
覚
の
う
ち

で
も
、
触
覚
、
味
覚
、
臭
覚
な
ど
で
は
な
く
、
「視
覚
」

と

「聴
覚
」
に
よ
る

「教
育
」
、
と
い
う
意
味
が
表
現

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。

本
来
な
ら
、
「視
覚
的

・
聴
覚
的

・
教
育
」
と
で
も
す

べ
き
も
の
が
、
簡
潔
化
さ
れ
省
略
さ
れ
て
、
こ
う
い
う

表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
意

味
の
意
識
化
を
我
々
に
促
す
に
過
ぎ
な
い
、
率
直
に
言

え
ば
、
比
較
的
、
内
容
の
貧
し
い
表
現
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
目
を
使
い
使
わ
せ
、
耳
を
使
い
使
わ
せ
て
、
行
う

教
育
で
あ
る
。
本
質
的
に
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
「絵

を
見
せ
、
音
を
聞
か
せ
て
、
教
え
込
む
教
育
だ
」
、
お

お
よ
そ
そ
ん
な
風
に
考
え
て
い
る

一
般
人
も
多
い
よ
う

だ
。
筆
者
自
身
に
も
、
そ
う
考
え
て
い
た
時
期
が
あ
っ

た
。
だ
が
、
「視
聴
覚
教
育
」
は
単
な
る

「見
聞
教
育
」

で
は
な
い
。
「見
物
教
育
」
で
も
な
い
。

視
聴
覚
教
育
の
定
義
に
は
、
「
形
態
論
的
定
義
」
、

「機
能
論
的
定
義
」
、
「教
育
工
学
的
定
義
」
な
ど
が
あ

る
そ
う
だ

（『視
聴
覚
教
育
』
樹
村
房

。
一
九
八
五
年
）
。

そ
こ
に
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
視
聴
覚
教
育
の
ど
の
定

義
も
、
視
聴
覚
教
育
の
変
わ
ら
ぬ
本
質
を
未
だ
と
ら
え

る
に
は
至

っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
日
々
新
し
い
発
見
と
発
展

の
あ
る
こ
の
分
野
で
、
新
し
く
誕
生
す
る
あ
る
種
の
教

育
が
、
視
聴
覚
教
育
の
領
域
の
事
柄
で
あ
る
の
か
な
い

の
か
、
的
確
に
判
断
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ

り
易
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

視
聴
覚
教
育
の
性
格
も
、
曖
味
模
糊
と
し
て
く
る
し
、

視
聴
覚
教
育
の
領
域
も
拡
散
し
境
界
も
ぼ
や
け
て
く
る
、

と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
の
点
、
「
メ
デ
ィ
ア
教
育
」

は
、
比
較
的
分
か
り
や
す
い
。
「形
態
論
的
定
義
」
の

純
化
に
よ
る
命
名
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
を
使

っ
て
営

ま
れ
る
教
育
が
メ
デ

ィ
ア
教
育
、
と
い
う
単
純
明
快

な
理
解
が
、
こ
の
言
葉
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と

考
え
ら
れ
る
。
メ
デ

ィ
ア

（
メ
デ

ィ
ウ
ム
）
が
介
在

し
て
い
る
か

い
な

い
か
、
そ
れ
は
何

か
、
そ
し
て
、

教
育
で
あ
る
か
な
い
か
、
と
だ
け
問
え
ば
、
視
聴
覚

教
育
の
も

っ
て
い
た
曖
味
さ
は
、
た
ち
ま
ち
解
消
す

る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
改
め
て
問
お
う
。
「視
聴
覚
教
育
」
な
る
語

は
ど
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「視
」
「聴
」
「覚
」

「教
」
「育
」
の
五
つ
の
漢
字
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
五
文
字
の
中
に
、
視
聴
覚
教
育
の
本
質
に
照
ら

し
て
、
省
い
て
も
よ
い
無
駄
な
文
字
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
最
初
の

「視
聴
覚
」
の
三
字
の
漢
字
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
『角
川
当
用
漢
字
　
字
源
辞
典
』
（加
藤

常
賢

・
山
田
勝
美
著
、
角
川
書
店
）
な
ど
の
助
け
を
借

り
て
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
視
る
」

含
８
″
思
ヽ
■
”
けｏ
Ｆ

ｏ
げ
Ｘ
『お
）
は
単
な
る

「見
る
」

お
８
）
で
は
な
く
て
、
「目
を
じ
っ
と
と
め
て
見
る
」

こ
と
、
注
意
深
く
、
気
を
つ
け
て

「見
る
」
こ
と
を
意

味
す
る
。
「視
」
の
形
成
す
る
単
語
に
は
、
「視
覚
」
の

ほ
か
に

「視
野
、
視
力
、
視
線
、
視
察
、
視
聴
覚
、
注

視
、
正
視
、
直
視
、
透
視
、
凝
視
、
可
視
、
座
視
、
熟

視
、
監
視
、
検
視
」
な
ど
が
あ
る
。
同
様
に
、
「聴
く
」

（″
一８

ざ
）
は
単
な
る

「聞
く
」
９
８
じ

で
は
な
く

て
、
「耳
を
か
た
む
け
て
よ
く
き
き
会
得
す
る
」
こ
と

で
あ
る
。
原
始
義
は
、
「
つ
ま
び
ら
か
に
聞
い
て
会
得

す
る
」
で
あ
る
。
注
意
深
く
、
気
を
つ
け
て
よ
く

「聞

く
」
こ
と
を
意
味
す
る
′。
「聴
」
の
形
成
す
る
単
語
に

は
、
「聴
覚
」
の
ほ
か
に
、
「聴
間
、
聴
取
、
聴
講
、
聴

衆
、
視
聴
、
拝
聴
、
謹
聴
、
傍
聴
、
傾
聴
、
静
聴
、
盗

聴
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「覚
」
は
、
単
に

「視

覚
」
の

「覚
」
、
「聴
覚
」
の

「覚
」
で
あ
る
ば
か
り
で

は
な
く
て
、
「覚
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
「覚
」
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
「覺
」
で
あ
り
、
そ
の
上
半
部
分

は
、
「學
」
と
共
通
で
あ
り
、
「あ
き
ら
か
」
と
い
う
意

味
を
も
つ
部
首
で
あ
る
。
下
半
分
は

「見
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「覚
」
は
、
「目
の
前
が
ぱ

っ
と
あ
き
ら

か
に
な
る
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
原
始
義
で
あ
る
。

「覚
」
の
形
成
す
る
単
語
に
は
、
「知
覚
、
視
覚
、
触
覚
、

婁暑塁
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る
と
、
「育
」
と
い
う
漢
字
の

［意
味
］
は
、
元
々
、

「胎
児
が
頭
を
下
に
し
て
生
ま
れ
出
る
こ
と
」
だ

っ
た

と
い
う
。
［字
形
］
か
ら
見
る
と
、
子
の
上
下
逆
さ
の

形

（と
つ
）
と
、
音
を
表
す

「月
」
（じ
く
）
（肉
）
と

か
ら
な
る
形
声
字
で
、
「月
」
（肉
）
（ジ
ク
）
の
表
す

意
味
は

「乳
」
（ジ
ュ
）
の

「生
ま
れ
出
る
意
」
な
の

だ
と
い
う
。

ま
た
、
「教
」
と
い
う
漢
字
の

［意
味
］
は
、
元
々
、

「鞭
で
打

っ
て
習
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
［字
形
］

″

は
、
鞭
を
も

っ
て
打

つ
意
味
を
表
す

「支
」

（は
く
）

と
、
習
う
意
味
と
同
時
に
音
を
表
す

「敷
」

（な
ら
う

意
）
と
を
合
わ
せ
た
、
会
意
に
声
を
兼
ね
た
字
だ
と
い

「ヽノ
。

「育
」
が
子
ど
も
が
自
ら
生
ま
れ
出
る
自
発
の
意
味

合

い
が
強

い
の
に
、
「教
」
は
他
が
強
い
て
習
わ
せ
る
、

学
ば
せ
る
、
と
い
う
意
味
合

い
が
強
い
。
し
た
が

っ
て
、

「教
育
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
「育
」
だ
け
で
は
な
く
、

「教
」
だ
け
で
も
な
い
、
「育
」
と

「教
」
の
両
者
を
統

合
し
た
営
み
と
し
て
、
「教
育
」
が
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
、
と
読
め
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
、

我

々
は
、
こ
の
言
葉

に
付
与
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

「育

つ
」
を
本
人
の
自
由
に
任
せ
放
置
す
る
の
で
は
な

い
が
、
さ
り
と
て
、
「教
え
る
」
の
み
の
強
制
だ
け
で

も
な

い
。
「
教
え
る
」
と

「育

つ
」

の
統
合
と
し
て
、

「教
育
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「教
育
」
と
い

う
言
葉
に
は
、
外
の
世
界
か
ら
他
が
強
く
働
き
か
け
る

啄眸

動
き
と
、
自
ら
が
進
ん
で
内
の
世
界
か
ら
外
の
世
界

ヘ

生
ま
れ
出
よ
う
と
す
る
動
き
の
両
方
が
、
つ
ま
り
、
他

発
と
自
発
の
二
つ
の
契
機
が
共
に
、
全
体
と
し
て

一
つ

に
統
合
さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
「
眸
啄
」
（そ

っ
た
く
）
と
い
う
言
葉
が

想
起
さ
れ
も
し
よ
う
。

麒それでは、教育とは何か
　躊

教
育
は
、
世
間
で
は
、
単
に

「教
え
育
て
る
」
こ
と

と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
教
師
が
生
徒

を

「教
え
育
て
る
」
こ
と
な
ど
と
し
て
、
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
が
す
べ
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
、
教

師
で
あ
る
先
生
が
生
徒
で
あ
る
子
ど
も
た
ち

（仮
に
二

人
の
子
ど
も
た
ち
と
し
よ
う
）
を
教
育
す
る
と
い
う
状

況
で
の
出
来
事
を
、
教
育
に
お
け
る
典
型
と
し
て
採
り

上
げ
、
考
え
て
み
よ
う
。
教
育
は
人
間
と
人
間
と
の
間

の
営
み
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
具
体
的
状
況
で
は
、

「教
え
育
て
る
」
と
い
う
以
外
の
多
種
多
様
な
出
来
事

が
起
こ
り
う
る
し
、
ま
た
、
起
こ
っ
て
も
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
確
か
に
、
教
師
が
子
ど
も
に

「教
え

つ
つ

（子
ど
も
）
を
育
て
る
」
と
い
う
出
来
事
が
起
こ

っ
て
い
る
と
す
る
の
が
最
も
自
然
な
理
解
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
そ

れ
に
は
限
ら
れ
な
い
。
次
の
②
以
下
の
多
種
多
様
な
出

来
事
が
同
時
進
行
し
て
い
る
。

①
教
師
が
子
ど
も
に

「教
え
つ
つ
、
（子
ど
も
を
）
育

て
る
」

②
教
師
が
子
ど
も
に

「教
え
つ
つ
、
（自
ら
、
教
師
と

し
て
、
人
間
と
し
て
）
育
つ
」

③
子
ど
も
が
教
師
に

「教
え
ら
れ
つ
つ

（自
ら
、
人
間

と
し
こ

育
２

④
子
ど
も
が
教
師
に

「教
え
ら
れ

つ
つ

（図
ら
ず
も
、

教
師
を
）
育
て
る

（こ
と
に
な
る
と

⑤
子
ど
も
が
教
師
に

「教
え
つ
つ
、
（教
師
を
）
育
て

る
」

⑥
子
ど
も
が
教
師
に

「
教
え

つ
つ
、

（自
ら
）
育

つ

（
こ
と
に
な
る
と

。
事
柄
に
よ

っ
て
は
子
ど
も
が
、

「先
生
」
と
な
り
、
教
師
が

「生
徒
」
と
な
る
。

⑦
教
師
が
あ
る
子
ど
も
に

「教
え
つ
つ
、
（他
の
子
ど

も
を
）
育
て
る

（こ
と
に
な
る
と

新 tい世界

口い世界
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③
教
師
が
他
の
子
ど
も
に

「教
え
る

（
の
を
見
て
）
、

（あ
る
子
ど
も
が
自
ら
）
育
つ

（こ
と
に
な
る
と

⑨
あ
る
子
ど
も
が
教
師
に

「教
え
ら
れ
つ
つ
、
（そ
れ

を
見
る
他
の
子
ど
を
も
）
育
て
る

（こ
と
に
な
る
と

⑩
あ
る
子
ど
も
が
他
の
子
ど
も
に

「教
え
つ
つ
、
（他

の
子
ど
も
を
）
育
て
る
」

①
あ
る
子
ど
も
が
他
の
子
ど
も
に

「教
え
つ
つ
、
（自

ら
が
）
育
つ
」

⑫
あ
る
子
ど
も
が
他

の
子
ど
も
に

「教
え
ら
れ
つ
つ
、

（他
の
子
ど
も
を
）
育
て
る

（こ
と
に
な
る
と

⑬
あ
る
子
ど
も
が
他
の
子
ど
も
に

「教
え
ら
れ
つ
つ
、

（自
ら
が
）
育
つ
」

⑭
あ
る
子
ど
も
が
他
の
子
ど
も
に

「教
え
る

（の
を
見

て
）
、
（教
師
が
自
ら
）
育
つ

（こ
と
に
な
る
と

な

ど

、

な

ど

（吉
田
章
宏
著

『教
育
の
心
理
』

一
九
九
五
年
、
放
送

大
学
教
育
振
興
会
、
二
六
ペ
ー
ジ
）

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
教
育
を
、
た
だ
教
師
が
子
ど

も
を

「教
え
育
て
る
」
こ
と
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
こ

と
の

一
面
性
と
不
十
分
さ
が
際
立

っ
て
見
え
て
来
る
。

む
し
ろ
、
「教
育
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
の
す
べ

て
を
含
め
て
、
「共
育
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、
「教
師
も

子
ど
も
た
ち
も
、
そ
の
教
育
と
い
う
人
間
と
人
間
の
間

の
営
み
を
通
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
と
物
事
に
応
じ
て
、

相
互
に
先
生
と
な
り
生
徒
と
な
り
な
が
ら
、
共
に
育
つ

こ
と
」
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
だ
。

教
育
の
こ
の
理
解
は
、
実
は
、
教
育
実
践
者
、
芦
田

恵
之
助

（
一
人
七
三
―

一
九
五

一
）
の
教
育
遺
碑

（所

在
地
、
北
海
道
小
樽
市
緑
小
学
校
）
に
遺
さ
れ
た
言
葉

「
共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
」
に
直
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

芦
田
は
、
そ
の
小
書

『共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
』
に
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
」
は
、

「私
の
教
育
信
念
を
標
語
化
し
た
も
の
で
す
。
教
育
の

行
わ
れ
る
所
、
た
と
え
ば
家
庭
に
於
て
、　
一
家
の
こ
ら

ず
共
に
育
ち
ま
し
よ
う
と
こ
い
ね
が
い
、
学
校
で
は
師

弟
学
友
悉
く
共
に
育
ち
ま
し
よ
う
と
は
げ
み
、
隣
保
部

落
の
人
々
が
、
相
共
に
育
ち
ま
し
よ
う
と
は
か
る
よ
う

に
な
つ
た
ら
、
世
は
き
わ
め
て
平
和
な
も
の
に
な
る
で

し
よ
う
。
私
は
七
十
九
の
今
年
ま
で
、
人
心
づ
い
て
か

ら
、
思
い
を
教
育
に
ひ
そ
め
て
、
よ
う
よ
う
こ
の

一
標

語
に
到
達
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
以

上
の
も
の
を
考
え
得
ま
せ
ん
の
で
、
そ
こ
に
安
ん
じ
て

い
る
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。」

（芦
田
恵
之
助
、　
一
九
五
二

年
、
ニ
ペ
ー
ジ
）
と
。

本
質
的
に
、
「教
育
は
共
育
」
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
他
方
、
英
語
で

「教
育
」
に
相
当
す
る
言
葉

は
　
＾^
∪
∪
Ｃ
Ｏ
≧
出
Ｏ
ｚ
））で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
カ
ナ

ダ
の
現
象
学
的
教
育
学
者
ヴ
ァ
ン

・
マ
ネ
ン
の
解
釈
に

よ

れ

ば

、

そ

の
語

源

と

し

て

、

ラ

テ

ン
語

の

Ｒａ
ｃ
８
『■
と
ご
Ｑ
居
”
■ヽ
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
も

っ

て
お
り
、
子
ど
も
の
教
育
　
∪
∪
興
】
目
ｏ
ｚ
　
に
つ
い

て
言
う
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
。
す
な
わ

ち
、
人
間
は
だ
れ
で
も
、
つ
い
に
は
、
子
ど
も
時
代
の

世
界
か
ら
育
ち
、
そ
こ
か
ら
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
ご
Ｑ
ｃ
８
お
ｏ）は
、
そ
の
子
ど
も
を
、
子
ど
も

の
世
界
か
ら
、
教
育
者
が

「導
き
出
す
」

↑
一
８
ｑ
９

ざ
げ
ａ

ｏ
詳

ｏ
じ

こ
と
で
あ
り
、
ご
０
８
ミ
■
は
、
そ
の

子
ど
も
を
大
人
の
世
界
へ
と
教
育
者
が

「導
き
入
れ
る
」

（＆
８
ミ
①
ざ̈
げ
ａ

Ｆ
ざ
）
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
教
育
者

（窮
針
∞
ｏ
”
席
）
と
い
う
ギ
リ
シ

ャ
語
の
言
葉
は
、
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
関
係
に
あ
る

○
新

切 聴党教 す」 といブ言葉

勒

とで
1ま は
何

｀

かゴ
D
U
C
A
T
I

O
N

鞣
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に
よ
り
、
「覚
」
に
至
る
道
と
し
て
の
、
「教
育
＝
共
育
」

が
、
い
か
に
も

「視
聴
覚
的
に
」
、
あ
た
か
も
絵
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。
「覚
」
以
前
の
世
界
か
ら

「覚
」

の
世
界

へ
と

「視
聴
」
を
通
し
て
導
き
つ
つ

「教
育
＝

共
育
」
す
る
の
が
視
聴
覚
教
育
で
あ
る
、
と
い
う
視
聴

覚
教
育
の
本
質
が
、
「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
言
葉
に

は
、
過
不
足
な
く
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
波
多
野

完
治
先
生
の

「視
聴
覚
教
育
は
感
性
的
認
識
と
理
性
的

認
識
と
を
統

一
し
ぃ
…
…
十
全
の
認
識
に
到
達
さ
せ
る

教
育
で
あ
る
」
亀
テ
レ
ビ
の
心
理
学
』
、
一
九
六
三
年
）

と

い
う
思
想
も
、
「
具
体
的
な
も
の
と
抽
象
的
な
も

の
と
」
相
互
移
行
の
実
現
に
努
め
る

「視
聴
覚
的
精

神
」
も
、
図
ら
ず
も
既
に
、
「
視
聴
覚
教
育
」
と

い

う
言
葉
そ
の
も
の
の
中
に
ひ
そ
か
に
潜
ん
で
い
た
よ

う
に
も
、
思
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
「
十
全
の
認
識
」
と
は
、
我
々
の
こ
こ
で
の

表
現
を
用

い
れ
ば
、
「
覚
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

「視
聴
覚
教
育
」
が
表
現
し
て
い
る
視
聴
覚
教
育
と

は
、
人
と
人
と
が
、
多
様
な
世
界
を

一‘視
る
」
経
験
と

「
聴
く
」
経
験

（方
法

¨
８
Ｒ
Ｆ
＆

¨
媒
介
す
る
道
）

視
覚
的

・
聴
覚
的
経
験
、
に
よ

っ
て
、
互
い
に
誘
い
あ

い
、
「覚
る
」
以
前
に
生
き
て
い
た
古

い
旧
世
界
か
ら

導
き
出
し
／
出
さ
れ
て
、
「覚
る
」
以
後
の
新
し
い
新

世
界

（内
容

¨
】【お
０
■
ｏ
こヽ

¨
生
き
ら
れ
た
世
界
）

ヘ

と
導
き
入
れ
／
入
れ
ら
れ
、
人
間
と
し
て

「教
え
つ
つ

育
つ
」
、
〓
ハに
育
つ
」
人
間
た
ち
の
営
み

（目
的
と
意

味
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
「形
態
論
的
定
義
」
と
い
う
よ
り

「機
能

論
的
定
義
」
に
近
い
が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
教
育

を
生
き
て
い
る
人
間
の
主
体
的
な
経
験
に
即
し
た
本
質

的
定
義
と
も
言
う
べ
き
で
、
「
メ
デ
ィ
ア
」
（媒
体
）
に

着
目
す
る
よ
り
も
、
Ｅ

・
デ
ー
ル
の
有
名
な

「経
験
の

円
錐
」
に
ち
な
ん
で
で
は
な
い
が
、
視
聴
覚
教
育
に
お

い
て
生
起
し
て
い
る
人
間
の
経
験
に
着
目
し
た
定
義
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
「視
聴
覚
」
と
い

う
言
葉
の

「視
覚
的

・
聴
覚
的
」
と
い
う
意
味
付
け
の

基
盤
に
は
、
経
験
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
が
視
覚
と
聴

覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
「外
の
目
」
に
よ
る

客
体
的
な
把
握
が
あ
る
。
他
方
、
「視
る
聴
く
覚
る
」

と
い
う
意
味
付
け
の
基
盤
に
は
、
注
視
、
傾
聴
と
い
う

主
体
的
な
集
中
に
よ
る
覚
醒
で
あ
る
と
い
う
、
経
験
の

「内
の
目
」
に
よ
る
主
体
的
な
理
解
が
あ
る
。
こ
う
し

て
、
「視
聴
覚
教
育
」
と
い
う
名
称
そ
の
も
の
は
、
そ

こ
で
起
こ
る
多
様
な
人
間
の
経
験
の

「外
の
目
」
に
よ

る
客
体
的
理
解
も

「内
の
目
」
に
よ
る
主
体
的
理
解
も
、

そ
し
て
、
そ
の
統
合
の
可
能
性
も
、
さ
ら
に
、
そ
の
本

質
的
定
義
、
「視
聴
覚
的
精
神
」
も
、

一
挙
に
直
接
に

過
不
足
な
く
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な

っ

て
く
る
。

い
や
は
や
、
何
と
見
事
な
名
称
で
あ
る
こ
と
よ
。
ま

さ
に
感
嘆
に
値
す
る
。

視
聴
覚
教
育
に
お
け
る
新
し
い
技
術
は
、
「覚
」
の

た
め
に
こ
そ
あ
る
。
新
技
術
が
開
発
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
を
活
用
し
て
教
育

（＝
共
育
）
す
る
人
間

に
と

っ
て
、
新
し
い
経
験
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
新
し
い
世
界
が
開
か
れ
実
現
さ
れ

る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
新
し
い

「覚
」

が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
未
知
の
世
界

へ
の
「小
さ
な
穴
」
が
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

以
上
が
、
前
述
の
、
私
に
と

っ
て
の

「覚
」
で
あ
り
、

新
し
い
発
見
で
あ

っ
た
。

「況聰党教育」

況・聰・党・教

ただ几るのではなくて、

れ る

・育

蒻馘こえる
を誘 う              えられ る

る

を誘 う

党
ただ聞くのではなくて、

聰 く

を誘 う

育
てる/てられる
【ハグク】む/まれる
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翻
訳
文
化
国
家
日
本
で
、
翻
訳
語
と
し
て
誕
生
し
た

「視
聴
覚
教
育
」
が
、
そ
の
原
語
の
狭
い
意
味
を
遥
か

に
越
え
て
、
日
本
に
お
け
る
視
聴
覚
教
育
の
長
年
に
亙

る
理
論
と
実
践
の
歴
史
を
か
け
て
、
日
本
語
と
し
て
熟

成
し
、
育

っ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
翻
訳
語

「視

聴
覚
教
育
」
は
、
原
語
　
＞
ａ
中ｏ
二
娑
ユ
”
一
ｇ
〓
ｏ
い
を

藍
と
す
る
な
ら
、
「藍
よ
り
出
で
て
藍
よ
り
青

い
」
含

蓄
豊
か
な
言
葉
だ
、
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
「
ソ
ニ
司
」
、
「
カ
ブ
キ
」
、
「
ラ
シ
ョ
ウ
モ
ン
」
、

「
ク
ロ
サ
ワ
」
、
で
ヽ
フ
ネ
」
な
ど
と
伍
し
て
、
「
シ

・
チ

ョ
ウ

・
カ
ク

・
キ

ョ
ウ

。
イ
ク
」
あ

〓
３

ｏ
Ｆ

Ｆ
ｃ

】ぐ
８
【．Ｆ
ヽ
ぁ
る
い
は
あ
〓
３
ｏ
Ｆ
洋
饉
国
Ｑ
８
注
８
。。と
い

う
言
葉
も
ま
た
、
日
本
か
ら
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る

に
値
す

る
言
葉
だ
、
な
ど
と
夢
想
し
た
り
も
す
る
。

「時
代
遅
れ
の
判
官
び

い
き
」
と
し
て
書
き
始
め
た
こ

の
文
章
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
夢
は
ふ
く
ら
ん
で
、
今

日
の
荒
廃
し
た
教
育
の
再
生
の
た
め
に

「視
聴
覚
教
育
」

が
果
た
す

べ
き
重
大
な
役
割
に

「
目

〈
覚
〉
め
る
」
、

「視
聴
覚
教
育
の
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス

（再
生
と

へ
の
時
代

に
先
駆
け
る

「呼
び
か
け
」
と
も
思
わ
れ
始
め
る
こ
と

に
、
ふ
と
気
が
つ
い
た
。
こ
れ
は
、
錯

〈覚
〉
か
、
あ

る
い
は
、

〈覚
〉
醒
か
。

普
遍
的
に
言
え
ば
、
「旧
世
界
」
に
住
み
込
ん
で
い

る
我
々
は
、
「旧
世
界
」
か
ら

「新
世
界
」

へ
、
そ
し

て
さ
ら
に
、
そ
の

「新
世
界
」
か
ら

「新
旧
両
世
界

を
統
合
す
る
世
界
」

へ
と
、
つ
き
進
ん
で
行
く
。

へ

―
グ

ル
の
言

っ
た

「
真
無
限
」

で
あ
る
。
そ
こ
で
、

や
や
性
急
に
先
走
り
し
て
言
え
ば
、
視
聴
覚
教
育

の

世
界
は
、
「視
覚
的

・
聴
覚
的

・
教
育
」
と
し
て
の
旧

世
界
か
ら
、
「視
聴

〈覚
〉
世
界
」
と
し
て
の
新
世
界

に
移
り
行
き
、
つ
い
で
、
新
旧
両
世
界
を
統
合
す
る

真
の

「視
聴
覚
教
育
」

の
世
界

へ
と
移
行
す
る
、
と

い
う
将
来
の
道
行
き
を
思
い
描
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
先
を
急
ぎ
過
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。
確
実
に
、

原
点
に
立
ち
返
り
、
「視
聴

〈覚
〉
世
界
」

の

「覚
」

に
目
覚
め
る
こ
と
が
肝
要
。
先
ば
か
り
見
て
、
険
路

か
ら
転
げ
落
ち
な
い
よ
う
に
、
ま
ず
、
「視
て
聴

い
て

覚
る
」
こ
と
と
し
よ
う
。

魃お
わ
り
に
　
魃

二
〇
世
紀
の
開
幕
も
日
前
、
い
よ
い
よ
二

一
世
紀
を

迎
え
る
。
二
〇
世
紀
は
二
つ
の
世
界
大
戦
と
科
学
技
術

の
発
展
の
時
代
、
「も
の
の
時
代
」
で
あ

っ
た
、
な
ど

と
も
よ
く
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
今
日
の
教
育
の
世
界

は
、
科
学
技
術
偏
重
と
人
間
と
自
然
と
生
命
の
軽
視
か

ら
生
ま
れ
た
深
刻
な
荒
廃
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
二

一

世
紀
は
、
二
〇
世
紀

「も
の
の
時
代
」
の
成
果
を
踏
ま

え
た

「情
報
の
時
代
」
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ

を
踏
ま
え
つ
つ
も
そ
れ
を
超
え
て
生
命
尊
重
の
豊
か
な

「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
と
し
て
統
合
さ
れ
、
展
開
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
人
類
の
歴
史
の
上
で
は
、
科
学

・

技
術
と
芸
術

。
宗
教
、
「も
の
」
と

「
か
ら
だ
」
と

「こ
こ
ろ
」
、
自
己
と
他
者
、
知
と
情
と
意
、
人
間
と
他

の
生
き
物
た
ち
、
西
と
東
ば
か
り
で
な
く
北
と
南
、
な

ど
な
ど
を
統
合
す
る
人
類
の
英
知
が
豊
か
に
華
開
く
世

紀
と
な
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
地
球
上
の
人
類
が
歩
む

遥
か
な
道
を
望
み
つ
つ
、
新
し
い
世
界
が
眼
前
に
開
か

れ
て
来
る
思
い
が
す
る
。
「視
聴

〈覚
〉
教
育
」
の
新

し
い
世
界
の

「覚
」
に
よ
り
、
日
本
の
教
育
ば
か
り
で

な
く
、
世
界

の
教
育
が
、

今
日
の

「
も
の
の
時

代
」
の

フ
こ

ろ

の
荒
廃
」
の
惨
状

か
ら
救
わ
れ
る
こ

と
を
、
こ
こ
ろ
あ

る
読
者
と
共
に
祈
り

切 現し畿たすゴ といブ言葉
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