
解
剖
に
あ
る
。
『
平
和
な
暗
闘
が
度
胸
比
べ
と
技
巧
比
べ
で
演
出
さ
れ
』
る
、

我
執
の
種
々
相
の
解
析
」
が
、
『
明
暗
』
で
「
追
跡
さ
れ
て
い
る
テ
ー
ゼ
」

で
あ
る
と
述
べ
る
。

「
猜
疑
・
背
信
・
嫉
妬
・
技
巧
・
虚
偽
・
虚
栄
・
独
善
・
偏
見
・
頑
迷
・

狡
滑
と
い
っ
た
我
執
の
醜
」
を
い
か
に
処
理
す
る
か
、
い
か
に
そ
の
苦
痛
か

ら
自
己
を
救
済
す
る
か
詞
を
文
学
的
課
題
と
し
て
追
尋
し
て
や
ま
な
な
か
っ

た
の
が
夏
目
漱
石
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
た
ど
り
つ
い
た
「
則
天
去
私
」
と
は
、

「
『
無
我
』
「
相
対
即
絶
対
』
の
境
界
に
は
ほ
ぼ
等
し
い
概
念
で
あ
る
」
と
著

者
は
述
べ
、
「
自
己
客
体
化
・
相
対
視
を
目
し
て
『
道
草
』
で
創
出
さ
れ
た

語
り
手
の
、
絶
対
的
視
点
に
よ
る
厳
正
無
私
な
叙
法
の
客
観
小
説
に
お
け
る

最
初
の
試
み
が
『
明
暗
」
で
あ
っ
た
」
と
、
見
事
に
両
者
の
相
関
を
位
置
づ

け
て
い
る
。

（
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
十
日
・
桜
楓
社
刊
・
五
、
八
○
○
円
）

（
と
だ
・
た
み
こ
夙
川
学
院
短
期
大
学
助
教
授
）

書
評

本
書
は
、
一
貫
し
て
古
代
歌
謡
に
関
す
る
論
稿
を
世
に
問
い
続
け
ら
れ
た

宮
岡
薫
氏
の
初
め
て
の
諭
集
で
あ
り
、
十
数
年
来
の
研
究
の
集
大
成
と
も
い

宮
岡
薫
氏
著

「
古
代
歌
謡
の
構
造
」
を
読
む

駒
木
敏

う
べ
き
労
作
で
あ
る
。
刊
行
を
鶴
首
し
て
い
た
後
学
の
一
人
と
し
て
、
改
め

て
御
教
示
を
得
る
所
が
多
か
っ
た
。
大
方
の
読
者
の
思
い
も
同
じ
で
あ
ろ

う
。
我
々
は
ま
た
一
つ
、
古
代
歌
謡
研
究
の
大
き
な
礎
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
。

本
書
の
課
題
は
、
「
記
・
紀
』
を
中
心
と
す
る
文
献
を
根
幹
に
据
え
て
、

「
歌
が
物
語
と
結
合
し
て
記
紀
に
成
害
化
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
」
あ
っ
た

は
ず
の
「
多
様
な
歌
の
実
体
」
を
探
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
で
「
記
・
紀
』

の
現
在
に
お
け
る
歌
と
物
語
の
結
合
関
係
の
原
理
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
掲
げ
ら
れ
た
「
古
代
歌
謡
の
構
造
」
と
は
、
神
話
や
歴
史
叙
述
の
中

に
組
み
込
ま
れ
た
古
代
歌
謡
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
い
か
な
る
伝
承
の
過
程
を
保

持
し
つ
つ
「
記
・
紀
」
の
現
在
に
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
。
従
来
、
歌
謡
を
含
む
物
語
が
姐
上
に
載
せ
ら
れ
る
場
合
、
と

も
す
れ
ば
そ
れ
が
生
成
過
程
や
伝
承
の
荷
担
者
層
の
問
題
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
氏
族
伝
承
論
の
中
に
解
消
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
現
有
の
文
献
を
対

象
に
据
え
、
そ
の
内
側
か
ら
歌
と
物
語
の
結
合
の
論
理
を
導
き
出
そ
う
と
す

る
本
書
の
方
法
的
視
座
は
新
し
く
、
す
ぐ
れ
て
今
日
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
無
前
提
な
伝
承
論
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
「
歌
語
り
論
」
と
も
、
ま
た
、
専
ら
『
記

・
紀
』
の
現
在
を
対
象
化
し
て
歌
と
物
語
の
関
係
を
追
う
方
法
と
も
、
方
向

性
を
分
か
つ
。
歌
謡
研
究
の
側
か
ら
い
え
ば
、
「
記
・
紀
」
の
現
在
か
ら
重
層

す
る
過
去
に
視
線
を
向
け
、
歌
謡
の
実
態
を
想
定
し
た
土
橋
寛
氏
の
《
古
代

歌
謡
》
学
の
方
法
と
も
、
一
方
こ
れ
を
批
判
的
に
捉
え
、
『
記
・
紀
」
の
現
在

と
し
て
あ
る
歌
謡
の
態
様
か
ら
そ
の
伝
承
及
び
「
杼
情
」
の
独
自
の
方
法
に

六
○



つ
い
て
一
つ
の
解
釈
を
呈
示
し
た
益
田
勝
実
氏
の
《
記
紀
歌
謡
》
学
の
方
法

と
も
、
微
妙
に
立
場
を
異
に
す
る
。

こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
本
書
の
方
法
は
、
一
つ
の
語
彙
、
語
句
の
表
現
の
解

釈
に
基
づ
き
、
そ
の
解
釈
を
通
し
て
自
説
を
展
開
す
る
と
い
う
、
徹
底
し
た

実
証
主
義
的
方
法
で
あ
る
。
し
か
も
、
解
釈
に
際
し
て
は
、
必
ず
類
例
が
調

査
さ
れ
、
そ
の
実
例
を
示
す
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
。
示
さ
れ
る
デ
ー
タ

は
、
論
述
に
と
っ
て
些
か
煩
わ
し
い
と
さ
え
思
え
る
場
合
も
な
く
は
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
方
法
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、
先
学
が
構
築
し
た
方
法
を
自
己
化
し
、
そ
の
有
効
性
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
を
克
服
す
る
方
法
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
り
の
な
い
抽
象
論
を
重
ね
る
よ
り
も
、
一
首
の

歌
謡
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
方
法
を
展
開
す
べ
き
で

あ
る
。
（
第
一
章
第
三
節
）

と
い
う
主
張
に
立
脚
す
る
。
あ
く
ま
で
表
現
と
し
て
の
言
葉
に
執
す
る
限
り
、

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
表
現
は
言
葉
で
あ
り
、
構
造
も
言
葉
で
あ

る
。
言
葉
の
内
に
込
め
ら
れ
た
も
の
を
こ
そ
、
我
々
は
読
み
解
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
自
明
の
こ
と
に
み
え
る
が
、
徹
底
し
て
言
語
表
現
に
執
す
る
分

析
方
法
に
は
、
改
め
て
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

＊

さ
て
本
書
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
三
つ
の
章
と
一
つ
の
付
編
と
か
ら

構
成
さ
れ
る
。

第
一
章
『
古
事
記
』
の
叙
事
詩
的
方
法

第
二
章
「
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
伝
承
と
歌
謡
の
交
渉

『
古
代
歌
謡
の
構
造
』
を
読
む

第
三
章
『
続
日
本
紀
』
以
後
の
歌
謡
の
表
現

付
録
古
代
歌
謡
研
究
文
献
目
録

先
ず
、
八
つ
の
節
か
ら
成
る
第
一
章
は
、
「
叙
事
詩
的
方
法
」
（
歌
物
語
的

方
法
）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
『
古
事
記
」
の
方
法
的
特
質
の
解
明
を
目
指

す
。
即
ち
、
伝
承
性
を
有
す
る
歌
謡
が
物
語
の
表
現
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
一

つ
の
構
成
体
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
天
皇
制
の
政
治
的
要

請
に
基
づ
く
新
し
い
意
味
を
付
与
さ
れ
る
あ
り
よ
う
を
追
い
、
そ
の
際
の
歌

と
物
語
の
結
合
の
関
係
を
叙
事
詩
的
（
歌
物
語
的
）
方
法
と
規
定
す
る
こ
と

で
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
節
で
は
、
記
一
九
番
歌
の
「
葦
原
」
に
象
徴
的
意
味
を
認
め
、
一
方
こ

の
歌
謡
を
組
み
込
む
「
物
語
部
分
の
表
現
」
の
「
一
夜
御
寝
坐
し
き
」
に
神

話
的
意
味
を
認
め
て
、
歌
謡
の
「
二
人
寝
し
」
は
こ
れ
と
の
関
係
で
「
聖
婚

儀
礼
の
実
修
を
確
認
さ
せ
る
表
現
」
と
な
る
こ
と
を
述
べ
る
。
四
節
で
は
、

「
か
れ
多
遅
比
野
に
至
り
て
痛
め
ま
し
て
」
の
物
語
表
現
に
よ
っ
て
、
本
来

歌
垣
の
歌
謡
た
る
記
七
五
番
歌
が
、
皇
位
継
承
の
天
皇
霊
付
与
の
次
元
へ
転

化
す
る
と
帰
結
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
に
通
底
す
る
の
は
、
一
つ
の
歌
謡
が
物

語
に
組
み
込
ま
れ
る
時
に
は
、
そ
の
歌
謡
の
鍵
に
な
る
表
現
（
言
葉
）
が
意
識

さ
れ
て
お
り
、
物
語
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
歌
謡
を
物
語
に
接
合
す
る
場
合
の

鍵
に
な
る
表
現
が
あ
る
の
だ
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
歌
謡
と
物

語
の
矛
盾
と
い
う
形
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
『
古
事
記
』
の
あ
り

よ
う
に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
言
葉
が
そ
れ
ら
を
結
び
付
け
る
鍵
に
な
る
と
す

る
考
察
は
、
極
め
て
説
得
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
歌
と
物
語
を
結
び
付
け
る

論
理
と
し
て
用
意
さ
れ
る
の
が
、
古
代
天
皇
制
の
要
請
で
あ
り
、
そ
の
要
請

．
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に
基
づ
く
神
話
性
・
儀
礼
性
の
視
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
直
接
に
歌
謡
な
い

し
物
語
の
表
現
語
句
の
照
応
関
係
が
意
識
さ
れ
な
い
場
合
も
、
歌
の
構
築
す

る
世
界
と
物
語
の
構
築
す
る
世
界
と
の
接
合
関
係
は
、
こ
の
一
点
に
焦
点
を

絞
る
こ
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
即
ち
、
二
節
で
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
伝
承

の
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
の
形
象
を
探
り
な
が
ら
、
歌
謡
の
中
の
「
乙
女
」
「
床
」
「
置

き
し
」
等
の
語
彙
の
内
包
す
る
意
味
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
含
む
類
歌
の
検
討

か
ら
、
乙
女
は
巫
女
的
性
格
を
有
し
、
歌
謡
は
「
神
話
的
、
儀
礼
的
」
表
現

に
縁
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
ミ
ャ
ズ
ヒ
メ
の
物
語
全
体
が
「
呪
的
雰

囲
気
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
帰
結
す
る
。
三
節
は
、
勧
酒
歌
・
謝

酒
歌
の
対
応
に
あ
る
記
三
九
・
四
○
の
二
首
が
、
「
な
ぜ
神
功
皇
后
に
よ
っ

て
歌
わ
れ
、
少
名
彦
名
神
が
登
場
す
る
の
か
」
と
問
い
、
こ
の
神
が
常
世
神

で
あ
り
、
王
権
の
本
質
に
結
び
付
く
こ
と
に
そ
の
答
え
を
求
め
る
。

い
ず
れ
の
論
に
お
い
て
も
、
言
葉
の
綴
密
な
読
み
取
り
に
基
づ
き
、
し
か

も
解
釈
の
基
点
に
は
、
『
古
事
記
』
の
拠
っ
て
立
つ
編
集
意
図
が
踏
ま
え
ら
れ

る
。
『
古
事
記
』
の
部
分
と
し
て
の
個
々
の
物
語
を
、
全
体
の
構
成
意
図
に
配

慮
し
な
が
ら
位
置
づ
け
る
読
み
は
正
当
で
あ
る
。
解
釈
に
際
し
て
は
、
文
献

的
用
例
の
検
索
の
結
果
の
上
に
豊
富
な
民
俗
学
的
知
見
が
駆
使
さ
れ
、
常
に

伝
承
と
文
献
の
結
合
の
地
点
を
定
位
し
よ
う
と
す
る
論
法
は
、
斬
新
か
つ
刺

激
的
で
あ
る
。

さ
て
本
章
の
各
論
は
、
お
お
む
ね
言
語
伝
承
の
鍵
に
な
る
言
葉
に
執
し
て

分
析
を
展
開
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
が
、
実
は
そ
こ
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ

り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
一
づ
は
伝
承
を
伝
承
た
ら
し
め
て
い
る
「
表

現
Ⅱ
言
葉
」
で
あ
り
、
二
つ
は
伝
承
の
構
造
や
形
式
に
関
わ
る
「
表
現
Ⅱ
言

物
語
』
的
と
表
現
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
」
（
第
二
節
、
傍
線
評
者
）
と
す
る
定

義
が
、
か
っ
て
の
英
雄
叙
事
詩
論
争
に
関
わ
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
な
い
こ

と
は
自
明
だ
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
や
神
武
の
物
語
が
対
象
に
さ
れ
る

本
草
だ
け
に
、
必
然
的
に
そ
れ
ら
と
の
暗
合
が
想
起
さ
れ
て
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
概
念
を
緩
や
か
に
押
さ
え
る
こ
と
で
、
『
古
事
記
』
の
方
法
を
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
歌

と
物
語
の
結
合
の
態
様
を
「
文
学
史
的
に
位
置
付
け
る
」
意
図
か
ら
す
る
な

ら
ば
、
よ
り
明
確
な
概
念
規
定
が
用
意
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

続
く
第
二
章
は
、
第
一
章
と
相
わ
た
り
な
が
ら
、
歌
謡
と
物
語
の
交
渉
の

態
様
を
具
体
的
に
分
析
す
る
。
対
象
と
す
る
「
記
・
紀
』
の
現
在
に
向
か
っ

て
採
ら
れ
る
視
点
は
、
基
本
的
に
文
字
（
記
載
）
の
方
法
を
見
据
え
な
が
ら
、

な
お
素
材
と
し
て
の
「
伝
承
」
の
過
程
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
歌
物
語
的
な
形
式
に
構
成
さ
れ
、
定
着
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
歌
謡
と
物
語
と

を
叙
事
詩
的
と
表
現
し
て
も
よ
い
が
、
日
本
文
学
史
の
規
定
に
よ
っ
て
『
歌

葉
」
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
「
葦
原
」
．
夜
寝
」
な
ど
は
前
者
の

例
で
あ
り
、
歌
謡
と
歌
謡
（
伝
承
と
伝
承
）
の
連
結
を
可
能
に
す
る
「
又
日
」

「
歌
日
」
な
ど
は
後
者
の
例
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
二
つ
の
位
相
が
正
当

に
位
置
付
け
ら
れ
た
と
き
、
『
記
・
紀
』
に
お
け
る
方
法
と
し
て
の
「
歌
と
物

語
の
交
渉
関
係
」
が
よ
り
明
確
に
像
を
結
び
、
ま
た
、
伝
承
か
ら
『
記
・
紀
』

（
そ
れ
を
一
つ
の
伝
承
の
過
程
と
み
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
が
）
へ
の
重
層
的
構
造

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

次
に
、
本
章
を
束
ね
る
「
歌
物
語
的
」
な
い
し
「
叙
事
詩
的
」
方
法
と
い

う
概
念
に
は
、
不
透
明
さ
が
残
る
。
「
歌
と
物
語
と
が
交
渉
し
て
い
る
様
式
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が
結
合
す
る
ま
で
の
過
程
」
の
解
明
に
力
点
が
置
か
れ
る
。

本
章
の
各
論
は
、
二
つ
の
方
向
に
分
岐
す
る
。
「
重
出
歌
謡
」
の
分
析
を
手

掛
か
り
に
、
伝
承
の
過
程
な
い
し
素
材
と
し
て
あ
っ
た
「
歌
謡
群
の
存
在
」

を
想
定
す
る
一
節
、
さ
ら
に
、
『
記
・
紀
』
の
現
在
か
ら
「
記
紀
定
着
以
前
」

の
歌
謡
の
様
相
を
探
る
二
節
な
ど
の
方
向
が
一
つ
。
口
承
の
論
理
が
耆
承
の

論
理
に
よ
っ
て
「
様
式
を
改
変
」
さ
れ
る
様
相
を
問
題
に
す
る
三
節
な
ど
の

方
向
が
一
つ
で
あ
る
。
（
二
つ
の
方
向
は
、
論
述
の
過
程
で
必
然
的
に
重
な
り
合
い

は
す
る
が
）
著
者
の
視
座
か
ら
し
て
、
も
ち
ろ
ん
後
者
の
論
述
が
中
心
を
な

し
て
お
り
、
謀
反
や
反
乱
の
物
語
が
考
察
の
対
象
に
上
っ
て
い
る
の
も
、
そ

う
よ
う
な
意
図
と
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
こ
で
対
象
と
さ
れ
た
部
分
は
、
確

か
に
分
析
が
難
し
い
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
る
が
、
「
宇
陀
」
（
三
節
）
、
「
狭

井
河
」
「
畝
火
山
」
（
四
節
）
、
「
金
組
」
（
九
節
）
な
ど
、
地
名
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と

捉
え
る
視
点
は
、
新
た
な
解
釈
を
拓
く
も
の
と
し
て
共
感
さ
せ
ら
れ
た
。
あ

く
ま
で
も
一
つ
の
言
葉
か
ら
と
い
う
、
著
者
の
徹
底
し
た
読
み
の
方
法
に
よ

っ
て
探
り
当
て
ら
れ
た
解
釈
に
他
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
謀
反
の
物
語
は
そ
の
ま
ま
伝
承
と
し
て
あ
り
え
た
か
、
あ
り
え

た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
構
造
や
鍵
言
葉
に
よ
っ
て
そ
れ
が
認
定
さ
れ
る

の
か
、
こ
の
点
は
是
非
と
も
論
じ
て
欲
し
い
急
所
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
エ

ウ
カ
シ
・
オ
ト
ウ
カ
シ
の
反
抗
と
服
属
」
が
「
民
間
伝
説
」
を
素
材
に
し
て

い
る
（
三
節
）
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
反
抗
と
服
属
の
民
間
伝
説
な
る
も
の

は
、
説
明
な
し
に
納
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
昔
活
研
究
な
ど
に
お
い
て
も
優
れ
た
業
績
を
持
つ

著
者
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
分
か
り
き
っ
た
前
提
が
踏
ま
え
ら
れ

『
古
代
歌
謡
の
構
造
』
を
読
む

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
歌
謡
を
主
な
対
象
と
し
た
分
析
で
あ
る
こ
と

の
行
文
上
の
問
題
か
も
知
れ
な
い
が
、
物
語
の
伝
承
構
造
へ
の
目
く
ば
り
の

不
足
が
気
掛
か
り
で
あ
る
。

実
は
こ
の
こ
と
は
、
「
類
型
表
現
」
と
「
伝
承
性
」
の
関
係
に
対
す
る
理
解

に
も
関
わ
る
。
例
え
ば
九
節
に
お
い
て
は
、
「
作
御
歌
」
な
ど
の
歌
に
関
わ

る
表
現
に
類
型
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
「
歌
に
関
わ
る
類
型
と
し
て
、
歌
の

表
現
と
呼
応
関
係
に
あ
る
は
ず
で
！
」
と
し
、
そ
こ
に
歌
の
類
型
を
想
定
し
、

更
に
類
型
性
は
「
発
想
の
類
型
を
も
意
味
し
」
、
「
民
間
伝
承
を
ふ
ま
え
た
表

現
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
物
語
の
「
類
型
性
」
「
伝
承

性
」
の
認
定
に
当
た
っ
て
も
、
方
法
は
同
じ
で
あ
る
。

記
載
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
伝
承
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
分
け
よ
う
と
す
る
著
者
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
、
も
う
少
し
細
か
な
詰
め
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
し
、
少

な
く
と
も
伝
承
の
核
と
な
る
要
素
と
し
て
の
言
葉
（
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
要
素

の
集
合
で
あ
る
構
造
）
と
、
そ
れ
ら
を
連
結
す
る
編
纂
・
編
集
の
次
元
に
関
わ

る
言
葉
と
の
区
分
け
に
は
、
留
意
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
。

本
書
の
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
伝
承
性
を
抱
え
た
歌
と
物
語
の
言
語
が
ま
ず

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
記
載
・
成
耆
化
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
「
様

式
の
変
革
」
を
被
る
の
か
、
論
点
は
二
段
階
あ
る
こ
と
に
な
る
。
七
節
に
お

い
て
、
「
歌
の
言
語
表
現
と
物
語
の
言
語
表
現
を
同
次
元
の
言
語
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
」
へ
の
批
判
を
述
べ
る
（
第
一
章
二
節
で
も
）
の
は
、
そ
の
あ
た

り
へ
の
意
識
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
文
脈
に
沿
っ
て
読
む
限
り
、

そ
れ
は
伝
承
性
を
抱
え
た
歌
の
言
語
の
固
有
性
に
対
し
て
、
『
記
・
紀
』
の
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物
語
の
「
記
述
の
仕
方
」
、
即
ち
、
編
集
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
表
現
の
性
格

を
意
識
し
て
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
一
方
で
、
物
語
の
言
語

も
伝
承
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
に
対
す
る
配
慮
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
あ
る

い
は
逆
に
、
「
記
・
紀
』
の
次
元
で
の
こ
と
と
し
て
な
ら
ば
、
文
字
化
さ
れ
た

段
階
に
お
け
る
言
語
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
同
一
の
位
相
下
に
対
象
化
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
尤
も
そ
う
な
れ
ば
、
こ
れ
は
古
代
歌
謡
分
析
の

範
囲
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
課
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
。

第
三
章
は
、
今
ま
で
真
正
面
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
『
続
日

本
紀
』
以
後
の
文
献
（
『
続
紀
』
・
冒
本
後
紀
』
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
書
と
説
話
集
の

『
日
本
霊
異
記
』
）
に
記
載
さ
れ
る
歌
謡
の
「
古
代
歌
謡
史
に
お
け
る
位
置
付

け
」
を
明
確
化
す
る
。
結
果
的
に
、
饗
宴
の
讃
歌
と
童
謡
と
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
の
も
、
本
章
で
扱
う
資
料
の
性
格
か
ら
の
必
然
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
霊
異

記
』
の
事
例
を
も
含
め
て
、
総
じ
て
歴
史
叙
述
と
歌
謡
と
の
関
係
が
こ
こ
で

は
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
章
で
取
り
扱
わ
れ
た
文
献
（
歴
史
書
、

説
話
集
）
の
性
格
へ
の
言
及
が
あ
っ
て
も
良
い
し
、
第
一
、
二
章
の
論
述
の

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
記
載
」
と
「
伝
承
性
」
の
関
係
性
に
意
が
用
い
ら
れ
て

も
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
著
者
が
一
、
二
章
で
批
判
的
に

述
べ
て
き
た
「
歌
謡
の
実
体
推
定
」
の
確
定
に
向
か
っ
て
、
こ
こ
で
は
多
く

の
筆
が
割
か
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
論
の
基
礎
的
考
察
と
し
て
の
意
味
を
汲
ん
で
、
今
後
の

展
開
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

＊

＊

今
ま
で
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
書
の
方
法
的
視
座
の
一
つ
は
、
『
記
。

紀
』
の
現
在
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
古
代
歌
謡
の
態
様
を
扱
う
と
す
る
点
で
あ
る
。

「
歌
物
語
」
な
い
し
「
歌
謡
物
語
」
と
い
う
、
「
記
・
紀
』
の
側
に
取
り
込

ま
れ
た
歌
謡
の
現
在
を
対
象
に
す
る
場
合
、
そ
れ
は
当
然
採
ら
れ
る
一
つ
の

視
点
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
論
点
は
、
「
書
く
こ
と
」
あ
る
い
は
「
文
字
の
方

法
」
が
、
「
歌
（
謡
）
う
こ
と
」
あ
る
い
は
「
口
承
の
方
法
」
を
、
い
か
に
変

革
せ
し
め
た
の
か
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
に
、
歌
謡
を
「
実
体
化
」
し
て
捉

え
る
方
法
へ
の
批
判
に
発
す
る
伝
承
性
へ
の
視
点
が
あ
る
。
物
語
と
結
合
す

る
ま
で
の
歌
謡
の
「
多
様
な
実
体
」
「
多
元
的
な
解
釈
」
を
求
め
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
に
伝
承
と
の
関
連
が
お
の
ず
か
ら
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
著
者
の
方
法
は
む
し
ろ
、
歌
謡
の
伝
承
的
性
格
を
基
本
的

に
据
え
る
所
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
本
書
は
、
「
伝
承
性
」
と
「
記

載
性
」
と
の
二
つ
の
課
題
を
含
み
込
む
。
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
、
一
方
に
伝

承
を
伝
承
と
し
て
捉
え
る
方
法
、
他
方
に
文
字
記
載
（
成
耆
化
）
に
固
有
の
原

理
を
追
究
す
る
方
法
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
二
つ
が
せ
め
ぎ
あ
う
過
程
そ
の
も

の
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
え
ぐ
り
出
す
方
法
で
あ
る
。

『
記
・
紀
』
を
対
象
と
し
て
歌
と
物
語
の
関
係
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法

的
視
座
を
研
究
史
的
に
概
観
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
角
度
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
か
。
一
つ
に
は
、
書
か
れ
た
「
作
品
」
と
し
て
の
『
記
・
紀
』
を
そ

の
表
現
の
現
在
に
お
い
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、

「
作
品
」
以
前
と
し
て
の
伝
承
の
世
界
を
切
り
捨
て
る
か
、
強
い
て
過
程
や

素
材
に
つ
い
て
顧
慮
す
る
こ
と
は
し
な
い
（
視
野
に
置
か
な
い
と
い
う
の
で
は
な

じ
。
二
つ
は
、
「
伝
承
」
を
見
据
え
な
が
ら
も
「
書
く
」
行
為
が
伝
承
（
あ
る

い
は
口
承
）
の
行
為
と
対
時
的
に
あ
り
、
従
っ
て
書
く
行
為
を
通
じ
て
明
確
化

六
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し
た
『
記
・
紀
」
の
現
在
は
、
素
材
と
し
て
の
伝
承
を
止
揚
す
る
こ
と
で
成

り
立
つ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
三
つ
め
は
、
伝
承
と
『
記
・
紀
」
の
世
界
と

を
そ
の
ま
ま
連
続
す
る
も
の
と
し
て
対
象
化
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

書
く
と
い
う
行
為
、
な
い
し
書
く
こ
と
に
よ
る
作
品
構
成
の
方
法
の
変
革
は

あ
ま
り
問
題
に
き
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
切
り
口
の
い
ず
れ
が
有
効
で
あ

る
の
か
は
、
今
は
問
わ
な
い
。
た
だ
、
文
字
の
方
法
に
つ
い
て
の
研
究
が
様

々
な
角
度
か
ら
提
言
さ
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
第
一
、
第
二
の
視
野
の

側
か
ら
の
研
究
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
表
現
の
媒
材
と
し
て

み
た
場
合
、
同
じ
言
語
と
は
い
い
な
が
ら
、
口
承
言
語
の
方
法
と
文
字
言
語

の
方
法
と
が
原
理
的
に
何
が
し
か
の
位
相
の
差
異
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

こ
と
も
、
予
想
に
難
く
な
い
。

今
ま
で
伝
承
性
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
「
口
承
」
と
「
記
載
」
の

対
立
項
を
設
定
し
て
、
多
く
前
者
か
ら
後
者
へ
と
い
う
単
線
的
な
見
取
り
図

の
も
と
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
伝

承
と
い
う
概
念
は
そ
の
ま
ま
口
承
（
口
調
）
と
同
義
で
は
な
い
し
、
従
っ
て
伝

承
は
（
一
方
に
「
書
承
」
と
い
う
概
念
も
あ
る
よ
う
に
）
、
「
文
字
Ⅱ
書
記
」
の
方

法
と
対
立
的
、
対
時
的
に
の
み
措
定
さ
れ
る
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
逆
に
み
た
場
合
、
記
載
の
方
法
も
ま
た
、
素
材
と
し
て
の
伝
承
と
全

く
無
関
係
に
あ
り
え
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
い
ま
立
ち
止
ま
っ
て
考
え

る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
伝
承
は
む
し
ろ
、
表
現
さ
れ
る
も
の
の
内
な
る

伝
統
的
な
形
式
・
構
造
・
様
式
な
ど
を
通
し
て
、
一
つ
の
全
体
的
構
造
と
し

て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
記
載
の
方
法
に
よ
る
『
記
・
紀
』

の
歌
物
語
を
対
象
に
し
な
が
ら
常
に
伝
承
性
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
点
で
、
必

『
古
代
歌
謡
の
構
造
』
を
読
む

ず
し
も
《
口
承
↓
記
載
》
の
論
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
評
者

が
最
も
気
掛
か
り
で
あ
っ
た
点
は
、
《
口
承
と
記
載
》
の
先
鋭
的
な
課
題
と

格
闘
し
つ
つ
「
記
・
紀
』
の
生
成
に
迫
ろ
う
と
す
る
本
書
に
お
い
て
、
口
承

の
概
念
が
時
と
し
て
伝
承
の
概
念
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
論
述
が
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

本
書
は
、
苦
悶
の
書
物
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
体
は
極
め
て
明
解
で
あ
り
、

論
旨
は
大
胆
に
し
て
鋭
耐
が
、
論
述
の
過
程
に
は
、
時
と
し
て
著
者
の
苦
悩

が
苦
悩
と
し
て
赤
裸
々
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
格
闘
す
る
古
代
歌

謡
研
究
の
、
と
り
わ
け
『
記
・
紀
』
と
い
う
文
献
を
目
前
に
し
て
の
歌
謡
と

物
語
の
結
合
の
原
理
を
探
り
出
す
営
為
は
、
い
ま
そ
れ
だ
け
困
難
な
段
階
に

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
読
者
は
そ
こ
で
か
え
っ
て
不
思
議
な
安

堵
感
を
覚
え
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
困
難
な
課
題
に
メ
ス
を
入
れ
な
が
ら
、

い
く
つ
か
の
解
決
の
糸
口
を
提
起
し
て
い
る
本
書
の
論
述
の
方
法
に
は
、
難

問
を
一
刀
両
断
に
し
て
一
つ
の
結
論
を
強
引
に
作
り
上
げ
て
ゆ
く
そ
れ
と
は

違
っ
た
意
味
で
の
魅
力
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

古
代
歌
謡
（
の
構
造
）
を
い
か
な
る
地
点
に
立
っ
て
把
捉
す
る
の
か
。
『
記

・
紀
』
の
現
在
か
ら
そ
の
重
眉
的
位
相
を
探
ろ
う
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

常
に
古
代
歌
謡
の
基
層
に
目
を
配
り
な
が
ら
「
記
・
紀
』
の
現
在
を
明
ら
め

よ
う
と
す
る
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
伝
承
」
と
い
う
課
題
を
掲
げ
る
時

に
は
、
そ
の
往
復
の
作
業
は
避
け
ら
れ
な
い
。
著
者
の
苦
悶
は
、
古
代
歌
謡

研
究
の
こ
の
今
日
的
課
題
に
遠
因
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
膨
大
な
本
耆
の
細
部
に
お
い
て
、
ま
た
個
々
の
具
体
的
課
題
の
解

明
に
お
い
て
教
え
ら
れ
た
一
々
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
触
れ

六
五



え
な
か
っ
た
。
永
月
に
亙
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
一
つ
の
体
系
を
前
に
、
臆

面
も
な
く
敢
え
て
連
ね
た
些
か
の
批
評
は
、
自
ら
の
研
究
姿
勢
を
点
検
し
、

自
戒
す
る
意
味
を
も
込
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
批
判
は
た
や
す
い
。
が
、
著

者
の
目
論
み
格
闘
し
て
い
る
課
題
の
重
さ
に
着
目
す
る
と
き
、
そ
の
苦
悶
が

ひ
と
り
著
者
の
み
の
も
の
で
は
な
く
、
古
代
歌
謡
の
、
と
い
う
よ
り
も
古
代

文
学
の
研
究
に
立
ち
会
う
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
お

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

著
者
に
は
、
他
に
初
期
万
葉
集
に
つ
い
て
の
論
槁
等
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が

総
合
さ
れ
て
、
さ
ら
に
多
角
的
な
古
代
歌
謡
（
古
代
の
ゥ
タ
）
の
構
造
の
論
が

示
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
待
ち
た
い
と
思
う
。
さ
ぞ
か
し
見
当
外
れ
の
言

述
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ご
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

（
宮
岡
薫
著
『
古
代
歌
謡
の
構
造
』
、
新
典
社
、
昭
和
六
二
年

一
○
月
刊
、
四
一
五
ペ
ー
ジ
、
九
八
○
○
円
）

（
こ
ま
き
．
さ
と
し
同
志
社
大
学
教
授
）

書
評上

田
博
著
「
石
川
啄
木
の
文
学
』
を
読
む

太
田
登

近
年
の
啄
木
研
究
は
従
来
の
伝
記
研
究
に
か
た
む
き
が
ち
で
あ
っ
た
動
向

に
清
新
な
潮
流
を
呼
び
こ
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
最
前
線
に
著
者
上
田
博

が
い
る
。
か
つ
て
『
啄
木
小
説
の
世
界
』
（
昭
弱
・
９
双
文
社
出
版
）
で
ほ

と
ん
ど
黙
殺
に
ち
か
い
扱
い
方
を
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
小
説
を
そ
の
犀
利
な

分
析
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
ら
せ
た
著
者
は
、
「
日
本
近
代
文
学
の
総
体
の
う

ち
に
き
わ
め
て
高
い
位
置
を
占
め
る
」
（
小
田
切
秀
雄
）
、
「
明
治
期
の
文
芸
評

論
の
第
一
級
の
古
典
に
属
す
る
」
（
猪
野
謙
二
）
と
さ
れ
な
が
ら
ト
ー
タ
ル
に

把
握
さ
れ
て
い
な
い
評
論
に
も
鋭
い
切
り
こ
み
を
示
し
た
。

本
書
は
、
評
論
研
究
の
対
象
と
な
る
八
十
篇
の
う
ち
か
ら
九
篇
を
選
び
、

そ
れ
ぞ
れ
を
ひ
と
つ
の
「
作
品
」
と
し
て
読
解
し
て
ゆ
く
「
評
論
篇
」
と
、

前
著
で
論
じ
の
こ
し
た
小
説
を
対
象
と
し
た
「
小
説
篇
」
の
二
部
か
ら
成
っ

て
い
る
。
第
一
部
の
「
評
論
篇
」
の
冒
頭
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
序
説
啄
木

評
論
の
展
開
」
は
、
お
そ
ら
く
本
書
を
成
す
際
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
論
考
の

よ
う
に
み
え
る
が
、
著
者
自
身
の
多
年
の
啄
木
研
究
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
た

航
海
表
の
公
開
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
前
著
で
は
そ
の
巻
頭
の
「
序
説

・
小
説
家
啄
木
」
で
十
五
篇
の
小
説
を
四
期
に
区
分
さ
れ
た
文
学
的
生
涯
に

よ
っ
て
跡
づ
け
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も
同
様
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
小
説
・
評
論
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
れ
を
啄
木
自
身
の
文
学
的
立
場

の
展
開
に
そ
い
な
が
ら
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
方
向
が

著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
あ
ざ
や
か
に
打
ち
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

と
も
か
く
、
評
者
啄
木
の
批
評
的
立
場
を
三
期
に
分
け
て
、
そ
の
史
的
展
開

の
諸
相
の
特
質
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
一
期
（
明
弘
・
９
１
狐
・
２
）
で
は
、
「
啄

木
は
樗
牛
に
よ
っ
て
個
人
主
義
を
確
立
し
、
噸
風
に
よ
っ
て
普
遍
性
を
広
げ

つ
つ
そ
の
根
底
を
深
め
た
」
と
こ
ろ
に
こ
の
時
期
の
批
評
的
立
場
の
特
徴
を

み
る
。
第
二
期
（
明
狐
’
３
１
甥
・
５
）
で
は
、
天
才
主
義
的
人
間
観
か
ら

「
普
通
人
」
的
人
間
観
へ
の
、
浪
漫
主
義
的
文
学
観
か
ら
自
然
主
義
的
文
学

」
、
』
、

一
ノ
ー
ノ


