
ほ
ほ
づ
会
』

鬼
灯
を
口
に
ふ
く
み
て
鳴
ら
す
ご
と
蛙
は
な
く
も

夏
の
浅
夜
を

長
塚
節

夏
の
浅
夜
に
鳴
く
蛙
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
蛙

も
、
砧
、
、
虹
、
、
、

の
声
を
表
現
す
る
の
に
げ
つ
げ
つ
げ
っ
と
か
こ
ろ
ろ

、
、
‐
、
口

萢
、
、
、
、
、

こ
ろ
ろ
と
か
、
あ
る
い
は
く
つ
く
っ
く
つ
と
い
っ
た

擬
声
音
を
川
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
平
凡
で

あ
り
、
あ
ま
り
に
・
も
幼
稚
で
芸
が
な
さ
す
ぎ
る
。

こ
の
作
者
は
「
鬼
灯
を
口
に
ふ
く
み
て
鳴
ら
す
」
よ

う
に
鳴
く
と
い
う
た
と
え
に
よ
っ
て
そ
の
声
の
音
質

音
感
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
擬
声
音
を

用
い
る
な
ど
よ
り
も
ず
っ
と
よ
く
蛙
の
声
が
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
う
菫
い
た
と
え
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。
云
々
。
（
木
俣
修
「
短
歌
の
鑑
賞
」
）

研
究
鐙
想

一

蛙

ﾛ白
J冠

さ
て
、
右
の
鑑
賞
文
の
中
で
木
供
氏
は
、
右
の
よ

う
な
歌
に
安
易
に
擬
声
音
を
用
い
る
こ
と
は
平
凡
幼

稚
で
あ
り
、
「
芸
が
な
さ
す
ぎ
る
」
。
従
っ
て
、
右

の
歌
の
よ
う
に
「
た
と
え
に
よ
っ
て
そ
の
声
の
苦
質

音
感
を
表
わ
」
せ
ば
「
擬
声
音
を
用
い
る
な
ど
よ
り

も

も
ず
つ
と
よ
く
畦
の
声
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
今
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み

た
い
。と

一
」
ろ
で
、
右
の
歌
の
「
鬼
灯
を
口
に
ふ
く
み
て

鳴
ら
す
」
と
い
う
直
愉
は
、
た
し
か
に
適
確
な
表
現

で
、
こ
れ
が
こ
の
一
首
の
全
て
で
あ
る
と
云
っ
て
も

よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
例
え
ば
、
同
じ
作
者

の
「
か
ら
か
ら
に
蛙
は
な
き
」
（
「
長
塚
節
歌
集
」

明
治
三
五
年
作
）
と
比
較
し
て
、
も
、
又
次
の
よ
う
な

諸
歌
の
用
例
に
徴
し
て
み
て
も
、
明
ら
か
に
そ
の
す

小

鴫

孝

郎

つ
か
い
か
い
と
鳴
く
‘
も
（
斉
藤
茂
吉
「
赤
光
」

明
四
二
）

か
い
か
い
と
五
月
青
野
に
鳴
き
い
づ
る
昼
蛛
こ
そ

あ
は
れ
な
り
し
か
（
″
「
あ
ら
た
ま
」
大
五
）

こ
ろ
ろ
こ
ろ
ろ
蛙
が
鳴
け
ば
父
母
は
為
事
せ
は
し

く
思
ほ
す
な
ら
む
（
古
泉
千
樫
「
青
牛
集
」

大
八
）背

戸
の
田
に
水
た
り
ぬ
ら
む
り
う
り
う
と
今
脊
さ

や
か
に
蛙
鳴
き
居
り
（
上
田
英
夫
「
草
路
集
」

大
九
）し

ま
ら
く
を
音
を
た
え
つ
つ
こ
ろ
こ
ろ
と
ひ
と
つ

が
鳴
け
ば
も
ろ
鳴
く
蛙
ら
↑
（
原
阿
佐
緒
「
死
を
み

つ
め
て
」
大
一
○
）

は
ざ
ま
に
は
水
田
あ
る
ら
し
か
い
か
い
と
闇
の
そ

こ
ひ
に
蛙
は
鳴
く
も
（
岡
野
直
七
郎
「
谷
川
」

四
五
．

春
の
夜
を
茶
を
挽
き
居
れ
ば
垣
つ
内
池
の
か
は
づ

が
｛
」
ほ
ろ
鳴
く
か
も
ゞ
（
「
左
千
夫
歌
集
」

明
三
六
）

ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
頷
け
る
。

こ
ほ
ろ
鳴
く
畦
が
声
に
こ
こ
、
ろ
乗
り
臼
挽
き
や
め

て
独
歌
お
も
ふ
（
″
）

こ
も
り
く
の
谷
の
若
葉
の
繁
ｈ
深
み
鮮
こ
ろ
ろ
鳴

く
声
さ
び
し
ら
に
（
〃
、
明
四
一
）

得
あ
さ
く
ひ
と
り
居
り
け
り
み
づ
ひ
か
り
蛙
ひ
と

〆



ーへ－

大
二
）

こ
ろ
、
こ
ろ
、
苗
代
の
蛙
↑
愛
し
い
↑
」
ゑ
が
私
の

感
情
を
幼
く
す
る
浅
夜
（
嘉
納
と
わ
「
草
に
ゐ

る
」
昭
六
）

い
の
ち
こ
そ
か
な
し
か
り
け
、
れ
か
ろ
か
ろ
と
遠
田

の
蛙
こ
ゑ
す
み
に
す
む
（
「
染
谷
進
歌
集
」

昭
一
七
）

１
１
以
上
い
ず
れ
も
作
年
代
、
以
下
同
じ
１
１

叉
、
次
の
よ
う
な
詩
や
小
説
の
用
例
で
も
、
平
凡

幼
稚
の
評
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

春
に
な
る
。
霞
み
初
め
る
。

村
の
沼
で

或
る
晩
、
こ
ろ
。

初
畦
。

こ
ろ
こ
ろ
、
和
す
る
蛙
ワ

さ
て
追
追
と
数
が
殖
え
、

こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
と
鳴
く
。

上
に
は

日
が
け
ぶ
る
。

ゆ
ら
め
く
青
い
蝶
一
つ
。

め
で
た
や
。
（
森
林
太
郎
。
〃
静
物
〃
大
四

「
沙
羅
の
木
」
）

雨
の
い
つ
ぱ
い
に
ふ
る
夕
景
に
、

ぎ
よ
、
ぎ
よ
、
ぎ
よ
、
ぎ
よ
、
と
鳴
く
蛙
。

（
萩
原
朔
太
郎
、
〃
蛙
よ
〃
大
六
「
月
に
吠
え
る
」
）

あ
た
り
で
蛙
が
け
る
け
る
と
鳴
き
出
し
た
。

月
の
夜
が
星
の
夜
に
代
っ
て
、
而
か
も
月
は
最
を

き
て
ゐ
る
。

（
岡
本
か
の
子
「
女
体
開
顕
」
）

但
し
、
こ
れ
が
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
童
謡
の
場

合
な
ら
、
十
分
そ
の
効
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
今
更
云
う
ま
で
も
な
い
。

鳰
の
浮
巣
に
灯
が
つ
い
た
、

灯
が
つ
い
た
。

あ
れ
は
螢
か
星
の
尾
か

そ
れ
と
も
蝮
の
目
の
光
り
。

蛙
も
こ
ろ
こ
ろ
啼
い
て
い
る
。

啼
い
て
い
る
。

ね
ん
ね
ん
こ
ろ
こ
ろ
ね
ん
こ
る
よ

巣
も
ぼ
う
ぼ
う
鳴
き
出
し
た
。

（
北
原
白
秋
、
鳩
の
浮
菓
）

さああこ月
されれる夜
銀は．はるの
の 畦なこ’田
崎の ろ'ん
。銀ろ1ぽ
のとで

笛嶋
。<

笛
は

冊

、

一
一

烏
獣
虫
類
な
ど
の
啼
き
声
の
描
写
は
古
典
作
品
の

中
に
‐
も
屡
々
み
ら
れ
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
描
写
の

密
度
に
か
な
り
の
差
異
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
あ
え

て
い
う
な
ら
ば
、
擬
声
音
は
作
者
の
感
覚
に
依
存
し

て
い
る
た
め
に
、
や
ゞ
も
す
れ
ば
主
観
的
な
印
象
描

写
に
陥
る
弊
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
個
々
の

作
者
が
た
と
え
ど
の
よ
う
に
精
到
を
期
し
た
と
し
て

も
、
限
り
な
い
自
然
界
の
事
象
を
限
り
あ
る
人
間
の

言
語
音
に
雛
訳
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
こ
と
自
体
に
既
に
無
理
が
あ
っ
て
、
そ
の

点
だ
け
か
ら
云
っ
て
も
、
描
写
と
同
時
に
も
早
対
象

そ
の
も
の
と
非
常
に
遠
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
点
、
ロ
ッ
シ
ー
’
一
の
ウ
イ
リ
ャ
ム
テ
ル
の
序
川

の
嵐
の
描
写
が
、
あ
ノ
、
ま
で
音
楽
そ
の
も
の
で
あ

り
、
決
し
て
嵐
そ
の
も
の
で
な
い
の
と
同
様
で
あ

る
。
』
」
の
よ
う
な
こ
と
準
一
云
え
ば
、
厳
密
に
云
っ
て

擬
音
は
あ
く
ま
で
擬
音
で
あ
り
、
対
象
そ
の
、
も
の
を

收
め
る
た
め
に
は
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
用
い
る

以
外
に
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
放
送
な
ど
で
用
い
る
擬

音
技
術
は
非
常
に
発
達
し
て
い
る
し
、
叉
同
じ
人
間

の
場
合
で
も
、
猫
八
の
よ
う
な
天
才
的
技
術
者
の
物

（
斉
藤
信
夫
、
蛙
の
笛
）

四
六



口

、
、
、
沁
、

そ
う
聞
え
る
。
そ
し
て
、
か
お
る
は
そ
れ
が
ミ
ャ

マ
と
い
う
烏
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

真
似
な
ら
話
は
別
で
あ
ろ
う
。

右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
擬
声
音
に
よ
る
描
写
の

主
観
性
と
い
う
こ
と
を
次
の
文
章
が
非
常
に
よ
く
表

わ
し
て
い
る
の
で
左
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

暁
方
四
時
に
眼
覚
め
た
。
戸
外
は
明
る
く
な
っ
て

お
り
、
二
、
三
種
類
の
小
鳥
が
鳴
い
て
い
る
。

とン｜司
言であ

今テ

ノー

が
、

、
恥
、
、

チ
ョ
ッ
、
チ
ョ
ッ
レ
イ
と
聞
え
る
。

（
中
略
）

五
時
半
に
、
か
お
る
は
床
を
離
れ
、
小
屋
の
横
手

の
小
川
で
洗
面
す
る
た
め
に
階
下
へ
降
り
て
行
っ

た
。

建
物
を
出
た
と
↑
」
ろ
で
、
い
ま
起
き
た
ば
か
り
ら

し
い
娘
さ
ん
と
顔
を
合
せ
た
。
か
お
る
は
キ
ヨ
、

、
、
、

チ
ョ
ッ
、
チ
ョ
ッ
レ
イ
と
鳴
く
烏
が
何
で
あ
る
か

た
ず
ね
て
み
た
。

「
ほ
ら
、
聞
え
る
で
し
ょ
う
‐
ね
」

娘
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
し
て
い

、
、
、
、
、

そ
の
一
つ
は

あ
、
チ
ロ
リ
ン
、
チ
ロ
リ
ン
、
リ
ン
リ
ン
リ

す
か
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
℃

っ
た
。
な
る
ほ
ど
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
、

キ
ヨ
、
チ
ヨ
ツ
、
チ
ヨ
ツ
、
キ
ヨ
、

ミ
ャ
マ
の
ほ
か
に
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
も
鳴
い
て
い

た
。
こ
の
方
は
チ
イ
、
チ
イ
、
チ
イ
と
や
か
ま
し

く
鳴
き
立
て
て
い
る
。
（
井
上
靖
「
氷
壁
」
）

右
の
四
十
雀
の
ヂ
イ
チ
イ
チ
イ
チ
イ
は
別
と
し

て
、
同
じ
ミ
ャ
マ
に
対
す
る
か
お
る
と
土
地
の
娘
と

の
間
に
は
、
‐
全
く
相
異
た
つ
聴
覚
的
描
写
が
な
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
擬
声
音
に
よ
る
描
写
の
主
観
性
と

い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
蛙
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て
‐
も
そ

の
一
部
を
掲
げ
た
よ
う
に
そ
の
例
を
あ
げ
れ
ば
全
く

枚
挙
に
暹
が
な
い
程
で
あ
る
か
ら
、
↑
」
段
で
は
そ
れ

ら
の
用
例
を
い
ち
い
嵩
一
か
私
げ
る
手
数
を
省
く
。
一

体
、
そ
れ
な
ら
、
擬
声
音
に
よ
る
描
写
の
客
観
性
と

い
う
こ
と
は
、
果
し
て
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。

そ
こ
で
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
は
ど
う
か
。

さ
っ
き
か
ら
、
小
鳥
烏
で
ふ
く
ろ
う
が
鳴
い
て
い

た
。
」
五
郎
助
」
と
言
っ
て
、
し
ば
ら
く
間
を
置

い
て
、
「
奉
公
」
と
鳴
く
。
（
志
賀
直
哉
「
焚

火
」
）こ

れ
も
叉
古
来
極
め
て
そ
の
用
例
が
多
く
、
こ
壁

で
い
ち
い
ち
そ
れ
ら
を
取
り
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
と

思
う
が
、
こ
の
種
の
い
わ
ゆ
る
「
章
句
仮
充
法
」

（
川
村
多
実
二
「
烏
の
歌
の
科
学
」
）
は
、
烏
の
鴫

き
声
に
対
す
る
客
観
性
を
附
与
す
る
一
方
法
で
は
あ

、

る
。
鴬
の
「
法
々
華
経
」
、
杜
鵲
の
「
天
辺
か
け
た

か
」
、
雲
雀
の
．
升
貸
し
て
二
斗
取
る
、
利
取
る

利
取
る
」
「
利
に
利
に
食
う
、
利
に
利
食
う
、
後

や
流
す
う
」
「
日
一
分
、
日
一
分
、
月
二
朱
う
」

等
々
。し

か
し
な
が
ら
、
こ
ゞ
に
い
う
客
観
性
と
は
対
象

の
聴
覚
的
描
写
そ
の
こ
と
に
対
す
る
客
観
性
で
は
な

く
て
、
聴
覚
的
対
象
を
意
味
の
あ
る
短
か
い
章
句
で

雛
訳
す
る
方
法
で
あ
る
か
ら
、
￥
」
蚤
で
は
も
早
一
面

に
お
い
て
感
性
（
感
覚
）
か
ら
知
性
（
観
念
）
に
移

行
さ
せ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
対
象
牟
一

言
語
記
号
と
し
て
そ
の
社
会
性
を
附
与
し
た
に
す

ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
客
観
性
と
は
、
客
観
的

描
写
と
い
う
こ
と
か
ら
寧
ろ
遠
ざ
か
る
可
能
性
も

多
い
。そ

こ
造
川
村
博
士
は
、
「
毎
朝
わ
が
頭
の
上
で
鳴

く
ス
ズ
メ
の
声
を
、
自
身
で
た
し
か
め
て
も
み
ず

に
、
ス
ズ
メ
は
チ
ュ
ー
チ
ュ
ー
鳴
く
も
の
と
き
め
て

い
る
の
が
日
本
の
児
童
で
あ
る
。
」
と
前
置
き
し

て
、

ス
ズ
メ
の
鳴
き
声
に
は
、
仲
間
に
危
急
を
訴
え
る

ジ
ュ
ク
ジ
ュ
ク
と
か
、
ヒ
ナ
が
親
診
呼
ふ
時
の
シ

リ
シ
リ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
た
も
の
も
あ
る

四
七



一

ラ
ム
、
チ
ヨ
チ
、
チ
ヨ
ン
、
チ
ー
、
ツ
イ
‐
ｌ
ン
・

と
云
わ
れ
、
「
ス
ズ
メ
の
声
に
も
地
方
に
よ
っ
て
巧

拙
の
差
が
み
と
め
ら
れ
る
」
（
朝
日
新
聞
、
昭
三

五
・
二
・
二
一
朝
刊
、
ス
ズ
メ
の
恋
愛
歌
）
と
結
ん

で
い
ら
れ
る
。
ス
ズ
メ
の
歌
の
巧
拙
な
ら
致
し
方
な

い
が
、
そ
う
し
た
歌
を
聴
く
人
間
の
聴
覚
や
叉
そ
の

聴
覚
に
よ
る
音
声
描
写
や
、
更
に
は
叉
一
首
の
歌
な

り
詩
な
り
に
、
優
劣
鋭
鈍
巧
拙
の
差
が
あ
ろ
う
。

烏
の
鳴
き
声
そ
の
も
の
を
科
学
的
対
象
と
し
て
数

多
く
の
資
料
を
蒐
集
し
研
究
し
て
い
る
人
々
や
、
一

方
、
中
西
悟
堂
の
「
野
鳥
記
」
に
み
る
よ
う
に
、
詩
人

や
作
家
の
文
学
作
品
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
擬
声
一
昔
を

今

が
、
元
来
チ
エ
ッ
プ
と
い
う
の
が
基
本
文
句
で
、

個
体
に
よ
り
終
わ
り
の
プ
が
ひ
び
か
な
い
の
も
あ

る
。
季
節
が
春
に
な
り
良
い
配
偶
者
を
見
つ
け
て

営
巣
に
か
か
ろ
う
と
す
る
雄
ス
ズ
メ
は
、
チ
ェ
ヅ

プ
チ
エ
ッ
プ
と
繰
り
返
し
て
鳴
く
時
も
あ
る
が
、

む
し
ろ
チ
エ
ッ
プ
が
変
じ
て
で
き
た
替
え
文
句
、

す
な
わ
ち
チ
エ
ー
、
チ
ュ
ー
、
チ
ー
、
チ
ャ
ン
、

チ
ユ
ン
、
チ
ヨ
ン
、
チ
ン
、
ジ
ユ
ン
、
チ
リ
ー
、

チ
ユ
リ
ー
、
ジ
ユ
リ
ー
、
チ
ヨ
チ
、
チ
ユ
ウ
イ

ン
、
ジ
ュ
ウ
イ
ン
、
チ
ー
ラ
ム
な
ど
を
縦
に
連
ね

て
作
っ
た
長
い
求
婚
歌
を
歌
う
の
が
普
通
で
あ

る
。
京
都
の
一
例
を
示
せ
ば
、
チ
エ
ッ
プ
、
チ
ー

ノ

精
査
す
る
と
き
、
今
更
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
の

描
写
の
適
格
性
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
，

●
一
一
一

鮭
変
じ
て
烏
と
な
る
。
話
を
元
に
戻
し
て
み
よ

』
叩
ノ
Ｏ

聴
覚
的
描
写
に
お
け
る
客
観
性
と
い
う
こ
と
は
、

す
ぐ
れ
た
学
者
や
詩
人
。
作
家
な
ど
の
、
精
到
な
調

査
研
究
乃
至
鋭
敏
な
感
覚
に
よ
っ
て
、
将
来
、
科
学

的
に
も
叉
文
学
的
に
も
益
々
高
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
“
フ
。

る
る
る
る
ろ
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る

（
草
野
心
平
、
春
舳
、
「
節
百
階
級
」
）

閑
門
間
一

門
］
同
一
】
畢

壗
『
崗
一

吋
樗
Ｈ
－
Ｈ
一

再
門
『
一

『
吋
吋
一

門
】
門
一
門
目

門
門
時
】

閉
門
再
毘

門
再
村
『

島
ヨ
（
〃
［
２
日
の
の
庁
ｇ
）
８
○
「
定
本
蛙
‐
｜
）

〆

四
八

右
は
い
ず
れ
も
草
野
心
平
の
有
名
な
蛙
の
鳴
き
声

の
擬
声
音
に
よ
る
詩
で
あ
る
。
他
に
も
「
ぐ
る
る
っ

ぐ
る
る
っ
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い

い
い
」
と
か
、
「
ぎ
や
わ
る
つ
ぎ
や
わ
る
つ
わ
ろ
ろ

ろ
ろ
り
っ
」
な
ど
を
繰
り
返
し
た
「
誕
生
祭
」
と
い

う
詩
が
あ
る
一
」
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
叉
、
草

野
氏
だ
け
で
な
く
、
蛙
の
鳴
き
声
を
現
代
詩
歌
や
小

説
の
中
で
擬
声
音
に
よ
っ
て
描
写
し
た
す
ぐ
れ
た
用

例
は
他
に
も
か
な
り
あ
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
は
じ
め
の
歌
に
戻
っ
て
、
同
じ
作
者
の
同

じ
年
の
作
品
を
上
げ
て
較
・
へ
て
み
よ
う
。

、
、
、
、
、
〃
、
ｒ
３
、
ｆ
ｂ
ｆ
Ｂ
Ｅ
〃
３

さ
わ
や
か
に
鳴
く
な
る
蛙
た
と
ふ
れ
ば
豆
を
戸
板

ｆ
ｆ
Ｊ
１
ｆ
ｆ
Ｊ
ｆ
ｆ
心
ｆ
ｆ
４
Ｊ
Ｊ
ｊ

に
転
ば
す
が
ご
と
（
「
長
塚
節
歌
集
」
）

比
愉
的
描
写
か
聴
覚
的
描
写
か
、
ど
ち
ら
が
よ
り

文
学
的
表
現
た
り
得
る
か
、
な
ど
と
い
う
問
題
は
、

右
の
平
凡
幼
稚
な
歌
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
も
早

諭
外
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
要
は
対

象
描
写
に
お
け
る
感
覚
の
密
度
と
い
う
か
、
要
す
る

に
自
然
界
の
妙
音
を
ど
こ
ま
で
深
く
鋭
く
キ
ャ
ッ
チ

す
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
叉
一
篇
の
詩
な
り

歌
な
り
文
章
の
中
で
ど
れ
だ
け
見
事
に
生
か
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
表
現
価
値
が
云
々
し
得
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
三
五
・
四
・
一
四
）


