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藤

周
吾

つ
ま
り
「
い
か
に
語
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
中
期
以
降
の
太
宰
流
に
い
え
ば
読
者
に
見
え
る
必
要
が
な
い
。

む
し
ろ
そ
の
問
い
が
透
け
て
見
え
る
こ
と
は
、
実
際
に
作
品
が
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
書
き
方
に
こ
だ
わ
っ
た
作
品
で
あ
る
の
を
読
者
に
示
す
た
め
の
、
偽
善
的
な
書
か
れ

方
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
太
宰
治
の
中
期
以
降
の
作
品
か
ら
、
初
期
の
よ
う
な
「
い
か
に

語
る
か
」
と
い
う
問
い
が
明
ら
か
な
か
た
ち
で
見
え
な
く
な
っ
た
の
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
精
神
状
態
が

安
定
し
、
か
つ
て
あ
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
過
剰
な
欲
望
が
消
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
そ
の
欲
望
も
、
そ
の
欲
望
を
実
現
す
る
た
め
の
努
力
も
、
そ
こ
に
は
変
わ
ら
ず
に
あ
る
。
た
だ
そ
れ

は
、「
人
に
気
づ
か
れ
」
な
い
と
こ
ろ
に
移
っ
て
い
る
の
だ
。（
１
）

一
若
い
勇
者
が
、
疑
心
暗
鬼
の
王
と
対
立
し
、
幾
多
も
の
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越
え
て
、
つ
い
に
は
友

情
の
尊
さ
を
証
明
し
て
み
せ
る
悪
戦
苦
闘
の
物
語
、
と
い
う
ふ
う
に
単
純
に
要
約
し
て
し
ま
っ
て
よ

い
も
の
か
ど
う
か
―
―
。

太
宰
治
「
走
れ
メ
ロ
ス
」（『
新
潮
』
一
九
四
〇
年
五
月
）
は
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
プ
ロ
ッ
ト
ば
か

り
に
注
目
が
集
ま
り
、
そ
の
た
め
か
、
た
と
え
ば
下
記
に
示
す
よ
う
な
四
字
熟
語
（
四
字
の
漢
字
の

列
な
り
）
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
照
準
し
た
研
究
が
皆
無
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
。
必
ず
、
か
の
邪
智
暴
虐
の
王
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
決

意
し
た
。」
と
い
う
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
書
き
出
し
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
登
場

す
る
「
邪
智
暴
虐
」
と
い
う
四
字
熟
語
が
、
原
典
に
あ
る
四
字
熟
語
な
の
か
、
そ
れ
と
も
書
き
手
の

太
宰
治
が
付
け
加
え
た
四
字
熟
語
な
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
る
人
は
少
な
か
ろ
う
。
ま
た
、

「
邪
智
暴
虐
」
と
い
う
漢
字
を
書
け
る
人
は
多
い
し
、「
心
が
ひ
ね
く
れ
、
考
え
が
よ
こ
し
ま
で
あ
る

こ
と
」
と
い
う
語
義
を
知
る
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
が
、「
邪
智
暴
虐
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
上
の

蘊
蓄
を
傾
け
ら
れ
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
か
と
言
わ
れ
れ
ば
心
も
と
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
読
者
の
無
知
を
非
難
し
た
い
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
知
っ
て

い
る
読
者
を
讃
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
は
、
私
た
ち

が
予
想
す
る
以
上
に
「
邪
智
暴
虐
」
と
い
う
四
字
熟
語
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、「
富
嶽
百
景
」
や
「
人
間
失
格
」
と
い
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
標
題
を
創
出
す
る
こ
と

か
ら
し
て
既
に
、
四
字
熟
語
と
の
親
和
性
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ

の
よ
う
な
書
き
手
が
「
邪
智
暴
虐
」
と
い
う
四
字
熟
語
に
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
注
意
を
払
っ
て
い

た
の
か
と
問
う
の
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
が
、
ひ
い
て
は
そ
う
し
た
ト
リ
ヴ
ィ

ア
ル
な
問
い
が
、
や
が
て
書
き
手
の
語
選
択
の
特
性
の
よ
う
な
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は
新

た
な
研
究
方
法
の
よ
う
な
も
の
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
の
「
邪
智
暴
虐
」
と
い
う
四
字
熟
語
へ
の
あ
る
種
の
こ
だ
わ
り
は
、
そ
の

類
義
語
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
彼
は
「
邪
智
暴
虐
」
と
い
う
四
字
熟
語
を
別
の
四
字
熟
語
で
言

い
換
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
分
か
る
だ
ろ
う
か
。

こ
う
訊
く
と
、
中
学
校
の
定
期
試
験
レ
ヴ
ェ
ル
の
設
問
で
は
な
い
か
と
お
叱
り
を
受
け
そ
う
だ
が
、

実
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
解
答
は
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
非
常
に
繊
細
で
あ
る
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
問
い
へ
の
解
答
は
、優
に
論
文
一
本
を
要
す
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
、そ

れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
の
芸
の
細
か
さ
に
改
め
て
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
こ
の
問
い
が
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
一
篇
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
引
っ
掛
け
に
注
意
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
に
限
っ
て
み
て

も
解
答
は
容
易
で
な
い
。も
ち
ろ
ん
一
般
的
な
解
答
は「
奸
佞
邪
智
」と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。中

学
校
の
定
期
試
験
な
ら
ば
、
そ
れ
で
正
解
で
あ
る
。
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く
と
も
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
以
前
の
「
奸
佞
邪
智
」
の
用
例
が
、
は
た
し
て
本
当
に
「
奸
佞
邪
智
」
の

ま
ま
で
有
効
な
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
再
検
証
、
語
誌
の
書
き
換
え
が
要
請
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
誤
植
と
考
え
る
内
在
的
な
論
拠
も
挙
げ
て
お
く
な
ら
ば
、「
侫
」
の
字
が
「
妄
想
」
の

「
妄
」
の
字
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
外
せ
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
最

後
の
方
に
王
の
セ
リ
フ
と
し
て
「
妄
想
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
の
だ
が
（「
信
実
と
は
、
決
し
て
空

虚
な
妄
想
で
は
無
か
つ
た
」）、
私
は
「
妄
想
」
の
「
妄
」
の
字
と
「
奸
侫
」
の
「
侫
」
の
字
と
が
響

き
合
う
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
た
し
か
に
谷
崎
潤
一
郎
ば
り
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
漢
字

へ
の
こ
だ
わ
り
が
太
宰
治
に
常
に
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
全
域
化
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
が
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
一
篇
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
よ
く
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

の
が
、
私
一
個
の
得
た
感
触
で
あ
る
。

翻
っ
て
、「
奸
侫
」
や
「
妄
想
」
と
い
う
熟
語
に
は
、「
女
」
と
い
う
字
も
内
包
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

（
ち
な
み
に
「
奸
」
は
、「
姦
」
や
「

」
と
も
書
き
得
る
。）「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
、「
女
」
の
登
場

人
物
へ
の
目
配
り
が
利
い
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
先
行
テ
ク
ス
ト
と
差
異
化
を
図
っ
た
―
―
つ

ま
り
、
先
行
テ
ク
ス
ト
で
は
軽
い
扱
い
だ
っ
た
「
妹
」
を
彫
琢
し
、
先
行
テ
ク
ス
ト
に
は
存
在
し
な

い
「
少
女
」
を
登
場
さ
せ
る
―
―
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
事
実
を
思
い
合
わ
せ
る

な
ら
ば
、「
邪
智
暴
虐
」
を
「
奸
侫
邪
智
」
に
言
い
換
え
た
こ
と
に
は
内
的
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
う

結
論
に
も
な
る
。
も
ち
ろ
ん
「
邪
智
暴
虐
」
の
ま
ま
で
も
、
他
の
た
と
え
ば
「
卑
猥
陋
醜
」
や
「
怜

悧
狡
猾
」
な
ど
の
四
字
熟
語
で
も
意
味
は
変
わ
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
「
妄
」
や
「
女
」
と
い

っ
た
意
味
を
こ
っ
そ
り
ミ
ス
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
ト
す
る
と
い
う
遊
び
心
が
発
揮
で
き
な
か
っ
た
。「
語
の

下
に
潜
む
語
」（
５
）

と
い
う
問
題
ま
で
視
野
に
収
め
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

「
邪
智
暴
虐
」
の
言
い
換
え
は
「
奸
侫機

邪
智
」
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
推
定
す
る
所
以
で
あ
る
。

三
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
一
篇
に
は
多
く
の
四
字
熟
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
邪
智
暴
虐
」「
疲
労
困
憊
」「
新
郎
新
婦
」「
奸
侫
邪
智
」「
濁
流
滔
々
」「
猛
勢
一
挙
」「
木
葉
微

塵
」「
獅
子
奮
迅
」「
猛
然
一
撃
」「
身
体
疲
労
」「
人
間
世
界
」「
疲
労
恢
復
」「
義
務
遂
行
」
な
ど
。

し
か
し
、
こ
の
中
で
典
拠
に
あ
る
四
字
熟
語
は
わ
ず
か
に
「
猛
然
一
撃
」
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で

い
う
典
拠
と
は
小
栗
孝
則
訳
『
新
編
シ
ラ
ー
詩
抄
』（
改
造
文
庫

一
九
三
七
年
七
月
）
所
収
の
「
人

だ
が
、
よ
く
目
を
凝
ら
し
て
見
た
ら
「
奸
佞
邪
智
」
で
は
な
く
「
奸
侫機

邪
智
」
こ
そ
が
正
解
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
教
科
書
や
文
庫
本
は
言
う
に
及
ば
ず
、
全
集
で
す
ら
見
落
と
し

て
き
た
盲
点
で
あ
る
。
初
出
誌
『
新
潮
』（
一
五
七
頁
）
も
初
刊
単
行
本
『
女
の
決
闘
』（
河
出
書
房

一
九
四
〇
年
六
月

二
〇
一
頁
）
も
実
は
「
奸
侫
邪
智
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
富
嶽
百
景
』

マ
マ

（
新
潮
社

一
九
四
三
年
一
月
）
に
再
録
さ
れ
た
際
に
、
な
ぜ
か
「
奸
佞
邪
智
」
に
変
わ
っ
て
以
降
、

マ
マ

誰
も
気
づ
か
ぬ
ま
ま
今
日
ま
で
来
た
。
初
出
と
初
刊
が
「
侫
」
の
字
で
一
致
し
て
お
り
、
か
つ
新
潮

社
版『
富
嶽
百
景
』の
本
文
に
あ
ま
り
信
頼
性
が
な
い
こ
と
か
ら
、誤
植
の
可
能
性
が
排
除
で
き
ず
、私

な
ど
は
は
っ
き
り
誤
植
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
当
時
か
ら
「
佞
」
と
「
侫
」

の
識
別
ミ
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
太
宰
治
『
お
伽
草
紙
』（
筑
摩
書
房

一
九
四
五
年
一
〇
月
）
に
は
「
ネ
イ
」
の
字
が

三
箇
所
出
て
く
る
。「
佞
」
が
二
例
、「
侫
」
が
一
例
で
あ
る
。
ま
ず
「
瘤
取
り
」
で
は
、「
鬼
」
の
字

に
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
「
醜
惡
」
と
い
う
ふ
う
に
「
醜
」
の
字
が
多
用
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、

二
二
頁
へ
来
る
と
「
佞
惡
」
と
い
う
二
字
熟
語
の
形
で
「
佞
」
の
字
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た

マ
マ

「
浦
島
さ
ん
」（
目
次
は
「
浦
島
太
郎
」）
で
も
八
九
頁
に
「
佞
奸
邪
智
」
と
い
う
四
字
熟
語
の
形
で

マ
マ

「
佞
」
の
字
が
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、「
舌
切
雀
」
に
な
る
と
、「
侫
惡
醜
穢
」
と
い
う
四
字
熟
語

マ
マ

の
形
で
「
侫
」
の
字
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。

「
佞
」
が
二
例
で
「
侫
」
が
一
例
だ
か
ら
、「
佞
」
の
方
が
書
き
手
の
意
思
を
反
映
し
て
い
る
と
い

う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
浅
慮
に
過
ぎ
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
瘤
取

り
」
に
つ
い
て
は
草
稿
が
参
照
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
草
稿
に
よ
れ
ば
、
印
刷
で
は
「
佞
」
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
侫
」
の
字
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
（
２
）。

太
宰
治
「
東
京
八
景
」（『
東
京
八
景
』
実
業
之
日
本
社

一
九
四
一
年
五
月

二
三
頁
）
や
同

『
右
大
臣
實
朝
』（
錦
城
出
版
社

一
九
四
三
年
九
月

一
四
〇
頁
）
に
あ
る
例
も
ま
た
「
侫
」
の
字

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
誤
植
の
疑
い
は
い
よ
い
よ
濃
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て

青
森
県
出
身
で
あ
っ
た
太
宰
治
（
本
名
・
津
島
修
治
）
に
と
っ
て
、
郷
里
の
祭
り
の
漢
字
表
記
が

「
佞
武
多
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
（
３
）、
有
力
な
裏
づ
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
太
宰
治
『
津

輕
』（
一
九
四
四
年
一
一
月

小
山
書
店

一
〇
八
頁
）
に
も
「
侫
武
多
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
ほ
と

マ
マ

ん
ど
が
「
侫
」
の
字
と
い
う
傾
向
が
分
か
る
。

上
記
の
理
由
に
よ
り
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
流
布
本
に
あ
る
「
佞
」
の
字
は
、「
侫
」
の
字
の
誤
植

で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
結
果
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
一
篇
の
解
釈
は
も
と
よ
り
、
教
科
書
、
辞
書
、

全
集
等
々
の
書
き
換
え
と
い
う
事
態
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
少
な
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か
ら
、
ど
ん
な
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
、
少
し
づ
つ
私
に
も
、
わ
か
つ
て
来
た
。
私
は
無
智
驕

慢
の
無
頼
漢
、
ま
た
は
白
痴
、
ま
た
は
下
等
狡
猾
の
好
色
漢
、
に
せ
天
才
の
詐
欺
師
、
ぜ
い
た

く
三
昧
の
暮
し
を
し
て
、
金
に
つ
ま
る
と
狂
言
自
殺
を
し
て
田
舎
の
親
た
ち
を
、
お
ど
か
す
。

（
下
略
）

（「
東
京
八
景
」）

何
を
以
て
か
我
を
注
意
人
物
と
な
す
、
名
誉
毀
損
な
り
、
そ
も
そ
も
老
婆
心
の
忠
告
と
は
古
来
、

そ
の
心
裡
の
卑
猥
陋
醜
な
る
者
の
最
後
に
試
み
る
牽
制
の
武
器
に
し
て
、
か
の
宇
治
川
先
陣
、

佐
々
木
の
囁
き
に
徴
し
て
も
そ
の
間
の
事
情
明
々
白
々
な
り
、
い
か
に
も
汝
は
卑
怯
未
練
の
老

婆
な
り
、（
下
略
）

（「
花
吹
雪
」）

し
か
も
世
の
誹
謗
は
彼
等
父
子
に
の
み
集
め
さ
せ
て
お
の
れ
は
涼
し
い
善
人
の
顔
で
も
つ
ぱ
ら

一
家
の
隆
盛
を
は
か
り
、
そ
の
柔
侫
多
智
、
相
州
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
ぬ
大
奸
物
、（
下
略
）

（『
右
大
臣
實
朝
』（
６
））

ギ
リ
シ
ヤ
神
話
に
於
い
て
、
最
も
侫
悪
醜
穢
の
魔
物
は
、
や
は
り
あ
の
萬
蛇
頭
の
メ
デ
ゥ
サ
で

あ
ら
う
。
眉
間
に
は
狐
疑
の
深
い
皺
が
き
ざ
み
込
ま
れ
、
小
さ
い
灰
色
の
眼
に
は
浅
間
し
い
殺

意
が
燃
え
、
真
蒼
な
頬
は
威
嚇
の
怒
り
に
震
へ
て
、
黒
ず
ん
だ
薄
い
唇
は
嫌
惡
と
侮
蔑
に
ひ
き

つ
つ
た
や
う
に
ゆ
が
ん
で
ゐ
る
。
さ
う
し
て
長
い
頭
髪
の
一
本
一
本
が
こ
と
ご
と
く
腹
の
赤
い

毒
蛇
で
あ
る
。

（「
舌
切
雀
」『
お
伽
草
紙
』）

信
じ
て
や
ら
な
け
り
や
可
哀
想
だ
。
そ
れ
に
ま
た
、
こ
の
龜
の
こ
れ
ま
で
の
浦
島
に
対
す
る
態

度
か
ら
判
斷
し
て
も
、
決
し
て
か
の
エ
デ
ン
の
園
の
蛇
の
如
く
、
佞
奸
邪
智
に
し
て
、
恐
ろ
し

い
破
滅
の
誘
惑
を
囁
く
や
う
な
性
質
の
も
の
で
は
無
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

所
謂
さ
つ
き
の
鯉
の
吹
流
し
の
、
愛
す
べ
き
多
辯
家
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

つ
ま
り
、
何
の
惡
気
も
無
か
つ
た
の
だ
。
私
は
、
そ
の
や
う
に
解
し
た
い
。

（「
浦
島
さ
ん
」『
お
伽
草
紙
』）

し
か
し
、
自
分
の
や
う
に
人
間
を
お
そ
れ
［
、］

避
け
、
ご
ま
か
し
て
ゐ
る
の
は
、
れ
い
の
俗
諺
の

「
さ
は
ら
ぬ
神
に
た
た
り
な
し
」
と
か
い
ふ
狡
猾

質

譚
詩
」
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、「
猛
然
一
撃
」
以
外
は
す
べ
て
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
に
よ
る

加
筆
―
―
あ
る
い
は
、
別
の
知
ら
れ
ざ
る
先
行
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
と
い
う
方
が
厳
密
か
―
―
な
の
で

あ
る
。
冒
頭
の
「
邪
智
暴
虐
の
王
」
と
い
う
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
大
袈
裟
な
表
現
は
、「
人
質
」
で
は

単
に
「
暴
君
」
と
あ
る
の
み
と
い
う
一
事
か
ら
し
て
も
既
に
明
ら
か
だ
ろ
う
が
、
四
字
熟
語
は
太
宰

治
と
い
う
書
き
手
（
編
集
者
や
演
出
家
、
化
粧
師
に
擬
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
）
に
と
っ
て
必

須
の
脚
色
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
が
急
浮
上
し
て
く
る
。
こ
の
仮
説
は
、
他
者
の
言
説
を

自
己
化
す
る
こ
と
に
秀
で
た
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
の
手
に
な
る
他
の
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
際
に

も
応
用
で
き
る
指
標
と
言
え
る
。
他
者
の
言
説
に
自
家
薬
籠
中
の
四
字
熟
語
の
数
々
を
辷
り
込
ま
せ

る
こ
と
で
自
己
化
す
る
。
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
お
け
ば
、
典
拠
が
確
定
し
て
い
な
い
テ

ク
ス
ト
を
分
析
す
る
際
に
も
、
太
宰
な
る
書
き
手
の
地
声
と
そ
う
で
な
い
他
者
の
声
と
を
あ
る
程
度
、

弁
別
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
以
上
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
以
外
の
テ
ク
ス
ト
に
ま
で
分
析
範
囲
を
拡

張
し
て
み
た
と
き
、
さ
ら
に
驚
く
べ
き
事
実
に
行
き
当
た
る
。

あ
あ
、
こ
の
鼻
の
さ
き
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
私
に
似
て
い
る
残
虐

無
道
の
ポ
ン
チ
画
。

（「
め
く
ら
草
紙
」）

決
意
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
少
年
の
傲
慢
無
礼
を
、
打
擲
し
て
し
ま
は
う
と
決
意
し
た
。
さ

う
と
決
意
す
れ
ば
、
私
も
か
な
り
に
兇
惡
酷
冷
の
男
に
な
り
得
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
。
私
は
馬

鹿
に
似
て
ゐ
る
が
、
け
れ
ど
も
、
根
か
ら
の
低
能
で
も
無
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
自
信
が
無
い
と

は
言
つ
て
も
、
そ
れ
は
ま
た
別
な
尺
度
か
ら
言
つ
て
ゐ
る
事
で
、
何
も
こ
ん
な
一
面
識
も
無
い

年
少
の
者
か
ら
、
こ
れ
程
ま
で
に
み
そ
く
そ
に
言
は
れ
る
覺
え
は
無
い
の
で
あ
る
。

（「
乞
食
學
生
」）

實
情
を
知
り
な
が
ら
送
金
し
た
と
な
れ
ば
、
兄
た
ち
は
、
後
々
世
間
の
人
か
ら
、
私
の
共
犯
者

の
や
う
に
思
は
れ
る
だ
ら
う
。
そ
れ
は
、
い
や
だ
。
私
は
あ
く
ま
で
狡
智
侫
辯
の
弟
に
な
つ
て

兄
た
ち
を
欺
い
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
盗
賊
の
三
分
の
理
窟
に
似
て
ゐ
た
が
、
そ
ん
な
ふ

う
に
大
眞
面
目
に
考
へ
て
ゐ
た
。

（「
東
京
八
景
」）

二
、
三
の
共
に
離
れ
が
た
い
親
友
の
他
に
は
、
誰
も
私
を
相
手
に
し
な
か
っ
た
。
私
が
世
の
中
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変
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
語
彙
を
意
図
的
に
自
己
の
テ
ク
ス
ト
（
前
期
・
中
期
・
後
期
）
に
遍
く
散
り

ば
め
反
復
さ
せ
る
こ
と
（conduplicatio

）
に
よ
っ
て
、
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
は
自
己
の
像
を
読

者
に
幻
視
さ
せ
た
と
い
う
ふ
う
な
技
術
的
、
戦
略
的
な
理
解
も
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
邪
智
暴
虐
」
系
の
四
字
熟
語
に
固
執
し
た
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
意
味

を
変
え
る
こ
と
な
く
表
現
の
微
妙
な
綾
を
巧
み
に
言
い
換
え
て
み
せ
る
と
い
う
、い
わ
ば
言
葉
遊
び

ニ
ュ
ア
ン
ス

そ
の
も
の
に
惹
か
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
四
字
熟
語
の
持
つ
こ
う
し
た
機
微

と
魅
力
に
つ
い
て
は
、「
平
談
俗
語
」
／
「
俗
談
平
話
」
の
差
異
を
取
り
あ
げ
た
高
橋
英
夫
の
言
が
参

考
に
な
る
。

前
半
と
後
半
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
ほ
か
、
違
う
字
が
一
つ
使
わ
れ
て
い
る
が
、
意
味
は
ほ

ぼ
同
じ
ら
し
く
、
日
常
会
話
の
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
を
さ
す
。
以
前
か
ら
「
平
談
俗
語
」
の
ほ
う

が
目
と
耳
に
な
じ
ん
で
い
た
け
れ
ど
、
あ
る
時
「
俗
談
平
話
」
は
芭
蕉
に
か
か
わ
り
が
あ
る
よ

う
だ
と
気
が
つ
い
た
。（
中
略
）
も
う
一
つ
分
か
っ
た
の
は
「
俗
談
平
話
」
は
俳
諧
研
究
の
分
野

だ
け
に
残
り
、
一
般
に
は
「
平
談
俗
語
」
と
習
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。「
日
本
国
語
大

辞
典
」
は
「
平
談
俗
語
」
の
文
例
に
島
崎
藤
村
「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」、
唐
木
順
三
「
道
元
」

を
挙
げ
て
い
る
。「
平
談
俗
話
」
の
形
な
ら
坪
内
逍
遙
「
小
説
神
髄
」
に
も
。
私
の
遊
び
心
は
こ

ん
な
逸
脱
に
時
間
を
費
や
し
た
。（
９
）

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
も
ま
た
、
こ
う
し
た
四
字
熟
語
の
機
微
に
魅
了
さ

れ
た
一
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

文
体
論
の
第
一
人
者
で
あ
る
中
村
明
に
よ
れ
ば
、「
短
編
に
同
じ
こ
と
ば
が
繰
り
返
し
現
れ
る
の
は

興
醒
め
だ
と
言
う
永
井
龍
男
の
よ
う
な
作
家
も
い
れ
ば
、
武
者
小
路
実
篤
の
よ
う
に
同
じ
こ
と
ば
が

何
度
出
よ
う
が
一
向
に
驚
か
な
い
天
衣
無
縫
の
文
章
も
中
に
は
あ
る
。
太
宰
は
む
し
ろ
積
極
的
に
同

語
を
繰
り
返
す
タ
イ
プ
だ
。」
と
い
う
（

）。
し
か
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
一
方
で
は
「
簡
単
な
の
だ
、

１０

簡
単
な
の
だ
」（「
思
ひ
出
」）「
み
ん
な
み
ん
な
」「
に
く
し
み
に
く
し
み
」「
う
し
ろ
へ
う
し
ろ
へ
」

（「
逆
行
」）
な
ど
の
よ
う
に
、
同
じ
言
葉
を
連
続
し
て
繰
り
返
す
タ
イ
プ
で
は
あ
る
も
の
の
、
他
方

で
は
同
じ
四
字
熟
語
は
他
作
で
あ
っ
て
も
絶
対
に
繰
り
返
さ
な
い
と
い
っ
た
側
面
が
あ
る
こ
と
も
付

け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

円
満
字
二
郎
は
、「
小
説
の
中
の
四
字
熟
語
を
語
ろ
う
と
し
て
、
太
宰
治
の
名
を
落
と
す
こ
と
は
で

き
な
い
。」
と
言
っ
た
上
で
、

［
怜
悧
狡
猾
］
の
處
生
訓
を
遵
奉
し
て
ゐ
る
の
と
［
、］

同
じ
形
だ
、
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
せ
う
か
。
あ
あ
［
、］

（『
人
間
失
格
』
草
稿
（
７
））

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、「
邪
智
暴
虐
」
／
「
奸
侫
邪
智
」
と
い
う
言
い
換
え
が
「
走

れ
メ
ロ
ス
」
一
篇
と
い
う
狭
い
範
囲
を
超
え
て
、〝
太
宰
治
全
集
〟
と
い
う
広
域
の
中
で
も
行
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ
の
言
い
換
え
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

非
常
に
豊
富
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
が
「
邪
智
暴
虐
」
に
類
す
る
四
字

熟
語
の
系
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
徹
底
的
に
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
た
と
え
意
味
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
表
現
は
微
妙

に
変
え
る
と
い
う
規
則
の
よ
う
な
も
の
に
、
書
き
手
の
自
負
の
よ
う
な
も
の
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

四
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
が
「
邪
智
暴
虐
」
に
類
す
る
四
字
熟
語
の
系
に
こ
こ
ま
で
固
執
し
た
理
由

は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

葉
藏
は
長
い
睫
を
伏
せ
た
。
虚
傲
。
懶
惰
。
阿
諛
。
狡
猾
。
惡
徳
の
巣
。
疲
勞
。
忿
怒
。
殺
意
。

我
利
我
利
。
脆
弱
。
欺
瞞
。
病
毒
。
ご
た
ご
た
と
彼
の
胸
を
ゆ
す
ぶ
つ
た
。
言
つ
て
し
ま
は
う
か
と

思
つ
た
。
わ
ざ
と
し
よ
げ
か
へ
つ
て
呟
い
た
。

「
ほ
ん
た
う
は
、
僕
に
も
判
ら
な
い
の
だ
よ
。
な
に
も
か
も
原
因
の
や
う
な
気
が
し
て
。」

右
は
『
人
間
失
格
』
の
一
節
で
あ
る
が
、
太
宰
の
熱
心
な
読
者
で
あ
れ
ば
、
直
ち
に
「
虚
傲
。
懶

惰
。
阿
諛
。
狡
猾
。
惡
徳
の
巣
。
疲
勞
。
忿
怒
。
殺
意
。
我
利
我
利
。
脆
弱
。
欺
瞞
。
病
毒
。」と
い

う
熟
語
の
羅
列
に
太
宰
の
体
臭
の
よ
う
な
も
の
を
嗅
ぎ
当
て
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
実
は「
残
虐
無
道
」

「
厚
顔
無
恥
」「
邪
智
暴
虐
」「
奸
侫
邪
智
」「
傲
慢
無
礼
」「
兇
惡
酷
冷
」「
狡
智
侫
辯
」「
無
智
驕
慢
」

「
下
等
狡
猾
」「
卑
猥
陋
醜
」「
卑
怯
未
練
」「
柔
侫
多
智
」「
侫
惡
醜
穢
」「
佞
奸
邪
智
」「
怜
悧
狡
猾
」

と
い
っ
た
四
字
熟
語
の
系
に
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
あ
た
か
も
パ
ン
ド
ラ
の
匣
を
開
け
て

し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、
人
間
心
理
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
暗
黒
面
を
表
す
こ
れ
ら
の
語
彙
が
太
宰
治

と
い
う
書
き
手
の
好
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
（
８
）。
さ
ら
に
見
方
を
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た
と
え
ば
、
メ
ロ
ス
と
い
う
主
人
公
か
ら
一
方
的
に
「
邪
智
暴
虐
」
や
「
奸
侫
邪
智
」
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
う
デ
ィ
オ
ニ
ス
王
と
い
う
人
物
造
形
を
考
察
す
る
上
で
は
、
同
じ
よ
う
に

形
容
さ
れ
る
他
の
人
物
造
形
を
参
照
す
る
と
い
う
手
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
侫
悪
醜
穢
」
と
い
う
四

字
熟
語
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
る
「
舌
切
雀
」（『
お
伽
草
紙
』）
に
お
け
る
「
メ
デ
ゥ
サ
」。「
眉
間
に
は

狐
疑
の
深
い
皺
が
き
ざ
み
込
ま
れ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
デ
ィ
オ
ニ
ス
王
の
描
写
と
酷
似
し
て
い
る
。

こ
れ
は
さ
ら
に
「
古
典
風
」
の
「
か
つ
て
叡
智
に
輝
や
け
る
眉
間
に
は
、
短
剣
で
切
り
込
ま
れ
た
や

う
な
無
慙
に
深
い
立
皺
が
き
ざ
ま
れ
、
細
く
小
さ
い
二
つ
の
眼
に
は
狐
疑
の
焰
が
青
く
燃
え
」
と
い

う
カ
リ
ギ
ュ
ラ
王
の
描
写
を
も
招
き
寄
せ
る
。
四
字
熟
語
は
、
単
独
の
作
品
と
い
う
枠
に
こ
だ
わ
っ

て
い
て
は
決
し
て
見
え
て
こ
な
い
、
太
宰
治
と
い
う
書
き
手
が
手
の
内
に
握
る
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
の

よ
う
な
も
の
を
明
る
み
に
出
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
奸
侫
邪
智
」
と
最
も
酷
似
す
る
「
佞
奸
邪
智
」
と
い
う
四
字
熟
語
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
る

「
浦
島
さ
ん
」（『
お
伽
草
紙
』）
に
出
て
く
る
「
エ
デ
ン
の
園
の
蛇
」
が
「
恐
ろ
し
い
破
滅
の
誘
惑
を

囁
く
や
う
な
性
質
」
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
け
ば
、
メ
ロ
ス
が
故
郷
へ
の
未
練
を
振
り

払
う
際
に
「
邪
智
暴
虐
」
で
な
く
「
奸
侫
邪
智
」
と
言
い
換
え
た
こ
と
の
意
味
が
明
瞭
に
な
る
だ
ろ

う
。さ

ら
に
、「
傲
慢
無
礼
」「
兇
悪
酷
冷
」
と
い
う
四
字
熟
語
に
導
か
れ
れ
ば
、
メ
ロ
ス
に
焦
点
化
さ

れ
た
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
語
り
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。「
乞
食
學
生
」

中
の
「
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
少
年
の
傲
慢
無
礼
を
、
打
擲
し
て
し
ま
は
う
と
決
意
し
た
。
さ

う
と
決
意
す
れ
ば
、
私
も
か
な
り
に
兇
惡
酷
冷
の
男
に
な
り
得
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
。」
と
い
う
記
述

は
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
デ
ィ
オ
ニ
ス
王
の
「
邪
智
暴
虐
」
が
実
は
「
傲
慢
無
礼
」
な
メ
ロ
ス
の
態
度

に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
一
時
的
な
態
度
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。「
何
も
こ
ん
な
一

面
識
も
無
い
年
少
の
者
か
ら
、
こ
れ
程
ま
で
に
み
そ
く
そ
に
言
は
れ
る
覺
え
は
無
い
の
で
あ
る
。」
と

い
う
「
乞
食
學
生
」
の
記
述
は
、
そ
の
ま
ま
デ
ィ
オ
ニ
ス
王
の
心
の
中
の
呟
き
と
間
テ
ク
ス
ト
的
に

結
ば
れ
る
。

「
乞
食
學
生
」
と
い
う
四
字
標
題
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
場
面
も
あ
る
。

私
と
て
、
恥
を
知
る
男
子
で
あ
る
。
ま
ま
に
な
る
事
な
ら
、
そ
の
下
手
く
そ
の
作
品
を
破
り
捨

て
、
飄
然
ど
こ
か
山
の
中
に
で
も
雲
隠
れ
し
た
い
も
の
だ
、
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

小
心
卑
屈
の
私
に
は
、
そ
れ
が
出
来
な
い
。
け
ふ
、
こ
の
作
品
を
雑
誌
社
に
送
ら
な
け
れ
ば
、

私
は
編
輯
者
に
嘘
を
つ
い
た
こ
と
に
な
る
。
私
は
、
け
ふ
ま
で
に
は
必
ず
お
送
り
致
し
ま
す
、

と
い
っ
て
も
、
太
宰
が
常
に
四
字
熟
語
を
多
用
す
る
作
家
だ
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
の
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
、
戦
後
の
代
表
作
の
一
つ
『
斜
陽
』
で
は
、
彼
は
ほ
と
ん
ど
四
字
熟

語
を
使
っ
て
な
い
。
こ
の
小
説
は
、
彼
が
得
意
と
し
た
女
性
に
よ
る
独
白
体
と
い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る
が
、
同
じ
形
式
を
と
る
『
女
生
徒
』
や
『
き
り
ぎ
り
す
』
と
い
っ
た
作
品
で
も
、
太

宰
は
四
字
熟
語
を
あ
ま
り
使
わ
な
い
。（
）
１１

と
指
摘
す
る
が
、
厳
密
に
は
「
女
生
徒
」
が
有
明
淑
の
日
記
を
下
敷
き
に
し
、『
斜
陽
』
が
太
田
静
子

の
日
記
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
を
踏
査
し
た
上
で
の
結
論
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
太
宰
治
が
四
字
熟
語
を
多
用
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
な
い
と
も
言

え
る
。
と
い
う
の
は
、
太
宰
治
の
作
品
に
出
て
く
る
言
葉
は
、
即
、
太
宰
治
自
身
の
言
葉
で
は
な
い

と
い
う
テ
ー
ゼ
を
噛
み
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

太
宰
治
と
い
う
書
き
手
に
と
っ
て
の
四
字
熟
語
は
、
書
き
手
が
他
者
の
言
説
を
自
己
化
す
る
と
き

に
発
動
す
る
こ
と
が
多
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
太
宰
治
は
四
字
熟
語
を
多
用
し
な
か
っ
た
と
も
言
い

得
る
し
、
太
宰
自
身

機

機

機

機

は
常
に
四
字
熟
語
を
多
用
す
る
書
き
手
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
よ
り
は
、
四
字
熟
語
を
抑
圧
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
無
調
整
の

牛
乳
の
よ
う
に
、
自
己
の
言
説
を
抑
圧
し
、
他
者
の
言
説
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
て
い
る
と
い
う
風
に

理
解
す
る
方
が
よ
り
真
実
に
近
い
だ
ろ
う
し
、
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
女
語
り
の
よ
う

な
他
者
の
言
説
を
中
心
に
据
え
た
場
面
で
は
、
四
字
熟
語
を
多
用
す
る
道
化
の
太
宰
治
と
い
う
男

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

が

消
失
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
た
現
時
点
で
の
私
の
考
え
で
あ
る
。

作
品
の
内
部
は
作
者
の
た
っ
た
一
つ
の
声
だ
け
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
は
、
や
や
も
す

る
と
解
釈
を
狭
く
、
そ
し
て
平
板
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
危
険
で
あ
る
。

五
思
う
に
四
字
熟
語
は
、
他
者
の
言
説
に
自
己
の
言
説
を
切
り
結
ぶ
装
置
＝
楔
で
あ
る
と
同
時
に
、

細
か
す
ぎ
た
り
潜
在
し
た
り
し
て
い
て
見
逃
し
が
ち
な
無
意
識
の
襞
を
さ
ま
ざ
ま
に
可
視
化
し
て
く

れ
る
探
照
灯
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
四
字
熟
語
は
、
自
己
の
テ
ク
ス
ト
や
言
説
間
の
相
互
性

（
ジ
ャ
ン
・
リ
カ
ル
ド
ゥ
の
言
葉
で
言
え
ば
「
制
限
的
な
間
テ
ク
ス
ト
性
」intertextualit姦

restreinte

）（
）、
一
見
無
関
係
に
見
え
る
文
脈
や
場
面
を
結
わ
え
、
思
い
も
寄
ら
ぬ
新
た
な
発
見
を

１２

開
い
て
く
れ
る
窓
＝
媒
介
で
も
あ
る
だ
ろ
う
（

）。

リ
ン
ク

メ
デ
ィ
ア

１３
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「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
「
邪
智
暴
虐
」
と
い
う
四
字
熟
語
か
ら
出
発
し
た
は
ず
の
議
論
は
、
い
つ
の

ま
に
か
思
い
も
か
け
な
い
漂
流
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
に
映
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
見
単
純
に

見
え
な
が
ら
、
実
は
意
外
な
奥
行
き
を
持
っ
て
い
る
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の

特
質
に
新
た
な
視
角
か
ら
鋭
く
メ
ス
を
入
れ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
以

外
に
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

六
今
日
も
っ
と
も
手
軽
に
漢
文
脈
を
自
ら
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
引
き
込
ん
で
く
れ
る
四
字
熟
語
で

あ
る
が
、
教
科
書
や
辞
典
と
い
う
も
の
は
お
し
な
べ
て
大
本
の
出
典
と
語
義
ば
か
り
を
偏
重
し
て
、

や
や
も
す
る
と
近
代
の
用
例
を
軽
視
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
む
ろ
ん
故
事
来
歴
や
語
義
に
関
す
る

正
確
な
知
識
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
四
字
熟
語
が
過
去
の
遺
物
で
は
な
く
今

な
お
現
役
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
重
き
を
置
き
、
起
源
中
心
の
研
究
・
教
育
か
ら
、
運
用
・
文
脈
中

心
の
そ
れ
へ
と
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
移
行
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
て
い
い
。

シ
フ
ト

図
ら
ず
も
、
齋
藤
希
史
が
、
言
文
一
致
体
を
起
点
と
す
る
日
本
の
近
代
文
学
史
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

な
通
説
に
反
し
、「
日
本
の
近
代
に
と
っ
て
漢
文
脈
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
ま
ず
見
定
め
る
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
か
」（
）

と
の
重
要
な
問
い
を
提
起
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
ま
た
、
円
満
字
二
郎
が
、

１４

日
本
近
代
小
説
に
お
け
る
四
字
熟
語
の
具
体
的
な
分
析
に
着
手
し
て
お
り
、
研
究
の
萌
芽
は
芽
吹
き

始
め
て
い
る
（

）。
こ
こ
ら
辺
り
で
『
太
宰
治
四
字
熟
語
辞
典
』（
仮
題
）
の
よ
う
な
も
の
を
構
想
し

１５

て
み
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

水
村
美
苗
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
が
、
日
本
語
リ
テ
ラ
シ
ー
の
低
下
と
、
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン

カ
（
世
界
共
通
語
）
と
し
て
の
英
語
の
台
頭
と
い
う
二
重
の
危
機
意
識
の
下
、
近
代
文
学
の
終
わ
り

と
豊
か
さ
と
を
鮮
や
か
に
同
時
照
射
し
て
み
せ
て
、
論
壇
に
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
を
与
え
た
が
（

）、
若

１６

い
世
代
が
四
字
熟
語
を
使
い
こ
な
せ
な
く
な
る
日
も
お
そ
ら
く
そ
う
遠
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
回
の

よ
う
な
拙
い
四
字
熟
語
の
用
例
研
究
で
も
、
豊
か
な
近
代
文
学
を
再
賦
活
す
る
手
だ
て
の
一
つ
と
な

っ
て
く
れ
れ
ば
と
希
う
も
の
で
あ
る
。

と
い
や
に
明
確
に
お
約
束
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
編
輯
者
は
、
私
の
こ
ん
な
下
手
な

作
品
に
対
し
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
ペ
エ
ジ
を
空
け
て
置
い
て
、
今
か
今
か
と
、
そ
の
到
来
を
待
つ

て
く
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
知
つ
て
ゐ
る
の
で
、
い
か
に
愚
劣
な
作
品
と
雖
も
、

み
だ
り
に
そ
れ
を
破
棄
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
義
務
の
遂
行
と
言
へ
ば
、
聞
え
も
い
い
が
、

さ
う
で
は
な
い
。
小
心
非
力
の
私
は
、
た
だ
唯
、
編
輯
者
の
腕
力
を
恐
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（
下
略
）

こ
こ
で
第
一
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
「
小
心
卑
屈
」
と
い
う
「
邪
智
暴
虐
」
に
類
す
る
四
字
熟
語

の
使
用
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
そ
の
四
字
熟
語
が
「
小
心
非
力
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
と
い
う
先
に

見
た
現
象
が
こ
こ
で
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
何
よ
り
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
原
型
的
に
酷
似
し
て
い
る
点
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の

「
義
務
遂
行
」
と
い
う
四
字
と
「
乞
食
學
生
」
の
「
義
務
の
遂
行
」
と
い
う
語
の
一
致
を
言
う
に
止

ま
ら
ず
、
構
図
、
話
型
が
非
常
に
よ
く
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
試
み
に
「
私
」
を
「
メ
ロ
ス
」

に
、「
編
輯
者
」
を
「
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
」
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
事
態
が
直
ち
に
飲
み
込
め
る

だ
ろ
う
。「
メ
ロ
ス
」
が
美
化
さ
れ
、「
私
」
は
卑
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
正
負
の
違
い
を
除
け
ば
、

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
同
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
す
る
た
め
、
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
同
じ
一

九
四
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
「
走
れ
メ
ロ
ス
」（
五
月
）
と
「
乞
食
學
生
」（『
若
草
』
七
月
～
一
二
月
）

に
は
、
他
に
も
通
底
す
る
要
素
・
問
題
が
非
常
に
多
い
。「
乞
食
學
生
」
を
座
右
に
置
い
て
「
走
れ
メ

ロ
ス
」
を
読
む
。
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
よ
っ
て
、
ま
た
新
た
な
解
釈
が
生
ま
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ

る
。上

記
は
し
か
も
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
他
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
も
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
解
釈
を
よ

り
豊
か
に
し
、
他
の
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
触
発
す
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
太
宰
治
の
四
字
熟
語
が
、
新
た
な
間
テ
ク
ス
ト
的
な
関
係
を
探
知
す
る
こ
と
を

助
け
て
く
れ
る
と
い
う
確
か
な
手
応
え
が
得
ら
れ
た
。
四
字
熟
語
に
導
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作

品
と
い
う
枠
を
超
え
、
太
宰
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
全
体
を
反
射
的
に
参
照
し
な
が
ら
横
断
す
る
こ
と
。

こ
の
ア
イ
デ
ア
は
と
り
わ
け
他
者
の
言
説
と
ど
う
切
り
結
ぶ
か
を
テ
ー
マ
と
す
る
太
宰
文
学
に
有
効

だ
と
考
え
る
が
、
し
か
し
太
宰
治
研
究
に
限
定
せ
ず
汎
用
化
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ

ば
、
手
堅
い
注
釈
研
究
と
恣
意
的
な
解
釈
学
と
の
懸
隔
を
埋
め
る
新
た
な
方
法
と
し
て
脚
光
を
浴
び

る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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太宰治と四字熟語

（
１
）

田
中
和
生
「
太
宰
治
の
現
代
性
―
「
他
者
」
に
触
れ
る
言
葉
」（『
国
文
学
』
二
〇
〇
八
年
三
月
）

（
２
）

青
森
県
立
図
書
館
・
青
森
県
近
代
文
学
館
編
『
資
料
集

第
三
輯

太
宰
治
・
原
稿
『
お
伽
草
紙
』
と
書
簡
』（
青
森

県
近
代
文
学
館

二
〇
〇
三
年
一
〇
月

一
七
頁
）

（
３
）

新
潮
社
編
『
新
潮
日
本
語
漢
字
辞
典
』（
新
潮
社

二
〇
〇
七
年
九
月
）
参
照
。

（
４
）

萩
原
朔
太
郎
「
常
識
家
の
非
常
識
」（『
不
同
調
』
一
九
二
八
年
三
月
、『
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
八
巻
』
筑
摩
書
房

一

九
七
六
年
七
月

六
一
四
頁
）
に
あ
る
「
女
ら
し
い
邪
智
の
惡
意
」
と
い
う
用
例
が
参
考
に
な
る
。「
女
ら
し
い
」
と
い

う
形
容
は
お
そ
ら
く
「
奸
侫
」
／
「
佞
奸
」
の
熟
語
か
ら
の
連
想
よ
り
導
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）

ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム

語
の
下
に
潜
む
語
』（
金
澤
忠
信
訳

水
声
社

二

〇
〇
六
年
三
月
）
参
照
。

（
６
）

太
宰
治
『
右
大
臣
實
朝
』（
錦
城
出
版
社

一
九
四
三
年
九
月
）
の
一
四
〇
頁
。
な
お
、
こ
の
一
四
〇
頁
に
は
「
兩
奸

蟠
踞
」「
兩
奸
」「
柔
侫
多
智
」「
大
奸
物
」「
幕
府
の
奸
」
と
い
う
よ
う
に
「
奸
」
や
「
侫
」
の
字
が
頻
出
し
て
お
り
、
本

稿
の
関
心
か
ら
し
て
非
常
に
興
味
深
い
一
頁
と
な
っ
て
い
る
。

（
７
）

太
宰
治
『
直
筆
で
読
む
「
人
間
失
格
」』（
集
英
社
新
書
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
版

二
〇
〇
八
年
一
一
月

二
八
〇
―
二
八
一

頁
）
参
照
の
こ
と
。
な
お
こ
こ
で
は
便
宜
上
、［

］
に
よ
り
加
筆
を
、

に
よ
り
削
除
を
示
し
た
。

（
８
）

藤
原
耕
作
「
戦
時
下
の
太
宰
治
文
学
―
「
佳
日
」
を
中
心
に
」（『
国
文
学
』
二
〇
〇
八
年
三
月
）
は
「〈
内
面
／
外

面
〉・〈
栄
え
／
滅
び
〉・〈
中
央
／
周
縁
〉・〈
強
／
弱
〉・〈
健
康
／
不
健
康
〉・〈
生
／
死
〉
な
ど
の
、
一
般
的
に
は
前
者
に

価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
傾
向
の
あ
る
二
項
対
立
に
お
い
て
、
あ
え
て
後
者
の
役
割
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
、
場
合
に
よ

っ
て
は
後
者
に
こ
そ
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
と
る
こ
と
」
を
「
太
宰
的
イ
ロ
ニ
ー
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
９
）

高
橋
英
夫
「
風
鈴
が
鳴
る
」（『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
八
年
八
月
一
七
日
朝
刊
）

（

）

中
村
明
『
日
本
語
の
文
体

文
芸
作
品
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
』（
岩
波
書
店

一
九
九
三
年
九
月

二
九
五
頁
）

１０
（

）

円
満
字
二
郎
『
心
に
し
み
る
四
字
熟
語
』（
光
文
社
新
書

二
〇
〇
七
年

三
七
頁
）

１１
（

）

土
田
知
則
『
間
テ
ク
ス
ト
性
の
戦
略
』（
夏
目
書
房

二
〇
〇
〇
年
五
月

四
二
―
四
三
頁
）
参
照

１２
（

）

テ
ッ
ド
・
ネ
ル
ソ
ン
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
バ
ー
チ
ャ
リ
テ
ィ
設
計
―
未
来
の
芸
術
で
あ
る
イ
ン
タ
ラ

１３

ク
テ
ィ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
設
計
は
、
新
た
な
哲
学
的
原
理
に
も
と
づ
く
」（
西
垣
通
編
著
訳
『
思
想
と
し
て
の
パ
ソ
コ
ン
』

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版

一
九
九
七
年
五
月

二
一
〇
頁
）
の
イ
メ
ー
ジ
も
参
照
。

（

）

齋
藤
希
史
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本

も
う
一
つ
の
こ
と
ば
の
世
界
』（
日
本
放
送
協
会

二
〇
〇
七
年
二
月

二
二
四

１４

頁
）

（

）

円
満
字
二
郎
『
心
に
し
み
る
四
字
熟
語
』（
光
文
社
新
書

二
〇
〇
七
年
）

１５
（

）

水
村
美
苗
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き

英
語
の
世
紀
の
中
で
』（
筑
摩
書
房

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
）

１６
注付

記本
稿
は
、
以
下
に
示
す
一
連
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
研
究
を
踏
ま
え
て
い
る
。
拙
稿
「「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
〈
話
型
学
〉
―
典
拠
・

教
科
書
・
解
釈
―
（
前
）」（『
日
本
近
代
文
学
会
北
海
道
支
部
会
報
』
第
四
号

二
〇
〇
一
年
七
月
）、
同
「「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の

〈
話
型
学
〉
―
典
拠
・
教
科
書
・
解
釈
―
（
後
）」（『
日
本
近
代
文
学
会
北
海
道
支
部
会
報
』
第
五
号

二
〇
〇
二
年
五
月
）、
同

「「
走
れ
メ
ロ
ス
」
評
釈
（
一
）」（
山
内
祥
史
編
『
太
宰
治
研
究

』
和
泉
書
院

二
〇
〇
七
年
六
月
）、
同
「「
走
れ
メ
ロ
ス
」
評

１５

釈
（
二
）」（
山
内
祥
史
編
『
太
宰
治
研
究

』
和
泉
書
院

二
〇
〇
八
年
六
月
）、
同
「「
走
れ
メ
ロ
ス
」
評
釈
（
三
）」（
山
内
祥
史

１６

編
『
太
宰
治
研
究

』
和
泉
書
院

二
〇
〇
九
年
六
月
）。
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
如
上
い
ち
い
ち
注
に
挙
げ
る
こ
と
を
し
な

１７

か
っ
た
が
、
併
読
し
て
戴
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

太
宰
治
の
本
文
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
出
典
を
明
示
し
た
も
の
を
除
き
、
私
に
校
訂
し
た
本
文
を
使
用
し
た
。
論
の
性
質
上
、
厳

密
さ
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
旧
字
・
旧
仮
名
も
使
用
し
た
。
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