
<
詩
学
>
が
十
数
年
来
僕
が
中
心
的
に
仕
事
を

し
て
い
る
研
究
領
域
で
あ
る
。
詩
学
は
、
し
か
し
、

単
に
詩
法
や
詩
の
理
論
の
研
究
や
、
文
学
の
諸
原

理
・
諸
法
則
を
研
究
す
る
学
問
を
指
す
の
で
は
な

ま
た
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
や
構
造

)
0

し主
義
批
評
以
後
言
語
学
モ
デ
ル
の
文
学
研
究
へ

の
導
入
が
一
般
化
し
、
詩
学
と
い
う
呼
称
の
現
代

的
な
賦
活
が
そ
こ
に
由
来
し
て
い
る
と
は
い
ぇ
、

詩
学
は
言
語
学
や
そ
の
他
の
人
文
諸
科
学
へ
と
還

元
し
得
る
も
の
で
も
な
い
。
今
日
、
詩
学
と
は
、

<
近
代
>
と
い
う
文
化
の
制
度
に
お
い
て
は
、
<
文

学
>
と
い
う
名
の
も
と
に
分
類
さ
れ
て
き
た
言
説

の
な
か
に
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
人
間
の
一
磊
活

動
や
意
味
活
動
一
般
に
つ
い
て
の
知
を
他
の
周

縁
的
な
人
文
・
社
会
諸
科
学
と
の
対
話
の
中
に
投

げ
入
れ
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
学
的
作
業
を
指

す
、
と
僕
は
思
っ
て
い
る
。

詩
学
の
学
的
作
業
に
は
四
つ
の
レ
ヴ
エ
ル
が
存

在
す
る
と
僕
は
考
え
て
い
る
。
第
は
、
文
学
一
言

語
、
詩
的
言
語
の
研
究
で
あ
り
、
従
来
人
、
精

神
、
心
理
思
想
と
い
っ
た
十
九
世
紀
的
タ
ー
ム

で
語
ら
れ
て
き
た
文
学
現
象
を
「
言
説
L
 
や
「
テ

ク
ス
ト
L
 
と
し
て
理
解
・
分
析
し
よ
う
と
す
る
作

ず
し
も
こ
の
順
序
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

し
、
ま
た
相
互
に
孤
立
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
も

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
相
関
的
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
レ
ヴ
エ
ル
を
絶
え
、
す
往
還
し
つ
つ
実
現
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

僕
の
研
究
者
、
教
育
者
と
し
て
の
具
体
的
な
仕

事
と
の
対
応
で
言
え
ぱ
、
こ
れ
ま
で
狭
義
の
「
フ

ラ
ン
ス
文
学
者
L
 
と
し
て
取
り
組
ん
で
来
た
十
九

世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
研
究
、
特
に
マ
ラ
ル
メ
の

詩
の
研
究
は
、
上
記
の
第
一
の
レ
ヴ
エ
ル
に
対
応

す
る
の
だ
し
、
授
業
や
ゼ
ミ
で
扱
っ
て
い
る
記
号

論
や
精
神
分
析
に
基
づ
く
社
会
・
文
化
現
象
の
読

解
・
分
析
は
、
主
に
第
二
の
レ
ヴ
エ
ル
、
そ
し
て
、

言
語
に
つ
い
て
の
理
論
作
業
現
代
思
想
に
つ
い

て
の
論
考
や
講
義
は
第
三
及
び
第
四
の
レ
ヴ
エ
ル

に
関
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
全
て
が
僕
に
と
っ
て
は
<
詩
学
>
の

ト
ー
タ
ル
な
作
業
を
成
し
て
い
る
と
思
っ
て
い

る
0

そ
う
し
た
詩
学
研
究
の
な
か
で
、
僕
が
今
中
心

的
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
問
題
が
幾
つ
か
あ
る
。

<
り
ズ
ム
>
は
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
う
ち
の
一

つ
、
と
り
わ
け
詩
的
言
語
か
ら
出
発
す
る
言
語
理

業
で
あ
る
。
第
二
は
、
人
問
の
言
語
活
動
の
、
ヤ

コ
プ
ソ
ン
の
用
語
を
使
う
な
ら
、
「
詩
的
機
能
」
の

研
究
で
あ
り
、
文
学
に
限
ら
ず
、
神
話
、
宗
教

民
話
か
ら
、
幼
児
言
語
、
精
神
病
者
の
言
説
、
あ

る
い
は
広
告
コ
ピ
ー
や
諸
々
の
サ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー

現
象
に
至
る
ま
で
、

様
々
な
文
化
現
象
に

現
れ
る
固
有
な
言

語
・
記
号
活
動
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
作

業
で
あ
る
。
第
三
は
、

以
上
二
つ
の
レ
ヴ
エ

田

ル
の
研
究
実
践
か
ら

石
得
ら
れ
た
言
語
活
動

に
つ
い
て
の
知
を
理

論
作
業
へ
と
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
し
、
一
言
語

活
動
の
一
般
理
論
の

構
築
に
寄
与
す
る
作
業
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

第
四
は
、
そ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
言
語
の
一
般

理
論
と
、
隣
接
す
る
人
文
・
社
会
諸
科
学
と
の
間

に
、
認
識
論
的
な
対
話
を
組
織
す
る
作
業
で
あ
る
。

無
論
、
以
上
の
四
つ
の
レ
ヴ
エ
ル
の
作
業
は
、
必

「私の研究」

詩学の探究

英敬



論
で
あ
る
詩
学
に
と
っ
て
は
、
試
金
石
と
も
い
ぇ

る
問
題
で
あ
る
。
り
ズ
ム
は
、
一
言
葉
に
と
っ
て
最

も
基
本
的
な
要
素
で
あ
り
な
が
ら
、
一
言
語
学
的
な

知
か
ら
は
往
々
に
し
て
排
除
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
一
言
語
活
動
に
お
い
て
単
独
な
<
生
>
、
固
有
な

<
意
味
>
が
成
立
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ

れ
の
発
話
を
構
成
し
て
い
る
音
韻
や
り
ズ
ム
に
ょ

つ
て
で
あ
る
。
僕
た
ち
が
、
忘
れ
得
ぬ
人
々
の
、

あ
る
い
は
愛
す
る
人
の
声
を
幾
度
も
心
の
な
か
で

聴
く
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
発
せ
ら
れ
た
一
言
葉
の
抽

象
的
な
意
味
を
受
け
取
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
特
権
的
な
他
者
た
ち
の
発
話
の
固
有
な
り
ズ
ム

を
反
復
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
の

、

、
、
、
、
、
、

、

、

、

言
葉
の
か
け
が
え
の
な
さ
、
つ
ま
り
単
独
な
意
味

を
聴
き
取
ろ
う
と
す
る
た
め
な
の
だ
。
詩
は
、
優

れ
て
、
そ
う
し
た
一
言
葉
の
働
き
を
開
示
し
て
く
れ

る
言
語
活
動
の
あ
り
方
な
の
で
あ
り
、
日
常
生
活

に
お
い
て
は
意
味
経
験
の
共
同
性
の
規
範
に
ょ
っ

て
隠
ぺ
い
さ
れ
て
い
る
言
語
活
動
に
固
有
な
生
の

次
元
を
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
詩

の
言
語
の
理
論
は
言
語
活
動
に
お
け
る
<
単
独
性
>

の
理
論
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
僕
は
考

え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
出
発
し

て
僕
は
い
圭
構
造
の
一
般
性
の
理
築
捨
象
し

て
き
た
言
説
の
<
歴
史
性
>
の
問
題
や
、
従
来
の

コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
間
主
観
的
対
称
性
の

図
式
に
対
立
す
る
<
他
者
性
>
の
問
題
あ
る
い

は
文
化
シ
ス
テ
ム
間
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
と
し

て
の
<
翻
訳
>
の
問
題
な
ど
を
考
え
よ
う
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
般
性

の
レ
ヴ
エ
ル
で
意
味
を
交
換
し
、
流
通
さ
せ
る
、

人
間
の
文
化
活
動
と
し
て
<
記
号
>
現
象
が
あ
る
、

と
い
う
の
が
僕
の
考
え
で
も
あ
る
。
そ
し
て
今
日

の
消
費
社
会
で
は
、
そ
う
し
た
記
号
の
支
配
は
ま

す
ま
す
拡
大
し
つ
つ
ぁ
る
の
で
あ
る
。

構
造
主
義
や
ポ
ス
ト
構
造
主
義
あ
る
い
は
記

号
論
、
精
神
分
析
、
情
報
理
論
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

論
な
ど
が
興
隆
し
た
一
九
六
0
年
代
以
降
言
語

理
論
は
一
専
門
領
域
で
の
学
で
あ
る
こ
と
を
や
め

て
、
人
文
・
社
会
科
学
諸
部
門
の
研
究
を
イ
ン
タ

ー
フ
エ
イ
ス
す
る
特
権
的
な
知
の
場
所
を
構
成
し

て
来
た
。
他
方
で
は
、
し
か
し
、
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ン
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
<
近
代
>
の
終
寿
が

語
ら
れ
、
例
え
ば
現
在
の
大
学
の
状
況
に
顕
著
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
学
的
教
養
が
後
退
し
つ
っ

あ
る
今
日
、
言
語
や
文
化
や
社
会
を
考
え
る
際
に

(
大
学
商
学
部
助
教
授
)

<
文
学
>
が
捨
象
さ
れ
る
傾
向
が
一
般
化
し
つ
つ
ぁ

る
こ
と
も
事
実
だ
。
そ
の
点
で
、
文
学
喜
を
含

む
言
語
の
一
般
理
論
を
構
想
す
る
<
詩
学
>
は
、

今
日
僕
た
ち
の
世
界
で
進
行
し
つ
っ
あ
る
「
意
味

や
主
体
の
記
号
化
L
 
や
「
他
者
性
の
消
去
L
 
の
現

魚
に
対
す
る
独
自
の
批
判
的
視
座
を
提
供
し
う

る
、
と
僕
は
考
え
て
い
る
。

「私の研究」



夏
休
み
も
半
ば
を
過
ぎ
、
人
影
も
ま
ぱ
ら
な
大

学
の
研
究
室
の
ド
ア
に
遠
慮
が
ち
な
ノ
ッ
ク
の
音

が
し
た
。
四
月
に
発
足
し
た
ぱ
か
り
の
大
学
院
ア

メ
リ
カ
研
究
科
の
A
君
で
あ
る
。
夏
休
み
あ
け
に

提
出
す
る
は
ず
の
「
研
究
計
画
」
が
暗
中
模
索
の

状
態
だ
と
い
う
。
さ
え
な
い
A
君
の
顔
色
が
二
十

年
前
の
私
の
そ
れ
と
重
な
っ
た
。
私
自
身
、
現
在

の
研
究
テ
ー
マ
に
漂
着
す
る
に
は
随
分
時
間
が
か

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

ア
メ
リ
カ
文
学
に
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
人
で

も
、
世
界
文
学
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
白
鯨
』

と
い
う
小
説
を
ご
存
じ
の
方
は
少
な
く
な
い
だ
ろ

う
。
あ
る
い
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ペ
ッ
ク
と
白
鯨

と
の
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
の
死
闘
を
思
い
出
し
て
い

た
だ
け
ば
よ
い
。
修
士
論
文
に
ハ
ー
マ
ン
.
メ
ル

ヴ
ィ
ル
の
白
鯨
』
を
と
り
上
げ
た
私
は
、
そ
の

後
メ
ル
ヴ
ィ
ル
に
関
す
る
二
、
一
一
の
論
文
を
書
く

と
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
世
界
か
ら
一
目
散
に
逃
げ
だ

し
た
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
と
共
に
、
身
も
す
く
む
懐
疑

の
砂
漠
を
さ
迷
っ
て
い
た
ら
、
早
晩
胃
に
穴
が

あ
い
て
死
ん
で
し
ま
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
世
界
か
ら
遁
走
し
た
私
は
、
十

九
世
紀
、
二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
小
説
を
行
き
あ

た
り
ぱ
っ
た
り
に
読
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
後

で
考
え
る
と
、
こ
の
行
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
が
、

け
っ
こ
う
好
運
な
行
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
だ
っ
た

よ
う
に
思
う
。
私
の
読
書
は
、
一
八
三
0
年
代
か

ら
五
0
年
代
に
か
け
て
の
、
い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ

カ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期

の
文
学
十
九
世
紀

末
か
ら
二
十
世
紀
初

頭
に
か
け
て
の
文

隆
学
、
そ
し
て
、
ビ
ー

ト
.
ジ
エ
ネ
レ
ー
シ

ヨ
ン
を
中
心
に
、
一

九
五
0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
か
け
て
の

文
学
に
片
寄
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
ア
メ

り
力
の
大
学
院
で
ア

メ
リ
カ
研
究
を
学
ん

だ
こ
と
が
、
文
学
作
品
を
読
む
際
に
、
作
品
を
生

み
出
し
た
文
化
や
社
会
と
の
関
わ
り
を
考
え
な
が

ら
読
む
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
。

右
に
挙
げ
た
三
っ
の
時
期
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会

が
急
速
に
近
代
化
す
る
激
動
の
時
代
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
が
生
み
出
し
た
文
学
は
、
概
ね
、

時
代
の
趨
勢
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
に
立
っ
も

の
で
あ
っ
た
。
私
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
「
ア
メ

)し

り
力
文
化
は
、
多
く
の
場
貪
反
発
し
合
う
、
相

異
な
っ
た
二
っ
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
(
言
説
)
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
を
抱
く
よ
う
に

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
合
理
主
義
や
効
率
を
重
ん

じ
、
ア
メ
リ
カ
文
化
や
社
会
を
主
導
す
る
デ
ィ
ス

コ
ー
ス
(
近
代
主
義
)
と
、
主
流
を
な
す
デ
ィ
ス

コ
ー
ス
を
批
判
的
に
眺
め
、
自
然
の
調
和
や
人
間

性
の
復
権
を
強
調
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
.
デ
ィ
ス
コ

ー
ス
(
反
近
代
主
義
)
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
二
っ

の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
、
互
い
に
表
糸
、
裏
糸
と
な

つ
て
ア
メ
リ
カ
文
化
や
社
会
を
形
成
し
て
き
た
、

と
み
る
の
で
あ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
を
批
判
す
る
こ

と
は
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
で
あ
る
」
と
い
う
一
言
葉
が

あ
る
。
文
学
や
芸
術
は
、
多
く
の
場
貪
カ
ウ
ン

タ
・
ー
.
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
形
づ
く
つ
て
き
た
と
私

は
考
え
て
い
る
。
私
の
こ
の
考
え
方
は
、
大
筋
で

は
と
り
わ
け
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の

文
学
.
文
化
研
究
者
が
理
解
を
同
じ
く
す
る
と
こ

ろ
だ
ろ
う
。
要
は
、
こ
の
主
張
を
ど
う
例
証
し
て

い
く
か
だ
。

「私の研究」

世紀転換期の反近代主義

佐々木



こ
う
し
て
選
ん
だ
の
が
、
先
に
挙
げ
た
三
つ
の

時
期
の
う
ち
の
二
番
目
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十

世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
世
紀
転
換
期
で
あ
る
。
近

代
主
義
と
反
近
代
主
義
と
の
新
た
な
葛
藤
の
時
期

に
さ
し
か
か
り
つ
つ
ぁ
る
二
十
世
紀
末
の
今
日
、

最
低
限
遡
る
べ
き
は
、
現
代
社
会
の
原
型
が
形
成

さ
れ
た
世
紀
転
換
期
だ
と
考
え
る
か
ら
だ
。

「
合
理
主
義
お
よ
び
効
率
L
対
「
自
然
と
人
間
性
L

と
い
う
対
立
の
図
式
は
、
先
の
一
一
つ
の
時
期
の
い

ず
れ
に
も
共
通
し
て
い
る
。
問
題
は
、
各
時
代
に.

よ
っ
て
、
近
代
主
義
お
よ
び
反
近
代
主
義
の
表
現

.

.

.

の
様
式
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
だ
。

私
の
目
下
の
課
題
は
、
世
紀
転
換
期
の
急
激
な

産
業
化
.
都
市
化
に
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
、
そ
の
特
質

の
一
端
を
大
衆
文
化
、
絵
画
、
愚
、
文
学
の

面
か
ら
立
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
弱
足

の
私
が
こ
れ
ら
の
領
域
の
す
べ
て
に
通
暁
す
る
こ

と
は
不
可
能
に
近
い
。
せ
い
ぜ
い
そ
れ
ぞ
れ
の
分

野
の
ヒ
ー
ロ
ー
を
一
人
ず
っ
と
り
上
げ
る
の
が
関

の
山
だ
ろ
う
。
私
の
計
画
は
、
ま
だ
半
分
も
達
成

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
世
紀
転
換
期
の
相

隣
接
す
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
に
、
近
代

問
符
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
多
く

の
人
々
が
、
人
間
の
在
り
様
の
原
点
に
立
ち
返
ろ

う
と
し
、
自
ら
の
思
想
を
視
覚
化
す
る
上
で
、
心

理
学
者
力
ー
ル
・
ユ
ン
グ
が
言
う
「
元
型
」
的
イ

メ
ー
ジ
に
強
く
依
拠
し
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興

味
深
い
。

仕
事
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
先
は
長

)
0

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
既
成
の
学
問
領
域
を

し横
断
す
る
よ
う
な
、
一
見
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
既
存
の
学
問
分
野
で
は
許
さ
れ

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
幸
い
な
こ
と

に
、
私
は
、
学
際
的
・
総
合
的
研
究
を
看
板
に
掲

げ
る
ア
メ
リ
カ
研
究
所
の
研
究
員
で
あ
る
。
そ
の

特
権
を
存
分
に
活
か
し
た
い
。

(
大
学
ア
メ
リ
カ
研
究
所
教
授
)

主
義
に
対
す
る
共
通
し
た
反
応
が
あ
っ
た
こ
と
が

見
え
始
め
て
い
る
。

百
年
前
、
近
代
主
義
の
本
格
的
な
台
頭
に
直
面

し
た
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
、
現
実
の
世
界
と
は
対

距
的
な
世
界
を
想
定
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
現
実

と
理
想
と
の
距
離
を
測
ろ
う
と
し
た
。
フ
ィ
ラ
デ

ル
フ
ィ
ア
の
知
的
エ
リ
ー
ト
、
オ
ー
エ
ン
.
ウ
ィ

ス
タ
ー
は
、
貧
し
さ
と
重
労
働
に
あ
え
ぐ
現
実
の

カ
ウ
ボ
ー
イ
が
消
滅
し
つ
つ
ぁ
る
時
代
に
、
ヒ
ー

.

.

ロ
ー
と
し
て
の
カ
ウ
ボ
ー
イ
を
発
明
し
、
失
わ
れ

つ
つ
ぁ
る
自
然
と
男
ら
し
さ
を
復
権
し
よ
う
と
し

た
し
、
写
実
主
義
の
代
表
的
な
画
家
ウ
ィ
ン
ス
ロ

ホ
ー
マ
ー
も
、
北
海
の
漁
婦
や
ア
デ
ィ
ロ
ン

1
 
●

す
な
ピ
リ

ダ
ッ
ク
の
森
の
猟
師
:
ハ
ハ
マ
の
黒
人
た
ち
の

、ノ

の
生
活
に
、
あ
る
べ
き
人
間
の
姿
を
見
出
し
た
。

ア
メ
リ
カ
が
生
ん
だ
最
高
の
知
識
人
の
一
人
、
ヘ

ン
リ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
が
、
十
二
、
三
世
紀
の
ゴ
チ

ツ
ク
建
築
に
憧
れ
、
聖
母
マ
リ
ア
に
帰
依
し
た
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
世
紀
転
換
期
の
人
々
は
、
知
識

人
の
み
な
ら
ず
、
一
般
大
衆
を
も
含
め
て
、
過
去

お
よ
び
末
来
に
「
あ
る
べ
き
世
界
」
を
想
い
描
く

こ
と
に
ょ
っ
て
、
急
激
な
近
代
主
義
の
台
頭
に
疑

r私の研究」



わ
た
し
は
、
と
き
に
他
言
語
を
通
し
て
日
本
語

を
な
が
め
て
み
る
こ
と
が
あ
る
。
自
分
の
母
語
は
、

無
意
識
の
中
に
あ
っ
て
、
な
か
な
か
意
識
化
さ
れ

に
く
い
も
の
で
あ
る
。

ふ
た
っ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
言
語
を
対
比

し
て
、
共
通
点
や
相
違
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と

い
、
2
言
語
問
対
照
は
、
言
語
研
究
の
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
る
。
対
照
研
究
に
ょ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見

は
外
国
語
教
育
の
実
践
に
役
立
ち
、
対
比
し
た
そ

れ
ぞ
れ
の
言
語
の
特
徴
を
し
る
う
え
で
有
益
で
あ

る
0
 
さ
ら
に
、
一
言
語
の
普
遍
性
や
類
型
学
へ
の
寄

与
と
い
っ
た
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日

本
語
も
立
場
を
か
え
れ
ぱ
外
国
語
で
あ
る
。
今
日
、

外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
と
い
う
表
現
は
耳
新
し

い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。

嘉
の
対
照
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
大
き
く

二
っ
の
側
面
が
あ
る
。
言
語
そ
の
も
の
の
体
系
を

い
う
場
合
と
言
語
の
運
用
面
を
さ
す
場
合
と
で
あ

る
0
 
当
該
の
言
語
が
ど
の
よ
う
な
音
声
上
の
単
位

金
日
素
)
や
意
味
上
の
単
位
(
単
語
)
を
も
ち
、
ど

の
よ
う
な
文
法
形
式
を
発
達
さ
せ
て
ぃ
る
か
と
い

う
問
題
は
前
者
に
属
し
、
そ
の
言
語
の
使
い
手
が

ど
の
よ
う
な
場
面
で
そ
の
言
語
を
ど
ぅ
使
う
か
と

つ
た
問
題
は
後
者
に
属
す
る
。
わ
た
し
の
関
心

いは
、
当
面
外
国
語
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ

る
日
本
語
の
語
粂
や
文
法
現
象
に
限
定
さ
れ
る

単
語
の
意
味
は
現
実
や
人
問
の
意
識
を
反
映
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
言
語
の
語
粂
が
外
界

を
ど
の
よ
う
に
写
し

取
っ
て
い
る
か
、
そ

し
て
他
の
言
語
と
比

較
し
て
ど
の
よ
う
な

特
徴
が
あ
る
か
を
し

る
こ
と
は
興
味
深
い

こ
と
で
あ
る
。
語
粂

は
、
議
論
の
余
地
は

あ
る
と
し
て
も
、
そ

の
言
語
を
使
用
す
る

人
々
の
文
化
、
生
活

様
式
、
思
考
様
式
と

つ
た
も
の
と
相
関

)し

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
単
語
は
現
実
の
断

片
を
切
り
取
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
切
り
取
り

方
に
は
言
語
に
ょ
っ
て
偏
り
が
生
じ
て
ぃ
る
は
ず

で
あ
る
。
気
象
に
関
わ
る
こ
と
ぱ
、
動
植
物
に
関

す
る
こ
と
ぱ
、
位
置
関
係
を
表
わ
す
こ
と
ぱ
、
評

価
を
表
わ
す
こ
と
ぱ
、
・
・
・
・
・
・
、
語
粂
全
体
の
中
で
、

あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
分
野
に
お
い
て
、
日

本
語
に
は
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
植
物
を
表
わ
す
こ

と
ぱ
で
、
樹
木
・
花
・
実
が
ど
の
よ
う
に
語
粂
化

さ
れ
て
い
る
か
、
ど
れ
が
基
本
で
あ
る
か
な
ど
を

問
う
て
み
る
。
日
本
語
の
「
桜
(
樹
木
.
花
)
」
「
桜

ん
ぽ
(
実
)
L
と
英
狂
叩
の
今
円
二
、
 
n
ず
円
選
爲
ゆ
.

今
円
選
ず
一
0
誘
o
a
m
 
と
で
は
、
基
本
と
派
生
が
逆

転
し
て
い
る
。
「
花
」
を
ド
イ
ッ
語
の
よ
う
に

)し

W
三
ヨ
ゆ
(
草
花
)
と
如
亘
ゆ
(
果
樹
の
花
)
と
一

次
的
に
区
別
す
る
言
語
も
あ
る
。
中
国
語
の
常
用

語
の
り
ス
ト
に
「
向
日
葵
(
ひ
ま
わ
り
)
L
 
が
<
花
>

の
グ
ル
ー
プ
で
は
な
く
、
「
花
生
(
落
花
生
)
」
や

「
芝
麻
(
ご
ま
)
」
と
同
様
<
穀
物
.
野
菜
.
果
物
>

の
仲
間
と
し
て
あ
が
っ
て
い
た
の
は
驚
き
で
あ
っ

た
0
 
語
粂
を
構
成
し
て
い
る
単
語
の
意
味
と
形
式

に
お
け
る
類
似
性
・
対
称
性
・
階
層
性
な
ど
を
調

べ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
一
言
語
を
超
え
た
並
旦
遍
相
と

個
別
言
語
の
特
殊
相
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
接
近
を
進
め

る
に
は
、
語
粂
の
り
ス
ト
の
等
質
性
.
単
位
.
単

語
の
多
義
性
な
ど
様
々
な
困
難
が
た
ち
は
だ
か
っ

「私の研究」
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て
い
て
、
解
決
す
べ
き
課
題
が
多
い
の
で
は
あ
る

゛
)
 
0

力

言
語
の
対
照
は
、
語
粂
や
文
法
の
体
系
性
を
し

る
う
え
で
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
た
と

え
ば
、
意
味
が
相
互
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
関
係

の
反
義
性
は
、
語
粂
を
体
系
化
し
て
い
る
重
要
な

要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
反
義
対
を

構
成
す
る
単
語
問
に
、
平
行
し
た
語
形
上
の
特
徴

を
み
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
。
西
洋
の
言
語
で
は
、

状
態
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て
反
対
の
方
向
性
を
も
つ

ペ
ア
に
反
義
対
の
一
方
が
他
方
の
派
生
形
で
あ
る

と
い
っ
た
こ
と
が
目
だ
つ
の
で
あ
る
。
英
語
に
つ

い
て
は
、
 
N
で
で
ゅ
讐
1
血
一
m
山
で
で
ゅ
曾
、
一
一
ゆ
1
仁
三
一
ゆ
、

-
O
N
住
1
仁
コ
一
O
N
五
な
ど
が
そ
う
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
証
叩

で
は
、
ず
一
出
五
曾
1
N
仁
守
ヨ
住
ゆ
コ
、
姦
品
Φ
=
1
N
ず
,

豆
二
⑳
ゆ
二
、
一
ゆ
ヨ
ゆ
=
ー
ぐ
円
一
ゆ
ヨ
ゆ
=
な
ど
が
そ
う
で

あ
る
。
日
本
語
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
領
域
に

お
け
る
反
義
対
は
、
<
現
わ
れ
る
1
消
え
る
>
<
む

す
ぷ
ー
ほ
ど
く
>
<
し
め
る
ー
あ
け
る
>
<
覚
え
る

1
忘
れ
る
V
 
と
い
っ
た
、
語
形
上
、
共
通
部
分
を

も
た
な
い
二
つ
の
単
語
で
語
粂
化
さ
れ
て
お
り
、

英
語
や
ド
イ
ツ
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
一
方
が
派

生
語
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
例
は
み
い
だ
せ
な

反
義
対
の
他
の
タ
イ
プ
に
視
点
の
か
ら
ん
だ

ヘ
ア
が
あ
る
。
意
味
論
で
、
 
8
曼
ゆ
誘
ゆ
と
呼
ぱ
れ

る
も
の
で
、
<
や
る
ー
も
ら
う
>
<
貸
す
借
り
る
>

<
教
え
る
1
習
う
>
の
よ
う
な
関
係
を
い
う
。
中
国

語
で
は
、
こ
の
よ
う
な
授
受
関
係
を
表
わ
す
こ
と

ば
は
、
授
受
の
立
場
を
考
慮
し
な
い
で
、
方
向
性

を
欠
い
た
単
語
が
多
く
み
い
だ
さ
れ
る
。
授
受
の

立
場
は
文
構
造
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
給
L

は
「
や
る
L
 
「
も
ら
う
」
に
「
借
」
「
租
L
 
は
「
貸

す
L
 
「
借
り
る
」
に
、
「
授
L
 
は
「
授
け
る
L
 
「
授
か

る
し
に
対
応
す
る
単
語
で
、
い
ず
れ
も
視
点
を
考

慮
に
い
れ
な
い
か
た
ち
で
語
粂
化
さ
れ
て
い
る
。

英
語
の
お
ヨ
に
あ
た
る
よ
う
な
単
語
が
中
国
語

に
は
多
い
わ
け
で
あ
る
。
「
看
病
」
は
医
者
が
患
者

を
み
る
場
合
に
も
そ
の
逆
の
場
合
に
も
用
い
ら
れ

る
も
の
で
、
や
は
り
、
視
点
を
ぬ
き
に
語
粂
化
さ

れ
た
単
語
で
あ
る
。
あ
る
嘉
で
、
対
に
な
る
状

態
の
変
化
を
基
本
形
と
派
生
形
で
語
粂
化
し
た

り
、
別
の
言
語
で
授
受
関
係
を
表
わ
す
領
域
で
視

点
を
排
除
し
た
語
粂
化
が
目
だ
つ
と
い
っ
た
こ
と

が
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
語
粂
体
系
上
の
特

徴
と
い
ぇ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
特
徴
は
異
な
る

言
語
間
の
対
照
に
ょ
っ
て
う
か
び
で
て
く
る
も
の

)
0

し

で
あ
っ
て
、
個
別
の
言
語
を
追
い
求
め
る
だ
け
で

は
み
ぇ
て
き
に
く
い
。
日
本
語
で
は
対
人
関
係
を

表
わ
す
こ
と
ば
が
豊
か
で
あ
る
が
、
他
の
言
語
で

は
、
し
ば
し
ば
そ
の
特
徴
が
消
え
て
し
ま
う
。

文
法
は
言
語
の
形
式
面
で
あ
り
、
一
言
語
の
ち
が

い
が
も
っ
と
も
意
識
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
。
語
順

や
語
形
上
の
対
立
に
も
と
づ
く
形
態
範
疇
は
、
文

法
の
顕
在
的
な
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、

十
分
な
文
法
現
象
の
記
述
が
で
き
な
い
。
直
接
に

は
形
式
上
の
対
立
と
し
て
は
表
わ
れ
て
は
い
な
い

も
の
の
、
継
起
的
な
構
造
に
関
与
し
、
.
あ
る
語
形

の
文
法
的
意
味
の
違
い
に
関
わ
っ
て
く
る
潜
在
的

な
文
法
範
疇
を
さ
が
し
だ
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

は
あ
る
単
語
群
の
語
粂
的
意
味
の
中
に
ひ
そ
ん

で
い
て
、
語
粂
的
な
意
味
の
一
般
化
で
あ
る
と
同

時
に
文
法
範
疇
で
も
あ
る
。
あ
る
言
語
で
は
顕
在

的
な
文
法
範
疇
が
、
別
の
言
語
で
は
語
粲
的
な
意

味
の
中
に
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
が
し

ば
し
ば
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
嘉
を
し

る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
潜
在
的
な
文
法
範
疇
を

発
見
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
。

わ
た
し
は
、
た
だ
回
り
道
を
し
て
い
る
だ
け
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

爰
子
大
学
教
授
)
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