
地

5~犬

饗
L 

試

ラとb、
再開

〆声、、

一
、、--

「
地
獄
縦
覧
」
の
語
り
手
そ
の
も
の
に
関
す
る
諸
問
題
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
に
付
随
し
た
問
題
、
例
え
ば
作
中
人
物
の
読
み
取
り
方
や

芥
川
龍
之
介
の
執
筆
態
度
と
い
う
テ
l
マ
論
も
含
め
て
の
幅
広
い
考
察
の

手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
だ
が
、
従
来
の
研
究
史
に

・
お
い
て
そ
の
身
分
等
の
一
応
の
推
測
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
余
り
重
要

視
さ
れ
た
跡
は
う
か
が
え
な
い
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
参

考
ま
で
に
既
存
の
語
り
手
推
定
の
結
果
を
挙
げ
て
も
、
「
下
級
官
吏
」
で

一
庶
民
よ

h
tし
い
存
…
割
、
「
堀
川
の
大
殿
に
二
十
年
も
仕
え
た
長
刀
、

「
近
侍
の
者
」
と
い
う
ほ
ど
の
枠
を
出
、
ず
、
年
令
、
性
別
に
つ
い
て
も
推

定
は
暖
昧
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
作
品
中
に
身
分
、
年
令
、

性
別
の
大
体
の
分
析
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
記
述
が
幾
つ
か
あ
る
の
で
、

ど
う
い
う
語
り
手
か
ら
こ
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
イ
メ
ー
ジ
出
来
る

r青

さ

ゆ

り

程
度
に
ま
で
、
具
体
化
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。

な
お
「
邪
宗
門
」
に
お

い
て
こ
の
語
り
手
に
酷
似
し
た
、
或
い
は
同

一
と
も
言
う
べ

き
語
り
手
が

登
場
す
る
が
、

こ
こ
で
は
参
考
に
し
な
い
も
の
と
す
る
。

ま
ず
、
年
令
的
な
推
測
が
出
来
る
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
(傍
点
筆

者
)

大
殿
様
御

一
代
の
聞
に
は
:
:
:
一
章

大
殿
様
に
も
一.一竹
争
点
が
伽
+
秒
台
:
:
:
一

章

私
は
一
生
の
中
山
唯
一
度
:
:
:
十
五
章

そ
の
後
何
十
年
か
の
雨
風
に
:
:
:
二
十
章

(
墓
が
)
卦
静
い
打
、
ゐ
る
に
:
:
:
二
十
章

こ
の
よ
う
に
、
地
獄
変
扉
風
の
事
件
が
起
こ

っ
た
時
、
既
に
語
り
手
は

二
十
年
も
大
殿
に
仕
え
て
い
た
人
間
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
後
数
十
年
を

経
で
良
秀
の
墓
が
苔
蒸
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
力
A
7
H

に
至

っ
て
い
る
。

そ
の
上
、
大
殿
の

一
生
を
看
取
っ
た
よ
う
な
、
そ
し
て
自
分
自
身
も

一
生

を
振
り
返
っ
て
述
べ
て
い
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
の
で
、
仮
り
に
十
五
の
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時
か
ら
大
殿
に
仕
え
た
と
し
て
事
件
の
頃
は
三
十
五
、
そ
れ
か
ら

H

何
十

年
か
々
を
三
十
年
く
ら
い
だ
と
考
え
る
と
、
六
十
代
半
ば
の
老
人
が
浮
か

ん
で
く
る
。

次
に
性
別
の
推
定
は
、
十
二
章
で
「
も
し
狼
務
者
で
も
あ
っ
た
な
ら
、

目
に
も
の
見
せ
て
く
れ
や
う
と
L

と
あ
る
こ
と
や
、
十
七
章
で
「
私
と
向

ひ
あ
っ
て
ゐ
た
侍
は
」
と
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
語
ら
れ
る
言
葉
が

「牽
強

附
曾
」
「
慢
業
重
塁
」
な
ど
漢
語
混
じ
り
で
女
性
の
使
う
も
の
で
は
な
い
と

い
う
感
じ
を
受
け
る
こ
と
、
そ
し
て
貴
人
の
側
近
に
侍
る
者
は
男
性
に
は

男
性
、
女
性
に
は
女
性
と
考
え
て
ほ
ぽ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
男
性
だ
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
身
分
に
つ
い

て
は
作
品
中
に
さ
ほ
ど
厳
然
た
る
記
述
は
な
い
が
、
手
が
か
り
と
す
べ
き

箇
所
は
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)

••••..••••• 
御
側
に
仕

へ
て
ゐ
た
私
ど
も
が
:
:
:
一
章

向
か
ひ
あ
っ
て
ゐ
た
侍
は
:
:
:
十
七
章

御
側
の
者
た
ち
に
瞬
せ
を
・:・
・・十
七
章

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
自
ら
が
大
殿
の
側
近
に
あ
り
な
が
ら
、
十
七

章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ま
だ
更
に
大
殿
の

H

御
側
去
ら
ず
H

の
人
聞
が
い
る

よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
る
。
大
殿
が
車
を
焼
く
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ

た
時
、
語
り
手
は
大
殿
の
側
で
は
な
く
縁
の
下
に
い
て
侍
と
向
か
い
合
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
高
い
地
位
で
な
く
大
殿
の
側
に
侍
し
て
い
ら
れ
る
者

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
会
人
と
い
う
身
分
で
あ
る
。

大
殿
は
皇
族
で

は
な
い
の
で
厳
密
に
は
舎
人
で
な
く
、
上
級
公
家
に
与
え
ら
れ
る
資
人
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
な
ら
江
戸
時
代
の
小
姓
等
に
相
当
し
、
身

分
と
し
て
は
さ
ほ
ど
高
く
な
く
と
も
貴
人
の
側
近
に
あ

っ
て
雑
役
や
護
衛

の
任
に
あ
た
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
語
り
手
は
、
老
境
に

あ
る
資
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

-------一一、、-'

前
節
で
推
定
し
た
、
資
人
で
あ
る
老
人
が
語
る
と
こ
ろ
の
話
は
、
自
分

が
見
聞
き
し
た
こ
と
を
回
想
す
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
当
然
の

事
な
が
ら

「
私
は
:
:
:
し
ま
し
た
」
と
い
う

一
人
称
の
形
と
な

っ
て

い
る
。

こ
こ
で
何
故
芥
川
が

こ
の
作
品
を
一
人
称
で
書
い
た
の
か
、
何
故
三
人
称

体
で
書
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
が
、
ま
ず

一
人
称
と
三
人

称
の
特
徴
的
な
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
人
称
は
言
う
ま
で
も
な
く

「
私
L

が
経
験
し
た
こ
と
を
「
私
」
が
語

る
と
い
う
形
で
あ
る。

つ
ま
り
、
語

っ
て
い
る

「
私
」
も
作
中
人
物
な
の

で
あ
る
。
一
方
、
三
人
称
は
作
中
人
物
と
は
違
う
作
者
が
存
在
す
る
。
作

中
人
物
を
作
者
が
語
り
、
描
き
、
動
か
す
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
三
人
称

に
も
二
通
り
あ
る
。
一

つ
は
絶
対
的
な
客
観
描
写
、
つ
ま
り
作
中
人
物
全

で
に
と

っ
て

H

神
の
如
き
ω

存
在
で
あ
る
作
者
が
書
く
方
法
で
、
も
う
一

つ
は
作
者
が
作
者
と
し
て
作
品
中
に
顔
を
出
し
て
く
る
方
法
で
あ
る。

後

者
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
同
じ
芥
川
の

『羅
生
門
』
に
あ
る
「
作
者
は
さ

っ
き
、
『
下
人
が
雨
ゃ
み
を
待
っ
て
ゐ
た
』
と
書
い
た
。
」
と
い
う
文
章
な
ど

が
適
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
作
者
が
表
出
す
る
し
な
い
に
関
係
な
く
、

三
人
称
で
書
か
れ
た
文
章
で
は
、
作
者
は
作
中
人
物
に
対
し
て
も
作
品
全
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体
に
対
し
て
も
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
真
偽
は

読
者
に
は
問
う
権
利
が
な
い
。
同
じ
よ
う
に

『
羅
生
門
』
に
例
を
取
る
が
、

「下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。
」
と
い
う
部
分
に
し
て
も
、
「
誰
も
知

ら
な
い
」
と
断
言
さ
れ
た
以
上
は
、
下
人
が
引
剥
に
な
っ
た
か
な
ら
な
か

っ
た
か
と
い
う
詮
索
は
自
由
で
あ
る
が
、
そ
の
行
方
を
誰
も
知
ら
な
い
と

い
う
事
実
は
変
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
作
中

人
物
と
共
に
時
間
を
過
ご
し
た
者
が
語
り
手
と
な

っ
て
い
る
場
合
、
つ
ま

り
語
り
手
が
作
中
人
物
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
読
者
は
語
り
手
の

話
す

H

事
実
“
を
、
客
観
性
や
絶
対
性
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
疑
い
、

否
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
語
り
手
は
話
を
作
っ
た
者
で
は

な
い
。
た
だ
或
る
事
柄
を
自
分
な
り
に
伝
え
れ
ば
良
い
立
場
に
い
る
の
で

あ
る
。
作
中
で
は
語
り
手
も
感
情
を
持
つ
。
事
件
を
語
る
に
あ
た
っ
て
感

情
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
れ
ば
、
当
然
そ
れ
は
客
観
性
の
失

わ
れ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
作
者
が
直
接
作
中
人
物
を
動
か
す
の
と
は

異
な
り
、
語
り
手
が
事
件
や
人
物
を
見
て
、
語
り
手
の
目
と
心
と
を
経
由

し
て
話
が
提
供
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
私
が
:
:
:
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
の
・
:

・
:
な
事
件
は
:
:
:
で
あ
っ
た
」
と
い
う
形
で
話
が
提
供
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て

一
人
称
小
説
の
場
合
に
は
語
り
手
に
作
品
中
で
作
中
人
物
と
し
て

の
価
値
判
断
が
許
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
読
者
に
も
そ
の
内
容
に
推

測
や
疑
念
を
差
し
狭
む
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。

-------
一、、J

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
今
度
は
仮
り
に
こ
の
作
品
が
三
人
称

で
書
か
れ
て
い
た
場
合
を
想
定
し
て
、
本
文
を
部
分
的
に
抜
き
出
し
て
三
一

人
称
に
書
き
換
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
語
り
の
文
体
を
使
っ
た
こ
と
が
結
果

と
し
て
ど
ん
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
か
ら

一

人
称
体
を
使
っ
た
意
図
を
考
察
す
る
手
が
か
り
も
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

ま
ず
、

三
章
の
こ
の
部
分
で
あ
る
。

で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
を
御
品
展
に
な
っ
た
の

は
、
全
く
こ
の
猿
を
可
愛
が
っ
た
、
孝
行
恩
愛
の
情
を
御
賞
美
な
す

っ
た
の
で
、
決
し
て
世
間
で
兎
や
角
申
し
ま
す
や
う
に
、
色
を
御
好

み
に
な
っ
た
謬
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
尤
も
か
や
う
な
噂
の
立
ち
ま

し
た
起
り
も
、
無
理
の
な
い
所
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
又
後
に

な
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
御
話
し
致
し
ま
せ
う
。
こ
、
で
は
唯
大
殿
様
が
、

如
何
に
美
し
い
に
し
た
所
で
、
絵
師
風
情
の
娘
な
ど
に
、
想
ひ
を

御
懸
け
に
な
る
方
で
は
な
い
と
云
ふ
事
を
申
し
上
げ
て
置
け
ば
、
よ

ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。

と
い
う
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
語
り
手
は
大
殿
の
弁
護
を
、
大
殿
の

本
心
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
吻
で
行
な
っ
て
い
る
。
一

人
称
で
あ

る
以
上
、
し
か
も
語
り
手
が
登
場
人
物
の

一
人
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
語

り
手
は
他
人
、
つ
ま
り
こ
の
場
合
は
大
殿
の
内
面
は
知
ら
な
い
こ
と
が
前

提
と
な

っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
三
人
称
に
書
き
換
え
て
、

従
っ
て
、
大
殿
が
良
秀
の
娘
を
品
展
に
し
た
の
は
、
全
く
こ
の
猿
を

可
愛
が
っ
た
、
孝
行
恩
愛
の
情
を
賞
美
し
た
か
ら
で
、
決
し
て
世
間

で
兎
や
角
云
ふ
や
う
に
、
色
を
好
ん
だ
謬
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
尤
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も
か
や
う
な
峰
の
立
っ
た
の
に
も
無
理
の
な
い
所
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
後
述
す
る
こ
と
に
な
ら
う
。
こ
冶
で
は
唯
大
殿
が
、
如
何
に
美
し

い
に
し
た
所
で
、
絵
師
風
情
の
娘
な
ど
に
想
ひ
を
懸
け
る
や
う
な
人

間
で
は
な
い
と
云
ふ
事
を
述
べ
て
置
け
ば
良
か
ら
う
。

と
し
た
場
合
、
書
き
手
は
登
場
人
物
に
対
し
て
も
読
者
に
対
し
て
も
絶

対
的
な
力
を
持
つ
の
で
、
「
色
を
好
ん
だ
謬
で
は
な
い
」
と
書
か
れ
る
と
、

例
え
違
う
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
動
か
し
難
い

w
事
実
H

と
な
っ
て
し
ま

う
。
「
絵
師
風
情
の
娘
な
ど
に
想
ひ
を
懸
け
る
や
う
な
人
間
で
は
な
い
」
と

い
う
断
定
が
、
「
噂
の
立
っ
た
の
に
も
無
理
の
な
い
所
」
を
完
全
に
打
ち
消

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
人
称
で
は
、
他
人
の
内
面
を
語
っ
て

い
る
部
分
に
つ
い
て
は

w
真
相
は
知
ら
な
い
H

と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
い
く
ら
畳
み
か
け
て
大
殿
弁
護
の

言
葉
を
連
ね
て
も
、
砂
上
の
楼
閣
の
高
さ
が
増
す
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
こ
と
は
、
否
定
し
な
が
ら
、
し
か
も
心
情
的
に
全
面
否
定
に
な
っ
て
は

な
ら
な
い
場
合
、
第
三
者
を
設
定
し
て
語
ら
せ
る
の
は
的
確
な
方
法
だ
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
五
章
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
述
べ

た
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
は
元
よ
り
気
立
て
の
優
し
い
あ
の
娘
を
、
御
貝
闘
員
に
な
っ
た
の

に
は
間
違
ひ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
が
、
色
を
御
好
み
に
な
っ
た
と
申
し

ま
す
の
は
、
恐
ら
く
牽
強
附
舎
の
説
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
い
や
、
跡

方
も
な
い
強
と
申
し
た
方
が
、
宜
し
い
位
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
を
つ
一
人
称
で
書
い
た
と
す
る
と
、

そ
れ
は
元
よ
り
気
立
て
の
優
し
い
良
秀
の
娘
を
、
貝
賄
展
に
し
た
の
に

は
違
ひ
な
い
。
が
、
色
を
好
ん
だ
と
云
ふ
の
は
牽
強
附
舎
の
説
で
あ

ら
う
。
い
や
、
跡
方
も
な
い
嘘
と
で
も
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
形
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
、

一
人
称
と
三
人
称
と
で
は
「
跡
方

も
な
い
嘘
」
の
意
味
合
い
が
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
人

称
で
「
跡
方
も
な
い
」
と
一
言
う
の
は
嘘
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
「
牽
強

附
舎
」
即
ち
ょ
』
じ
つ
け
ω

だ
と
言
う
の
な
ら
、
何
ら
か
の
説
、
つ
ま
り

こ
じ
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
事
柄
を
、
話
の
作
者
が
知
ら
な
い
筈
が
な
い
。

知
ら
な
い
で
書
け
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
於
て
は
、
大
殿

が
娘
を
品
展
に
し
た
か
ら
色
を
好
ん
だ
と
こ
じ
つ
け
ら
れ
た
と
書
か
れ
て

い
る
。
喧
を
伝
え
る
登
場
人
物
な
ら
こ
れ
を
「
跡
方
も
な
い
」
と
否
定
し

去
る
こ
と
で

H

語
る
に
落
ち
る
H

と
い
う
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来

る
。
し
か
し
話
の
作
者
た
る
書
き
手
が
自
分
の
書
い
た
こ
と
を
「
跡
方
も

な
い
」
と
言
う
の
は
理
屈
に
合
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
一
度
呈
示
し
た
事
柄

を
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
点
も
一
人
称
の
特
徴
だ
と
言
っ
て
良

か
ろ
ト
7
0

更
に
、

二
十
章
の
部
分
で
、

大
殿
様
の
思
召
し
は
、
全
く
車
を
焼
き
人
を
殺
し
て
ま
で
も
、
堺
風

の
査
を
描
か
う
と
す
る
絵
師
畑
山
性
の
曲
な
の
を
懲
ら
す
御
心
算
だ
っ

た
の
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
現
に
私
は
、
大
殿
様
が
御
口
づ
か
ら

さ
う
仰
有
る
の
を
伺
っ
た
事
さ
へ
ご
ざ
い
ま
す
。

と
い
う
筒
所
は
、

- 98一

Osaka Shoin Women's University Repository



こ
れ
を
三
入
利
て
書
し
た
と
・

7
4
t

大
殿
の
考
へ
は
、
全
く
車
を
焼
き
人
を
殺
し
て
ま
で
も
、
扉
風
の
査

を
描
か
う
と
す
る
繕
師
根
性
の
曲
な
の
を
懲
ら
す
心
算
、
だ

っ
た
の
で

あ
ら
う
。
現
に
大
殿
が
口
づ
か
ら
さ
う
云
っ
た
の
を
聞
い
た
事
が
あ

る
者
も
ゐ
る
と
云
ふ
。

と
な
る
が
、
こ
う
書
く
と
断
定
的
に
な
る
ば
か
り
か
、
「
現
に
:
:
:
」
で
、

そ
れ
を
後
押
し
ま
で
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
。
一

人
称
の
場
合
は
「
・

:
・だ
っ
た
の
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
思
っ
て
い
る
の
は
語
り
手
ば
か

り
で
、
読
者
に
は
疑
う
余
地
が
与
え
ら
れ
る
。
い
く
ら
「
現
に
私
は
・
:
」

と
言
つ
で
も
、
客
観
性
や
信
葱
性
は
増
加
し
な
い
。
弁
解
し
な
が
ら
実
際

に
は
少
し
も
弁
解
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も

一
人
称
で
な
け
れ
ば
出
せ
な
い
奥
行
と
言

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

類
似
し
た
例
は
十
八
章
の
結
末
部
分
に
見
ら
れ
る
。

そ
の
猿
が
何
処
を
ど
う
し
て
こ
の
御
所
ま
で
忍
ん
で
来
た
か
、
そ
れ

は
勿
論
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
が
、
日
頃
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
娘

な
れ
ば
こ
そ
、
猿
も
一
し
ょ
に
火
の
中
へ
は
い
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま

せ
h
7
。

こ
れ
を
三
人
称
で
書
い
た
と
す
る
と
、

そ
の
猿
が
何
処
を
ど
う
し
て
御
所
ま
で
忍
ん
で
来
た
の
か
は
、
勿
論

誰
に
も
わ
か
ら
な
か

っ
た
。
が
、
日
頃
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
娘
な
れ

ば
こ
そ
、
猿
も
一
し
ょ
に
火
の
中
へ
入
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

と
出
来
る
の
だ
が
、
当
事
者
(
当
場
人
物
)
で
あ
る
語
り
手
が
推
測
す

る
の
と
、
話
の
作
者
で
あ
る
書
き
手
が
推
測
す
る
の
と
は
違
う
。
登
場
人

物
は
、
そ
れ
が
嘘
で
あ
れ
真
実
で
あ
れ
、
自
分
の
考
え
と
し
て
自
由
に
推

測
す
る
こ
と
が
出
来
る
立
場
に
あ
る
が
、
作
者
の
記
述
は
読
者
に
そ
の
解

釈
を
強
要
す
る
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な

る
と
、

一
つ
の
事
実
が

一
つ
の
事
実
と
し
て
の
み
提
供
さ
れ
、
話
の
奥
行

が
出
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
正
に
一
人
称
の
特
権
と
も
言
う
べ

き
と
こ
ろ
が
五
章
の
末
文

で
あ
る
。
「
ど
う
思
召
し
た
か
、
大
殿
様
は
突
然
:
:
:L
と
い
う
こ
の
部
分

を
、
「
何
を
思
っ
た
か
、
大
殿
は
突
然
:
:
:
」
と
し
た
の
で
は
、
脈
絡
の
辿

れ
な
い
文
章
と
な
り
、
作
中
人
物
の

一
人
歩
き
を
許
す
結
果
と
な
る
。
唐

突
な
話
の
転
換
が
許
さ
れ
る
の
は
、
語
り
手
自
身
が
話
を
構
成
し
て
い
る

と
い
う
前
提
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
ま
こ

(注
4
)

と
に
便
利
な
逃
口
上
」
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
比
較
し
て
見
て
く
る
と
、

一
人
称
を
使

っ
た
利
点
と
し
て

は
、
ま
ず
作
者
の
立
場
か
ら
言
う
と
、
語
り
手
が

H

事
実
を
知
ら
な
い
人

間
u

で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
怒
意
的
な
判
断
を
さ
せ
な
が
ら
話
を
展

開
さ
せ
て
ゆ
き
、

享
受
者
に
疑
う
余
地
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
よ
う
。

次
に
語
り
手
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
語
り
手
に
は
自
分
自
身
の
思
う
ま

ま
な
話
の
展
開
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
を
捨
て
て
何
を
取

り
上
げ
よ
う
と
、
ど
ん
な
順
序
で
語
ろ
う
と
、
あ
る

一
つ
の
人
格
を
持

っ

た
登
場
人
物
の
独
自
の
話
の
構
成
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し

も
三
人
称
の
文
章
で
作
者
が
脈
絡
の
辿
れ
な
い
取
捨
選
択
を
行
な
え
ば
、

作
者
は
そ
の
旨
の
指
摘
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
加
え
て

一
人
称
の
文
章
は
当
事
者
が
語
る
も
の
と
い
う
形
を
と
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っ
て
い
る
の
で
、
率
直
な
感
嘆
の
詞
や
間
投
詞
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
、

臨
場
感
が
出
せ
る
と
言
・
え
よ
う
。

(
四
)

今
度
は
逆
に
、

一
人
称
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
る
デ
メ
リ

ッ
ト
が
な
い

か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
語
り
手
は
、
芥
川
の
豊
か
な
岨
嶋
さ
れ
た
学
識
を
示
し
て
余
り
あ

る
、
典
雅
で
、
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
包
ん
だ
よ
う
に
柔
ら
か
な
諮
り
口
な
の
だ

が
、
果
た
し
て
こ
れ
を
、
「
知
的
判
断
に
訴
え
る
内
容
に
優
し
さ
を
与
え
る

(注
5
)

と
と
も
に
、
内
容
の
残
虐
性
を
柔
げ
る
働
き
も
し
て
い
る
」
と
評
価
し
て

良
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
働
き
」

を
し
た
と
言
う
よ
り
も
寧
ろ
、
そ

う
な
っ
て
し
ま

っ
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
残

虐
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
大
殿
と
良
秀
の
対
比
が
明
確
化
さ
れ
た
の
で
は

(注
6
)

な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に

「
陰
の
説
明
」
で
あ
る
と
こ

ろ
の
、
大
殿
と
娘
の
関
係
の
描
写
に
お
い
て
は
効
果
も
あ
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
が
、
大
殿
と
良
秀
の
確
執
や
、
最
も
重
要
と
言
う
べ
き
良
秀
の
芸
術

に
対
す
る
取
り
組
み
方
の
描
写
に
も
「
柔
げ
る
働
き
」
が
作
用
し
て
い
る

と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
失
敗
と
も
言
う
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
こ
の
語
り
手
が
当
初
良
秀
の
人
間
性
を
庭
し
、
そ
の
中
で
娘
に

対
す
る
情
愛
に
は
確
固
と
し
た
見
方
を
示
さ
ず
、
再
び
高
慢
さ
を
非
難
し

た
か
と
思
え
ば
、
良
秀
の
法
悦
境
に
「
地
獄
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
受
け
入
れ

(注
7
}

て
し
ま
う
」
と
い
う
暖
昧
さ
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
、
研
究
史
に
お
い
て

語
り
手
そ
の
も
の
に
対
し
て
決
し
て
少
な
く
な
い
悪
い
意
味
で
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

一
応
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
語
り
手
は
率
直
に
言
っ
て
、

一
個
の
人
格
を
与
え
ら
れ
て

い
な
が
ら
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
な
い

の
で
あ
る。

様
々
な
怒
意
的
判
断
や
構

(注
8
)

成
を
し
て
語
っ
て

い
る
に
も
拘
ら
ず
、
結
局

「
作
者
の
偽
偏
に
す
ぎ
な
い
」

(注
9
)

と
い
う
印
象
が
あ
り
、
「
現
実
的
な
迫
真
力
を
弱
め
」
「
肉
感
性
を
欠
い
て

(
注
叩
)

い
る
」
と
い
う
見
方
を
さ
れ
る
の
も
、

こ
の
暖
昧
さ
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

(注
U
)

が
、
翻

っ
て
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な

「体
臭
が
全
然
感
じ
ら
れ
な
い
」

語
り
手
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
理
由
が
あ

っ
た
と
も
推
測
出

来
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
語
り
手
設
定
の
意
図
の
考
察
と
し
て
ま
た
後
で

ふ
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
方
、
こ
の
語
り
手
が
登
場
人
物
の
一

人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
他

の
人
物
の
内
面
に
ま
で
立
ち
入
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
先
程
一
人
称
の
利
点
の
と
こ
ろ
で
挙
げ
た
、
事
実
を
知
ら
な
い

人
間
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
の
話
の
展
開
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
と

反
目
し
あ
う
も
の
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
も
芥
川

の
執
筆
態
度
に
関
連
さ
せ
て
後
述
し
た
い
。

そ
こ
で
、
も
う
一
つ
語
り
手
を
用
い
て
デ
メ
リ

ッ
ト
が
生
じ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
こ
の
語
り
手
が
、
自

分
自
身
が
事
件
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
時
や
、
求
心
意
的
に
主
観
を
述
べ
て

い

る
場
合
は
良
い
が
、
七
章
か
ら
十

一
章
ま
で
の
、
良
秀
の
弟
子
か
ら
得
た

話
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
聞
い
た
話
に
し
て
は
余
り
に
も

克
明
で
、
不
自
然
な
惑
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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て
1L40
.，
，」

、

t
L
，
t
E
，
E
E
l
-J
4
-

先
に
私
は
、
一
人
称
を
採
用
し
た
利
点
の
一
つ
と
し
て
、
臨
場
感
を
出

せ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
地
獄
幾
」
に
は
、
傑
作

だ
と
す
る
論
が
大
半
を
占
め
て
い
る
中
で、

例
外
的
に
で
は
あ
る
が
、
殆

ど
主
旨
を
同
じ
く
し
た
否
定
論
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
旨
と
は
、
こ

の
臨
場
感
と
似
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

μ

凄
惨
さ
μ

や

力
迫
力
H

H

実
感
H

と
い
っ
た
も
の
の
欠
知
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
「
は
で
過
ぎ
る
芥
川
が
出
て
」
い
て
「
援
題
目
式
」
だ
と
す

(
注
ロ
)

る
久
米
正
雄
の
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
誇
張
が
過
ぎ
る
と
か
、
才
人

の
遊
び
と
か
、
人
物
や
事
件
の
凄
惨
さ
、
迫
力
が
実
感
と
し
て
伝
わ
っ
て

来
な
い
と
す
る
論
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
主

観
的
な
指
摘
で
あ
り
、
作
品
中
の
事
件
の
設
定
の
異
常
さ
の
た
め
に
享
受

者
が
予
め
か
嘘
だ
H

と
か

H

作
り
物
だ
H

と
い
う
警
戒
心
や
先
入
観
を
持

っ
て
し
ま

い
、
そ
れ
に
よ

っ
て
一
層
不
自
然
さ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

た
形
で
読
ま
れ
て
し
ま
う
せ
い
で
は
な
い
か
と
、

一
応
は
却
下
す
る
こ
と

も
出
来
よ
う
。
し
か
し

H

迫
力
が
伝
わ
っ
て
来
な
い
ω

と
い
う
指
摘
に
つ

い
て
は
、
こ
の
作
品
の
描
写
の
さ
れ
方
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
地
獄
饗
」
は
、
当
事
者
が
回
想
し
て
感
情
の
ま
ま

に
語
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
生
の
迫
力
を
伝
え
得
る
形
式
で
あ
る
筈
で

あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
に
背
反
す
る
よ
う
な
否
定
論
が
出
て
い
る
の

は
、
こ
の
作
品
に
利
点
に
も
デ
メ
リ

y
ト
に
も
な
り
得
る
文
章
上
の
傾
向

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

一
口
に
言
う
と
、
こ
の
文
章

は
冗
漫
な
の
で
あ
る
。
語
り
手
を
設
定
し
て
、
語
り
手
に
話
の
構
成
を
さ

せ
、
取
捨
選
択
さ
せ
て
い
な
が
ら
、
な
お
喋
り
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
作
品
発
表
か
ら
時
を
置
か
ず
し
て
小
島
政
二
郎
が
指
摘
を
行

(注
目
一
)

な

っ
て
い
る
。
十
八
章
の
娘
の
焼
き
殺
さ
れ
る
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

少
し
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

肝
腎
な
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
な
る
と
、
余
計
に
作
者
の
説
明
癖
が
顔

を
出
し
た
が
る

?
7に
思
へ
る
が
、
ど
う
だ
ら
う
o
l
l
-
中
略
||

そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
「
地
獄
の
業
火
」
以
下
の
一
部
に
つ
い
て
も
一玄

へ
る
と
思
ふ
。
殊
に
、
「
私
始
め
強
力
の
侍
ま
で
」
と
強
力
の
侍
ま
で

持
ち
出
す
必
要
が
ど
こ
に
あ
ら
う
o
l
l
l中
略
|
|

作
者
は
ま
た
次

ママ

の
や
う
に
説
明
し
て
ゐ
る
。
「
こ
の
猿
が
何
処
を
:
:
:
炎
の
中
へ
は

い
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
」
|
l
中
略
|
|
説
明
の
労
を
取
ら
な

ママ
‘

く
て
も
、
黙
っ
て
あ
の
パ
セ
チ
ァ
ク
な
シ

イ

ン
を
描
て
置
い
て
く

れ
冶
ば
読
者
は
一
人
で
勝
手
に
息
が
っ
け
な
い
く
ら
ゐ
緊
張
し
て
来

る
。
文
章
の
面
白
味
は
さ
う
い
ふ
微
細
な
点
に
あ
る
と
思
ふ
。
芥
川

氏
の
や
う
に
一
々
さ
う
底
を
わ
ら
れ
て
は
、

折
角
の
面
白
味
が
消
え

て
し
ま
ふ
。

こ
の
指
摘
は
的
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
尤
も
ま
だ
他
に
気
の
付
く

点
も
あ
る
の
で
完
全
に
賛
同
す
る
訳
で
は
な
い
の
だ
が
、
余
計
な
こ
と
を

書
き
す
ぎ
る
と
い
う
「
強
力
の
侍
」
の
件
は
同
感
で
あ
る
。
語
り
手
が
余

計
な
こ
と
を
言
い
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
芥
川
が
語
り
手
に
重

す
ぎ
る
役
割
を
負
わ
せ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
人

の
登
場
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
が
ら
、
余
り
に
客
観
的
に
物
を
見
す

ぎ
る
傾
向
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
娘
が
焼
か
れ
る
の
を
見
つ
め

る
場
面
の
描
写
で
、
「
唯
定
然
と
口
を
聞
き
な
が
ら
、
こ
の
恐
ろ
し
い
光
景

唱
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A
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を
見
守
る
よ
り
外
は
」
な
か
っ
た
語
り
手
が
、
「
こ
れ
に
は
流
石
に
あ
の
強

力
の
侍
で
さ
へ
、
思
は
ず
色
を
幾

へ
て
、
畏
る
喪
る
大
殿
様
の
御
顔
を

仰
」
い
だ
の
を
見
て
い
る
余
裕
が
あ

っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
し
、

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
で
も
、
「
異
様
な
随
喜
の
心
に
充
ち
満
ち
て
、
ま

る
で
開
販
の
仏
で
も
見
る
や
う
に
、
服
も
離
さ
ず
、
良
秀
を
見
つ
め
」
て

い
る
語
り
手
が
、

大
殿
様
だ
け
は
、
ま
る
で
別
人
か
と
思
は
れ
る
程
、
御
顔
の
色
も
青

ざ
め
て
、
口
元
に
泡
を
御
た
め
に
な
り
な
が
ら
、
紫
の
指
貫
の
膝
を

両
手
に
し
っ
か
り
御
つ
か
み
に
な
っ
て
、
丁
度
喉
の
渇
い
た
似
の
や

う
に
端
、
ぎ
つ
J

け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
:
・
・
:

と
、
詳
細
に
観
察
し
て
い
る
の
は
お
か
し
く
な
い
か
。
ま
た
、
十
八
章

で
「
良
秀
の
心
に
交
々
往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
と
は
、
歴
々
と

顔
に
描
か
れ
ま
し
た
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
何
故
「
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
」

な
ど
と
限
定
し
、
断
定
的
に
語
る
の
か
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ど
は
現
場

に
立
ち
合

っ
た
者
の
利
点
と
言
う
よ
り
も
寧
ろ
、
当
事
者
と
い
う
立
場
を

逸
脱
し
た
語
り
方
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

詳
細
に
語
ら
せ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
実
感
を
与
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
却

っ
て
不
自
然
で
、
技
巧
だ
け
を
目
立
た
せ
る
結
果
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と

言
え
よ
う
。(

五
)

こ
れ
ま
で
は
、
言
わ
ば
外
面
的
な
視
点
か
ら
結
果
論
的
に
一
人
称
採
用

に
よ
る
利
点
や
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
て
み
た
。
次
は
内
面
的
な
視
点
か
ら

語
り
手
設
定
の
意
図
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
こ
の
作
品
に
お
け
る
芥
川
の

執
筆
態
度
ま
で
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
こ
の
語
り

手
の
叙
述
態
度
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
作
者
芥
川
の
健
備
と
し

て
語
り
手
は
何
を
ど
う
語
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前

に
一
つ
、
読
者
が
話
を
享
受
し
、
事
件
や
人
物
に
価
値
判
断
を
加
え
る
際

に
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

話
の
内
容
全
て
に
、
そ
の
評
価
や
判
断
の
上
で
、
語
り
手
の
目
と
頭
脳
と

い
う
漉
過
機
能
が
働
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
度
あ
る
事
柄
は
作
者
の

手
を
離
れ
て
、
語
り
手
の
目
と
い
う
道
具
に
か
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
語
り

手
の
価
値
観
の
基
準
に
よ
っ
て
評
価
や
判
断
の
な
さ
れ
た
H

第
二
の
事
実
H

と
し
て
享
受
者
に
送
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
り
手
の
叙
述
態
度
と

い
う
点
に
戻
る
の
だ
が
、

一
貫
し
て
大
殿
崇
拝
の
態
度
で
あ
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
更
に
問
題
と
す
べ
き
は
良
秀
の
人
間
性
に
つ
い
て
の
評

価
の
態
度
で
あ
ろ
う
。

主
に
語
り
手
は
四
章
で
良
秀
の
人
間
性
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
内
容
は

良
秀
の
高
慢
、
非
道
ぶ
り
を
並
べ
て
反
し
、
批
判
す
る
と
言
う
よ
り
は
忌

み
嫌
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
口
吻
で
語
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
語
り
手
が
「
寄
喬
で
、
怪
食
で
、
恥
知

ら
ず
で
、
怠
け
も
の
で
、
強
慾
で
:
:
:
」
と
列
挙
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら

ず
、
「
怠
け
も
の
で
、
強
慾
で
」
と
い
う
二
つ
に
関
し
て
は
、
実
例
が
挙
が

っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
既
述
の
小
島
政
二
郎
も
同
様
の
指
摘
を
行
な

っ
て
い
る
。
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「
四
」
の
初
め
に
天
才
書
家
良
秀
が
多
く
の
人
遠
か
ら
憎
し
み
を
受

ママ

け
る
原
因
と
し
て
喜
替
、
怪
食
、
好
色
、
無
祉
、
怠
慢
、
強
慾
等
を

挙
げ
て
あ
る
が
、
さ
で

一
篇
を
読
み
を
は
っ
て
見
る
と
、
良
秀
の
性

格
中
に
こ
の
数
種
の
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

こ
こ
で
は
「
こ
の
数
種
の
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
あ

る
が
、
「
ど
こ
の
御
寺
の
勧
進
に
も
喜
捨
を
し
た
事
の
な
い
あ
の
男
」
と
五

章
に
あ
り
、
「
好
色
」
は
『
健
偏
師
』
収
載
の
際
に
削
除
さ
れ
て
お
り
、
「
恥

知
ら
ず
」
は
語
り
手
が
大
殿
に
対
す
る
良
秀
の
一
言
動
を

「臆
面
も
な
く
」

と
形
容
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
は
辛
う
じ
て
肯
け
る
と

し
て
も
、
「
怠
け
も
の
で
、
強
慾
」
な
面
は
汲
み
取
れ
な
い
。
語
り
手
が
勝
》

手
に
人
間
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
性
癖
を
並
べ
た
て
て
良
秀
を
段
め
よ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。
「
負
け
惜
し
み
」
「
慢
業
重
塁
」

「
横
紙
破
り
」
「横
柄
」
「
増
長
慢
」
「
横
道
者
」
「
強
情
」

「倣
慢
」
な
ど

と
、
事
あ
る
毎
に
反
し
て
い
る
が
、
も
し
も
こ
れ
が
、
記
述
が
そ
の
ま
ま

事
実
と
な
る
つ
一
人
称
で
書
か
れ
で
あ

っ
た
な
ら
、
正
に
救
い
様
の
な
い
人

間
像
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
程
か
ら
語
り
手
が
話
の
取
捨
選
択
や
構
成
が
可
能
だ
と
述

べ
で
き
て
い
る
が
、
語
る
内
容
の
選
択
は
き
て
置
い
て
、
こ
の
語
り
口
は
、

(注
M
)

「
ひ
と
す
じ
縄
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
細
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
」
と

判
断
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
老
猶
」
で
「
意
図
的
に
物
語
を

(注
目
)

作
り
上
げ
て
い
る
」
人
間
と
見
る
こ
と
は
、
語
り
手
が
人
格
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
真
実
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
本
当
に
そ
こ

ま
で
作
為
的
な
人
聞
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
語
り
手
は
、
悪
意
の
こ
も
っ

た
語
り
方
を
し
て
い

て
も
、
そ
れ
は
「
意
図
的
」
で
は
な
か

っ
た
か
も
知

れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
語
り
手
に
と

っ

て
良
秀
の
人
間
性
は
、
人
間
性
に
限
っ
て
は
、
問
反
し
て
然
る
べ
き
も
の
と

感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
細
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
」
と
見
れ
ば
、
良
秀
を
徹
底
的
に
庇
し

め
て
お
い
て
、
後
で
そ
の
価
値
判
断
の
逆
転
と
い
う
形
で
表
れ
る
効
果
を

狙

っ
た
と
解
釈
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
目
的
に
、

芸
術
に
対
す
る
感
激
や
感
動
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
多
少
で

も
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
作
為
的
な
人
間
が
巧
み
に
構
成
し
た
価
値
観
の

逆
転
劇
と
解
釈
す
る
よ
り
、
本
当
に
良
秀
を
忌
み
嫌
う
人
間
の

口
か
ら

「
荘
厳
」

や
「
威
厳
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
方
が
、

一
一層
効
果
が
上
が
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
こ
の
語
り
手
は
単

純
な
人
間
と
見
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
語
り
手
は
、
自
分

の
目
や
頭
と
い
う
鴻
過
機
能
を
働
か
せ
て
事
件
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は

事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
悪
意
や
偏
見
が
あ

っ
て
も
良
い
。
し
か
し
、
細
工

を
し
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ほ
ど
「
老
猶
」
で
作
為
的

な
人
物
な
ら
「
体
臭
が
全
然
感
じ
ら
れ
な
い
」
「
肉
感
性
を
欠
い
て
い
る
」

と
い
う
評
価
も
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
り
手
が
「
体
臭
が
全
然
感
じ
ら
れ
な
い
」
、
存
在
感
の
な
い
、
暖

昧
な
人
物
で
あ
る
と
し
、
し
か
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
考

え
る
の
は
、

一
つ
は
そ
の
御
都
合
主
義
的
と
も
言
う
べ
き
便
利
な
立
場
の

た
め
で
あ
る
。
即
ち
語
り
手
は
人
格
を
与
え
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
芥

川
に
と
っ
て
便
利
な
人
格
で
あ
っ
て
、
執
筆
態
度
を
合
理
化
す
る
隠
れ
蓑
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と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
が
何
を
喋
っ
て
も
、
芥
川
以
外
の
人

間
の
為
す
業
と
い
う
逃
げ
道
が
出
来
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
の
一
人
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
制
約
、
つ
ま
り
他
の
人
物
の
内
面
に
立
ち

入
れ
な
い
と
い
う
制
限
を
逆
に
利
用
し
て
話
を
進
め
て
行
け
る
の
で
あ
る
。

大
殿
の
弁
護
は
ま
る
で
内
面
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
調
で
さ
せ
、

良
秀
の
議
誘
は
口
を
極
め
て
さ
せ
、
そ
し
て
良
秀
の
内
面
に
つ
い
て
は
殆

ど
臆
測
す
ら
さ
せ
な
い
と
い
う
書
き
方
を
、
そ
れ
が
語
り
手
自
身
の
価
値

観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
合
理
化
の
下
に
行
な

っ
て
い
る
の
で
あ

ス
ω

。と
す
る
と
、
作
品
を
享
受
す
る
際
に
、
読
者
は
語
り
手
の
恋
意
的
な
話

の
内
容
を
疑
う
余
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
共
に
、
語
ら
れ
て
い
な
い
面
、

即
ち
良
秀
の
内
面
に
関
し
て
は
「
知
的
判
断
」
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(注
時
)

「
一
切
捨
象
」
さ
れ
て
い
る
良
秀
の
心
理
も
、
大
殿
の
心
理
も
、
ま
た
芸

術
の
価
値
も
、
読
者
が
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
な
ら
読
者
に
と
っ
て
唯

一
の
情
報
源
で
あ
る
語
り
手
の
、
個

人
的
な
価
値
観
と
い
う
も
の
は
大
き
く
影
響
を
与
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
今
度
は
、
作
品
の
序
盤
と
終
盤
に
お
け
る
態
度
の
差
か
ら
、
語
り

手
の
価
値
観
を
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
語
り
手
は
大
殿
に
対
し
て
は
絶
対
服
従
の
態
度
を

一
貫
し
て
保
っ

て
い
る
。
が
、
良
秀
に
対
し
て
は
、
反
め
る
の
み
で
あ

っ
た
序
盤
の
態
度

か
ら
終
盤
近
く
に
な
っ
て
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
語
り
手
の
気
持

ち
の
中
に
誹
誘
以
外
の
も
の
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
或
い
は
そ
れ
は
語

り
手
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
生
じ
た
も
の
は
認
め

ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
芸
術
へ
の
|

l
い
や
、
語
り
手
は
そ
れ
と

気
付
い
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
語
り
手
は
た
だ
、
良
秀
の
姿
を
荘
厳

と
感
じ
、
歓
喜
を
見
出
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
「
歓
喜
」
に
よ
っ
て
、
良
秀

(注
口
)

に
対
す
る
価
値
判
断
が
「
逆
転
」
し
た
と
い
う
考
え
が
浮
か
び
上
が
る
。

し
か
し
、
逆
転
と
解
釈
す
れ
ば
当
然
矛
盾
が
起
こ
る
。
実
況
中
継
の
よ
う

な
同
時
進
行
な
ら
兎
も
角
、
一
日
一
「
事
件
の
中
心
的
な
る
も
の
に
あ
れ
程

(ム
庄
日
)

感
動
し
、
そ
れ
を
見
て
し
ま

っ
た
語
り
手
」
が
、
回
想
し
て
再
び
良
秀
誹

誘
か
ら
話
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
徹
底
的
に

反
め
て
後
の
効
果
を
狙
っ
た
と
い
う
作
為
が
見
え
れ
ば
そ
の
解
釈
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
語
り
手
の
当
初
の
誹
誘
が
作
為
だ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
(
語
り
手
は
作
為
的
な
人
間
と
見
な
い
方
が
良
い
と
い
う
考
え
に

依

っ
て
い
る
。
)
だ
と
す
れ
ば
、
価
値
観
が
逆
転
し
た
と
解
釈
し
た
場
合
、

余
り
に
も

一
貫
性
を
欠
く
も
の
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
れ
に
、
い
く
ら

芸
術
に
感
動
を
覚
え
た
か
ら
と
言

っ
て
、
そ
れ
ま
で
徹
底
的
に
嫌
忌
し
て

き
た
人
間
性
ま
で
許
容
出
来
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
ろ

う
。
現
に
語
り
手
は
最
後
ま
で
良
秀
を
「
曲
な
」
「
鎗
師
根
性
」
の
「
木
石

の
や
う
な
心
も
ち
」
の
男
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
度
は
あ
れ
ほ

ど
歓
喜
を
覚
え
た
に
も
拘
ら
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
語
り
手
に

と

っ
て
良
秀
は
、
忌
み
嫌
う
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
随
喜
の
心
を
呼
び

起
こ
し
た
厳
か
な
人
間
で
も
あ
る
訳
で
、
良
秀
評
価
の
二
つ
の
要
素
は
、

ど
ち
ら
か
に
統
一
さ
れ
な
い
ま
ま
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち

(注
目
)

二
つ
の
「
秩
序
の
相
違
が
そ
の
ま
ま
二
元
化
さ
れ
、
並
存
し
て
い
る
」
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
良
秀
の
人
間
性
を
忌
み
嫌
い
、
芸
術

n-nu 
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性
に
威
厳
を
感
じ
た
。
つ
ま
り
語
り
手
は
良
秀
評
価
に
あ
た
っ
て
、
人
間

性
と
芸
術
性
を
全
く
別
物
と
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
語
り
手
は
良
秀
の

芸
術
を
、
悪
徳
の
結
果
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
が
、
良
秀
の
人
間
性
を
そ

の
芸
術
の
根
本
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
も
し
も
人
間
性

と
芸
術
性
を
結
び
付
け
て
考
え
て
い
た
な
ら
、
一
部
始
終
を
見
て
し
ま
っ

て
い
る
語
り
手
は
、
徹
底
し
た
否
定
か
歓
喜
か
、
ど
ち
ら
か
の
叙
述
に
歯

切
れ
の
悪
さ
が
生
じ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
が
人
間

性
と
芸
術
性
を
分
け
て
別
物
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、

も
し
悪
く
云
は
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
致
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
二
三

人
の
絵
師
仲
間
か
、
或
は
文
、
あ
の
男
の
絡
を
知
っ
て
る
だ
け
で
、

あ
の
男
の
人
聞
は
知
ら
な
い
も
の
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

と
い
う
言
葉
か
ら
も
推
測
出
来
る
。

(
六
)

こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
ち
、
御
都
合
主
義
的
な
話
の
構
成
が
許
さ
れ
る

立
場
に
あ
り
、
し
か
も
、

大
殿
の
か
た
わ
ら
に
伺
候
し
、
事
件
の
必
要
な
展
開
を
つ
ね
に
見
の

が
さ
な
い
。
邸
の
奥
で
演
じ
ら
れ
た
秘
密
の
事
件
に
も
、
た
だ
ひ
と

り
の
目
撃
者
と
い
う
幸
運
な
偶
然
に
め
ぐ
り
あ
う
。
し
か
も
良
秀
の

弟
子
と
も
し
た
し
い
便
利
な
地
点
に
い
て
、
良
秀
の
が
わ
の
事
件
の

(
注
却
}

進
行
に
も
た
え
ず
接
触
す
る
。

と
い
う
、
実
際
そ
ん
な
人
聞
が
存
在
し
得
る
の
か
疑
わ
れ
る
ほ
ど
の
位

置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
語
り
手
か
ら
述
べ
ら
れ
る

H

事
実
H

か
ら
、

w
真
実
H

を
判
断
す
る
の
が
読
者
の
役
割
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
芥
川
は

読
者
の
「
知
的
判
断
L

の
枠
を
狭
め
る
よ
う
な
記
述
は
極
力
避
け
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
こ
の
語
り
手
は
そ
の
希
望
に
合
う
叙
述
を
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
と
は
言

い
き
れ
な
い
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
語

り
手
は
見
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
喋
る
に
留
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
不

必
要
な
ほ
ど
鏡
舌
に
な
っ
て
、
余
計
な
憶
測
を
下
し
、
感
想
を
述
べ
る
。

し
か
も
そ
の
癖
に

「
陰
の
説
明
」
の
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
示
唆
を
使
う
。

語
り
手
に
対
す
る
不
信
感
を
覚
え
る
点
は
ま
だ
あ
る
。
率
直
に
言
っ
て
、

何
の
話
を
す
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
の
か
が
分
か
り
に
く
い
と
思
う
。
こ
れ

(注
幻
)

は
恐
ら
く
、
中
野
重
治
が
「
尻
す
ぽ
ま
り
の
作
品
だ
と
思
う
」
と
言

っ
て

い
る
こ
と
や
、
小
島
政
二
郎
が
二
十
章
の
後
に
も
ま
だ
続
く
の
か
と
「
そ

へ川河
辺

)

の
翌
日
も
新
聞
を
買
っ
て
兄
た
」
と
言
っ

て
い
る
こ
と
に
も
多
少
関
連
が
あ

る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
語
り
手
は
大
殿
を
賛
美
し
、
大
殿
一
代
の
聞
の
最

も
恐
ろ
し
い
話
を
す
る
と
い
う
形
で
語
り
始
め
な
が
ら
、
終
わ
り
は
良
秀

に
感
じ
た
威
厳
と
そ
の
生
の
終
罵
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
話
を
語
り

手
が
何
度
も
語

っ
た
こ
と
が
あ
る
の
か
初
め
て
語
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

も
判
然
と
し
な
い
。

そ
こ
で

一
つ
の
解
釈
法
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が
他
人

に
こ
の
話
を
す
る
の
が
初
め
て
で
あ

っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
十
九
章
と
二

十
章
で
語
ら
れ
て
い
る
良
秀
の
厳
か
さ
、
芸
術
へ
の
感
動
と
い
う
も
の
は
、

当
初
は
諮
ら
ず
に
済
ま
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
最
初
は
語
り
手
は
あ
く
ま
で
大
殿
賛
美
の
態
度

r
D
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を
大
前
提
と
し
て
、
大
殿
の
生
涯
の
中
で
唯

一
の

H

惨
い
抵
抗
を
受
け
た
H

逸
話
と
し
て
こ
の
話
を
す
る
つ
も
り
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
当
初
語
ら
な
い
つ
も
り
で
い
た
こ
と
を
思
わ
ず
語

つ
で
し
ま

っ

た
と
い
う
形
だ
と
す
れ
ば
、
先
程
検
討
し
た
価
値
観
の
逆
転
若
し
く
は
並

存
も
辻
穫
が
合
う
。
語
る
つ
も
り
の
な
い
(
或
い
は
語

っ
て
は
な
ら
な
い
)

感
動
が
、
徐
々
に
表
出
し
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
形
に
す
れ
ば
、
良
秀
の

人
間
性
が
既
し
め
ら
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、

芸
術
家
の

「国
光
の
如
く

懸
っ
て
ゐ
る
、
不
可
思
議
な
威
厳
」
の
効
果
は
大
き
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

(注
お
)

そ
の
「
不
可
思
議
な
威
厳
」
こ
そ
、
芥
川
が
芸
術
家
に
「
夢
想
」
す
る
至

上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
他
の
こ
と
を
「
一
切
捨
象
」
し
て
威

厳
だ
け
を
示
し
て
お
く
こ
と
が
、
読
者
に
そ
の
威
厳
が
佐
ι
v
h
w
ゆ
最
上
の

効
果
を
生
ん
だ
の
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
先
程
述
べ
た
、
語

り
手
の
不
必
要
な
憶
測
が
邪
魔
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は

二
十
章
の
結
末
部
分
の
、
「
一
人
娘
を
先
立
て
た
あ
の
男
は
、
恐
ら
く
安
閑

と
し
て
生
き
な
が
ら
へ
る
の
に
堪
へ
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。」と

い
う

一
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
既
述
の
小
島
政
二
郎
が
十
八
章

の
終
わ
り
を
不
必
要
な
説
明
だ
と
指
摘
し
て
い
た
り
、
二
十
章
に
つ
い
て

も
研
究
史
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
指
摘
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
反
論
が
な

さ
れ
て
い
る
。
「
人
を
殺
し
て
ま
で
も
、
扉
風
の
主
聞
を
描
か
う
と
す
る
絵
師

根
性
の
曲
」
と
い
う
箇
所
に
対
し
て
、
「
こ
の
愚
昧
な
る
語
り
手
に
、
あ
ま

り
明
白
に
大
殿
擁
護
を
さ
せ
て
し
ま
い
、
逆
に
、
良
秀
に
世
俗
的
な
い
わ

ゆ
る
道
徳
的
な
責
任
を
追
求
さ
せ
す
ぎ
」
て
い
て
、

「
道
徳
に
よ
る
芸
術
の
敗

北
で
あ
る
と
か
」
、
「
最
後
の
段
階
で
は
道
徳
に
顧
慮
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
誤
っ
た
見
解
を
も
生
ぜ
し
め
る
」
結
果
に
な
っ
た
と
い
う

(注

M
)

指
摘
に
対
し
、
そ
の
箇
所
へ
行
く
ま
で
に
「

一
般
の
読
者
は
」
「
語
り
手
の

盲
目
的
な
大
殿
品
展
に
激
し
い
ア
レ
ル
ギ
ー
症
を
呈
し
て
い
る
」
か
ら
、

失
敗
と
い
う
よ
り
「
相
当
に
綿
密
な
創
作
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
」
な
ら
な

(注
お
)

い
と
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
か
に
、
そ
こ
ま
で

な
ら
ば
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
更
に
、

「
一
人
娘
を
:
:
:
」

の
文
章
は
良
く
な
い
と
思
う
。
芥
川
は
良
秀
の
内
面
に
関
す
る
こ
と
を

「
一
切
捨
象
」
し
て
芸
術
家
の
威
厳
を
示
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
折
角
作
り
上
げ
た
芸
術
家
の
威
厳
が
、
そ
の
一
文
に

よ
っ
て
半
減
若
し
く
は
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
単
純
な
見
方
し

か
出
来
な
い
語
り
手
の
愚
鈍
さ
が
、
こ
こ
で
は
逆
効
果
に
な

っ
て
い
る
。

芥
川
は
良
秀
の
心
境
を
「

一
切
捨
象
」
し
た
の
な
ら
、
こ
の
安
易
な
推
測

の

一
文
は
書
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
不
用
意
な

一
文

に
よ
っ
で
、
提
示
さ
れ
た
良
秀
の
死
と
い
う
事
実
に
対
し
て
読
者
が
考
え

る
幅
と
い
う
も
の
を
著
し
く
狭
め
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
先
程

の
「
道
徳
的
責
任
を
表
面
に
お
し
出
す
」
「
救
い
難
い
」
「
欠
陥
」
は
、
寧

ろ
こ
の

一
文
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
最
後
の
最
後
に
な

っ
て
道
徳
面
か
ら

取
り
ま
と
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
文
が
く
る
か
ら
、
余
計
に
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
語
り
手
が
下
手
に
客
観
性
を
帯
び
た
語

り
方
を
す
る
せ
い
で
、
ど
れ
ほ
ど
芸
術
に
威
厳
が
あ
っ
て
も
、
所
詮
は
道

徳
的
に
破
滅
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
だ
と
い
う
解
釈
が
最
も
相
応
し
い

か
の
よ
う
な
印
象
を
作

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
悉
く
「

一
切
捨
象
」
し

た
語
り
手
は
、
何
よ
り
も
良
秀
の
死
に
対
す
る
考
え
方
を
「

一
切
捨
象
」
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せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
解
釈
の
仕
方
こ
そ
が
、

こ
の
作
品
の
テ
ー

マ
を
摘
む
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

(
七
)

こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
点
の
他
に
も
ま
だ
、
「
地
獄
幾
」

と
い

う
作
品
に
は
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
差
し
引
い

て
も
こ
れ
を
傑
作
だ
と
す
る
評
価
が
研
究
史
に
お
い
て
主
流
で
な
く
な
る

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
人
の
芸
術
家
の
姿
、
そ
し
て
そ
れ
に
感
動
を

A
見
え
る
周
囲
、
ひ
い

て
は
芸
術
の
偉
大
さ
、
そ
う
い
う
も
の
を
絢
欄
た
る

王
朝
的
雰
囲
気
の
溢
れ
る
語
り
の
文
体
に
の
せ
て
表
現
し
て
い
る
こ
の
作

品
は
、
短
編
小
説
家
、
物
語
作
家
芥
川
龍
之
介
の
、
創
造
力
と
豊
か
な
学

識
、
そ
し
て
洗
練
さ
れ
た
名
文
家
の
手
腕
を
、
存
分
に
証
明
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
計
算
さ
れ
す
ぎ
た
、
理
知
的
に
処
理
さ
れ
す
ぎ
た
感
じ
ゃ
、

ガ
ラ
ス
越
し
に
見
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
払
拭
出
来
な
い
の
も
、
芥
川
の

短
編
小
説
家
と
し
て
の
、
或
い
は
物
語
作
家
と
し
て
の
一
つ
の
特
徴
で
あ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
語
り
手
の
推
定
か
ら
諮
り
を
用
い
た
こ
と
に

よ
る
効
果
と
デ
メ
リ
ッ
ト
、
語
り
手
の
叙
述
態
度
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し

て
き
た
が
、
い
よ
い
よ
芥
川
が
何
故

H

こ
の
よ
う
な
語
り
手
H

を
設
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し
て
抑
々
、
語
り
の
文
体
を
採
用
し

た
の
は
何
故
な
の
か
と
い
う
核
心
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
こ
の

「地
獄
獲
」
に
お
い
て
、

語
り
手
は
ど
う
い
う
役
割
を
果

た
し
て

い
る
か
。
そ
れ
は
只
の
語
り
手
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
見
聞
き
し
た

こ
と
を
伝
え
さ
え
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。
別
に
読
者
に
芸
術
家
へ
の
感

動
を
押
し
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
芸
術
家
の

威
厳
を
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
芥
川
で
あ
る
。
だ
か
ら
芥
川
と

い

う
作
家
が
表
出
し
な
い

一
人
称
の
語
り
の
文
体
に
お
い
て
、

読
者
の
「
知

的
判
断
」

を
待
ち
な
が
ら
も
、
芥
川
自
身
に
ご
」
う
解
釈
し
て
欲
し

い
μ

と
い
う
線
は
当
然
あ
っ

た
ろ
う
。

と
す
る
と
作
者
は
読
者
を
そ
こ
へ
導
く

媒
介
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
媒
介
に
露
骨
な
述
べ
方
を
さ
せ

た
の
で
は
、
折
角
作
者
を
枠
外
へ
出
し
て
も
意
味
が
な
い
。
作
品
の
奥
行

も
出
な
い
。
語
り
手
に
大
殿
を
弁
護
さ
せ
、
且
つ
、
裏
を
折
々
に
示
唆
さ

せ
る
。
そ
の
た
め
に
は
話
を
都
合
の
良

い
順
序

に
組
み
換
え
ら
れ
る
立
場

で
あ
る
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

立
場
も
然
る
事
な
が
ら

人
格
も
、
与
え
ら
れ
て
は
い
て
も
自
由
で
は
な
い
。
読
者
に
任
せ
た
解
釈

の
幅
を
狭
め
る
こ
と
の
な
い
無
機
質
な
性
格
を
持
ち
、

E
つ
芸
術
へ
の
感

動
を
語
り
な
が
ら
、
読
者
と
共
に
感
激
の
境
地
へ
進
ん
で
ゆ
く
流
動
的
な

語
り
手
を
必
要
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る。

そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
語

り
手
が
暖
昧
で
「
肉
感
性
を
欠
く
」

と
い
う
論
は
否
定
論
で
は
な
く
な
る
。

語
り
手
の
存
在
が
大
き
く
な
り
す
、
ぎ
る
の
を
防

い
だ
計
算
だ

っ
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
不
用
意
な
書
き
過
ぎ
が
デ
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら

し
て
し
ま

っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
語
り
手
が
愚
直
で
無
邪
気
と

い

う
印
象
が
あ
る
こ
と
で
救
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
を
読
ん

で
語
り
手
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
読
者
は
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
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ま
た
、
ま
ず
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
分
か
ら
言
え
ば
、
ご
の
作
品
の
発

表
後
、
芥
川
が
大
正
七
年
六
月
十
八
日
付
で
出
し
た
小
島
政
二
郎
宛
書
簡

に
あ
る
、
「
陰
の
説
明
」
云
々
を
説
明
し
た
文
章
が
翌
月
の

『
三
回
文
学
』

に
小
島
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
た
ご
と
は
、
も
し
そ
う
し
な
け
れ
ば
読
者
に

誤
解
が
生
じ
る
と
予
測
さ
れ
て
の
こ
と
、
だ
っ
た
な
ら
ば
、
当
時
の
読
者
の

作
品
解
釈
の
レ
ベ
ル
も
当
て
に
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
見
方
を
変
え
て
、
当
時
の
必
ず
し
も
レ
ベ
ル
が
高

い
と
は
言
い
き
れ
な
か
っ
た
読
者
の
前
に
、
そ
ん
な
危
険
を
冒
し
て
ま
で

こ
の
よ
う
な
手
法
で
作
品
を
送
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
地
獄
饗
」
発
表
当
時
の
文
壇
の
様
子
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
大
正

五
年
、
芥
川
が
「
鼻
」
と
「
芋
粥
」
で
作
家
と
し
て
確
固
た
る
位
置
を
文

壇
の
中
に
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
年
、
永
井
荷
風
が
「
腕
く
ら
べ
」
を
書

き
、
正
宗
白
鳥
が
「
死
者
生
者
」
を
発
表
、
田
山
花
袋
は
「
時
は
過
、
ぎ
行

く
」
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
、
大
正
六
年
は
芥
川
が
「
或
日
の
大

石
内
蔵
之
助
」
、
「
戯
作
三
味
」
を
発
表
し
、
田
山
花
袋
が
「

一
兵
卒
の
銃

殺
」
、
有
島
武
郎
が
「
カ
イ
ン
の
末
商
」
、
「
ク
ラ
ラ
の
出
家
」
、
「
惜
み
な
く

愛
は
奪
ふ
」
を
発
表
、
そ
し
て
三
年
間
筆
を
断
っ
て
い
た
志
賀
直
哉
が

「
城
の
崎
に
て
」
、
「
好
人
物
の
夫
婦
」
、
「
赤
西
嶋
太
」
、
「
和
解
」
を
矢
継

ぎ
早
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
既
成
の
自
然
主
義
作
家
の

勢
い
が
未
だ
衰
え
ず
、

一
方
で
白
樺
派
の
活
躍
が
目
立
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
ま
た
当
時
は
自
然
主
義
の
系
統
を
引
く
理
想
主
義
の
私
小
説
作
家
と

し
て
、
相
馬
泰
三
、
宇
野
浩
二
、
谷
崎
精
二
、
葛
西
善
蔵
ら
が
い
た
。
こ

(注
お
)

う
並
べ
る
と
「
私
小
説
的
文
学
動
向
」
で
あ
る
こ
と
が
一
見
し
て
分
か
る
。

そ
の
中
で
芥
川
の
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
と
、

(注
幻
)

私
小
説
へ
の
「
生
理
的
と
も
言
え
る
嫌
悪
感
」
が
如
何
ほ
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
か
が
、
わ
ざ
わ
ざ
芥
川
自
身
の
「
僕
の
身
の
上
に
起
っ
た
事
件
を
臆

面
も
な
し
に
書
け
と
云
ふ
」
の
だ
け
は
「
御
免
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
、

「
誰
が
御
苦
労
に
も
恥
ぢ
入
り
た
い
こ
と
を
告
白
小
説
な
ど
に
作
る
も
の

(
注
沼
)

か
。
」
と
い
う
記
述
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
分
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ

う
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
あ
る
問
題
、
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

芥
川
と
良
秀
の
関
連
を
論
じ
る
研
究
史
に
ム
布
い
て
定
説
化
し
て
い
る
と

も
言
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
良
秀
が
芥
川
の
「
夢
想
す
る
」
芸
術

家
像
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
確
か
に
良
秀
は
、
自
己
の
生
命
を
、

生
活
を
捨
て
る
こ
と
も
辞
さ
ぬ
ほ
ど
の
芸
術
へ
の
取
り
組
み
方
を
見
せ
、

そ
の
結
果
見
事
に

一
代
の
傑
作
を
残
し
た
。
芸
術
至
上
主
義
の
立
場
か
ら

見
れ
ば
、
良
秀
は
間
違
い
な
く
成
功
者
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
良
秀
に

芥
川
が
あ
る
憧
慢
の
念
を
抱
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
良
秀
の
創
作
態
度
は
「
見
た
も
の
で
な
け
れ
ば
描
け
」
な
い
、
云
わ
ば

自
然
主
義
、
若
し
く
は
そ
の
流
れ
を
受
け
る
私
小
説
作
家
の
創
作
態
度
で

は
な
い
か
。
芥
川
の
そ
れ
と
は
凡
そ
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
芥
川
は
あ
く

ま
で
意
識
的
な
創
作
に
成
る
芸
術
小
説
に
こ
そ
価
値
を
認
め
て
、
文
壇
の

傾
向
に
逆
ら
う
と
さ
え
言
え
る
よ
う
な
執
筆
を
続
け
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
私
は
作
品
中
に
良
秀
の
心
情
を
語
り
手
に
臆
測
す
ら
さ
せ
て
い

な
い
の
は
、
良
秀
が
芸
術
至
上
主
義
と
い
う
立
場
か
ら
は
「
自
己
の
夢
想

す
る
」
芸
術
家
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
創
作
態
度
の
面
で
は
芥
川
と
良
秀
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は
全
く
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
芥
川
と
良
秀
の
相
違

は
、
芥
川
の
芸
術
至
上
主
義
と
、
自
然
主
義
の
芸
術
至
上
主
義
の
相
違
だ

と
言
つ
で
も
良
か
ろ
う
。
調
和
型
で
な
い
破
滅
型
の
私
小
説
作
家
の
よ
う

な
、
作
品
を
生
み
出
す
た
め
に
は
自
己
の
身
を
持
ち
崩
す
こ
と
も
辞
さ
ぬ

と
い
う
態
度
に
は
、
芥
川
は

一
体
化
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
ろ
う
し
、

ま
た
、
す
る
つ
も
り
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
私
小
説
作
家
た
ち

を
批
判
し
て
、
自
己
の
体
験
を
も
と
に
し
た
作
品
し
か
書
け
な
い
よ
う
な

者
た
ち
は
、
突
き
詰
め
る
ほ
ど
死
、
つ
ま
り
破
滅
に
向
か
う
し
か
な
い
の

だ
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
芥
川
が
自
己
を
表
出

さ
せ
ず
傍
観
者
的
立
場
に
置
い
た
の
も
、
そ
れ
が
異
常
な
ほ
ど
の
誇
張
を

含
ん
だ
批
判
で
あ

っ
た
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

作
品
が
自
然
主
義
の
批
評
家
で
あ
り
小
説
家
で
あ
る
正
宗
白
鳥
に
「
心
熱

(注
泊
)

が
燃
え
て
ゐ
る
」
と
評
価
さ
れ
た
の
は
皮
肉
な
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
正
宗
白
鳥
に
し
ろ
誰
に
し
ろ
、
研
究
史
、
批
評
史
の
全
般
に
わ
た

っ
て、

良
秀
は
芥
川
の
理
想
と
す
る
芸
術
家
で
あ
り
、
或
る
自
画
像
で
あ
る
と
い

う
前
提
で
評
価
を
行
な

っ
て
い
る
節
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
実

際
に
は
良
秀
の
中
に
は
、
も
っ
と
複
雑
に
、
半
分
は
芥
川
で
半
分
は
批
判

の
対
象
で
あ
る
作
家
群
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
人
間
の
姿
が
投
影
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
芥
川
自
身
が

語
る
、
書
く
、
と
い
う
形
を
と
れ
ず
、
芸
術
を
賛
美
す
る
の
み
に
留
ま

っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従

っ
て
、
芥
川
が
良
秀
に
ど
れ
ほ
ど
感
情
移

(
正
羽
)

入
し
て
い
た
か
は
確
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「
拡
大
さ
れ
た
」
と
い
う
注

釈
が
つ
く
に
せ
よ
、
良
秀
を
以
て
芥
川
の

H

自
画
像
ω

で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
は
、
余
り
に
短
絡
的
で
危
険
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
既
に
述
べ
た
、
芸
術
性
と
人
間
性
を
別
個
に
考
え
る
語
り
手
の
態
度

は
合
理
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
あ
く
ま
で
語
り
手
の
目
に
映
る
良
秀
の

態
度
、
生
活
は
嫌
忌
す
べ
き
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
感
動
の
対
象
は
芸

術
の
も
た
ら
す
荘
厳
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
芥
川
が
私
小
説
作
家
に
対

し
て
持

っ
て
い
た
感
情
が
、
良
秀
へ
の
批
判
と
な

っ
て
表
れ
た
と
い
う
見

方
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
芥
川
は
こ
の
作
品
で
、
芸
術
そ
の
も

の
に
対
し
て
の
賛
美
を
惜
し
ま
な
い
態
度
を
と
り
な
が
ら
も
、
良
秀
の
自

然
主
義
的
な
創
作
態
度
に
は
あ
る
程
度
の
批
判
を
し
て
い
る
と
言
っ

て
良

か
ろ
う
。
だ
か
ら
芥
川
は
そ
の
相
反
す
る
立
場
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め

に
、
語
り
手
を
設
定
し
て
自
己
の
表
出
を
避
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。或

い
は
芥
川
は
、
大
殿
に
も
語
り
手
に
も
自
己
の
分
身
を
託
し
て
い
た

と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
見
た
も
の
し
か
描
け
な
い
良
秀
を
噺

笑
し
、
打
撃
を
加
え
て
み
せ
る
大
殿
と
、
徹
底
的
に
人
間
性
を
庇
し
続
け

る
語
り
手
に
、
自
己
を
部
分
的
に
投
影
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
だ
け
こ
の
作
品
は
複
雑
な
構
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更

に
ま
た
、
芥
川
の
加
え
た
批
判
の
何
分
の

一
か
は
、
自
分
自
身
に
向
け
た

も
の
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
体
験
主
義
と
は
違
う
が
、
過
去
に
題

材
を
求
め
て
作
品
を
執
筆
し
て
い
る
自
分
自
身
へ
も
批
判
の
目
が
向
け
ら

れ
て
い
な
か

っ
た
と
は
言

い
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
は
言
え
、
や
は
り
こ
の
「
地
獄
饗
」
で
芥
川
が
最
も
伝
え
た
か

っ
た

の
は
芸
術
の
「
威
厳
」
で
あ
り
「
荘
厳
し
で
あ

っ
た
ろ
う
。
凡
人
で
も
感

n
H
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激
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
芸
術
の
偉
大
な
力
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
伝
え

る
に
は
や
は
り
語
り
手
の
存
在
は
必
要
で
あ
る
。

即
ち
、
何
が
起
こ
り
ど

う
感
じ
た
か
を
生
の
声
で
語
っ
て
読
者
を
導
き
、
し
か
も
、
良
秀
の
人
間

性
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
(
偉
大
な
る
芸
術
を
生
ん
だ
良
秀
の
人
間

性
を
百
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
狂
的
な
要
素
を
肯
定
す
る
こ
と
の
な
い

普
通
の
人
間
と
し
て
芸
術
の
尊
さ
に
対
す
る
純
粋
な
感
激
に
浸
る
こ
と
を

可
能
に
さ
せ
る
た
め
に
、
語
り
手
は
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

芥
川
の
「
心
熱
」
は
、
良
秀
と
い
う
芸
術
家
の
姿
よ
り
も
、
芸
術
そ
の

も
の
へ
の
感
動
を
描
き
出
す
こ
と
、
つ
ま
り
芸
術
の
賛
美
に
注
が
れ
て
い

る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
は
読
者
を
そ
の
境
地
に
導
く
媒
介

と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
語
り
手
は
芥
川
の
健
偽
だ
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

後
注

川
和
田
繁
二
郎
「
芥
川
龍
之
介
L

昭
司

・
3

創
元
社

山
長
野
嘗
一
「
古
典
と
近
代
作
家
」
昭
m
M

・
4

有
朋
堂

間
宮
武
由
貴
子
「
『地
獄
変
』
の
主
題
」
(「学
苑
」

ω)
昭
的
・

8

女
子
大
学

竹
盛
天
雄

「地
獄
変
|

|
語
り
手
の
影
|
|
」

(「
批
評
と
研
究
|
|
芥
川

龍
之
介
L
)

昭
U
-
U

芳
賀
書
庖

注
回
参
照

小
島
政
二
郎
宛
芥
川
書
簡
大
路
・

6
・
mm
付

佐
伯
彰

一
「
隠
さ
れ
た
母
|
|
芥
川
龍
之
介

E
(「物
語
芸
術
論
|
|谷
崎

昭
和

(4) (7) (6) (5) 

(12) (11) (10) (9) (8) 

-
芥
川
・

コ
雇
|
|
」
)
昭
日

・
8

注
凶
参
照

同
右

注
間
参
照

注
山
参
照

吉
田
精

一一
編

「近
代
文
学
鑑
賞
講
座
第
十

一
巻

・
芥
川
龍
之
介
」

・
6

角
川
書
底

中
谷
丁
蔵

(小
島
政
二
郎
)
「
『
地
獄
繁
』
を
読
む
」
(
「三
回
文
学
」
)

草
山
門
官

山山

4
1

j

2
4T 

(13) (16) (15) (I~ 

n
f
-
n
h
u
 

注
間
参
照

注
凶
参
照

清
水
康
次
「『
地
獄
変
』
の
方
法
と
意
味
|
|
語
り
の
構
造

|
|」

(「日
本

近
代
文
学」

初
)

昭
回

-m
日
本
近
代
文
学
会

奥
野
政
元

「
『
地
獄
変
』
の
世
界
」
(
「
日
本
文
芸
研
究
L

M
巻
1
号
)

昭
灯

・
4

関
西
学
院
大
学

同
右

同
右

三
好
行
雄

「
『地
獄
変
』
に

つ
い
て
|
|芥
川
龍
之
介
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

H
|
|
」

(「
国
語
と
国
文
学
」
)

昭
幻
・

8

至
文
堂

中
野
重
治

「
わ
が
読
書
案
内
」
昭
ぬ
和
光
社

注
側
参
照

注
側
参
照

注
川
参
照

(17) (20) (19) (1国(2~ (23) (22) (21) 

昭
33 大

ハU
唱
E
A
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ム
仰
に

h
H重
喜

(25) (26) 

鶴
田
欣
也
「
『
地
獄
変
』の
諸
評
価
と
心
熱
論
」
(
「
芥
川
、
川
端
、
三
島
、

安
部
|

|
4現
代
日
本
文
学
作
品
論
」
)

昭

ω
・
8

桜
楓
社

佐
々
木
雅
発
「
『地
獄
変
』
幻
想
」
(
上
)
(
「
文
学
」
)
昭
日

・
5

岩
波

書
庖

同
右「

澄
江
堂
雑
記
」
大
ロ

正
宗
白
鳥
「
芥
川
氏
の
文
学
を
評
す
」
(
「
中
央
公
論
」
)

昭

2
・

ω

海
老
弁
英
次
「
『地
獄
変
』
と

『邪
宗
門
』
」
(
「
文
学
論
輯
」
お
)
昭
日

九
州
大
学

側 (29)(:お:)(27) 

6 

唱
』
Z
A--A 
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