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感
じ

ら
れ
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い

も
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「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」。
そ
う
、「
白
線
の
内

側
に
下
が
っ
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
な
た
が
、

そ
し
て
私
が
い
つ
も
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
武
線
多
磨
駅
の
ホ
ー
ム
で
、

京
王
線
飛
田
給
駅
の
ホ
ー
ム
で
、
Ｊ
Ｒ
線
武
蔵
境
駅
の
ホ
ー
ム
で
白
線
の

内
側
に
下
が
っ
て
電
車
を
待
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。「
白
線
の

内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」。
そ
ん
な
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ
る
日

突
然
聞
こ
え
て
来
た
ら
、
我
々
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
怪
し
げ
な
教
祖
が
現
れ
て
、
咄
嗟
に
祈
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
あ
な

た
に
対
し
て
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
と
告
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

町
田
康
と
い
う
小
説
家
が
い
る
。
も
ち
ろ
ん
言
わ
ず
と
知
れ
た
あ
の
町

田
康
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
彼
が
町
田
町
蔵
と
い
う
名
前
で
「
Ｉ
Ｎ

Ｕ
」
と
い
う
バ
ン
ド
を
組
み
、
一
九
八
一
年
に
わ
ず
か
十
九
歳
で
衝
撃
的

な
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
こ
と
も
、
パ
ン
ク
や
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
が
好
き

な
人
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
町
田
康
が
今
も
変

わ
ら
ず
バ
ン
ド
を
組
ん
で
、
歌
詞
を
書
き
、
歌
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ

だ
ろ
う
か
。
二
〇
一
九
年
も
暮
れ
て
二
〇
二
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
る

現
在
、
彼
の
音
楽
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
汝
、
我
が
民
に
非

ズ
」
と
い
う
バ
ン
ド
で
あ
る
。
二
〇
一
八
年
に
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ

ム
『
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
』、
二
〇
一
九
年
に
は
セ
カ
ン
ド
・
ア

ル
バ
ム
『
も
は
や
慈
悲
な
し
』
を
リ
リ
ー
ス
し
、
精
力
的
に
ラ
イ
ヴ
活
動

白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
と
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
に
お
け
る
町
田
康
の
「（
リ
）
タ
ー
ン
」
―

                                                                                                                    　
　
荒
原
邦
博

を
展
開
し
て
い
る
。
本
稿
の
筆
者
は
二
〇
一
九
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け

て
、
渋
谷
や
恵
比
寿
で
行
わ
れ
た
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
の
公
演
を
二

度
、
ま
た
東
武
動
物
公
園
で
開
催
さ
れ
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
「
夏
の
魔
物
」

（
も
ち
ろ
ん
ス
ピ
ッ
ツ
の
楽
曲
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
）
に
「
Ｉ
Ｎ

Ｕ
」
の
セ
ッ
ト
リ
ス
ト
で
臨
ん
だ
町
田
康
の
公
演
を
聴
い
た
。
こ
れ
ほ
ど

短
期
間
に
同
じ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
公
演
に
繰
り
返
し
足
を
運
ぶ
の
も
ほ

と
ん
ど
な
い
こ
と
だ
が
、
な
ぜ
か
町
田
康
の
歌
声
は
人
を
惹
き
つ
け
る
の

だ
。
作
家
の
余
技
で
は
ま
っ
た
く
な
い
上
、
五
十
代
後
半
で
あ
る
は
ず
な

の
に
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
時
代
の
楽
曲
で
さ
え
、
そ
の
身
体
は
と
て
つ
も
な
い
強

度
で
さ
ら
り
と
歌
い
こ
な
し
て
い
る
。
一
九
八
一
年
当
時
小
学
五
年
生
だ

っ
た
私
が
ア
ル
バ
ム
『
メ
シ
喰
う
な
！
』
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
聴
く
こ
と

は
残
念
な
が
ら
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
芥
川
賞
を
受
賞

し
た
『
き
れ
ぎ
れ
』
を
パ
リ
で
読
ん
だ
と
き
の
衝
撃
は
今
も
は
っ
き
り
と

覚
え
て
い
る
。
そ
こ
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
漱
石
、
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
へ

の
参
照
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
小
説
の
主
人
公
「
俺
」
が
ラ
ン
パ
ブ

で
カ
ラ
オ
ケ
に
興
じ
る
様
子
と
炸
裂
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
数
々
が
頭
の

中
に
焼
き
つ
い
て
離
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
町
田
康
の
歌
を
聴

き
、
小
説
の
場
面
が
「
き
れ
ぎ
れ
」
に
甦
る
と
、
何
か
二
〇
二
〇
年
か
ら

二
〇
〇
〇
年
へ
、
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
か
ら
一
九
八
一
年
へ
と
不
思
議
な

時
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
開
け
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
こ
で
本
稿

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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荒原邦博「白線の内側に下がってお祈りください―「INU」と「汝、我が民に非ズ」における町田康の「（リ）ターン」― 」/ 
ARAHARA, Kunihiro. "Please Step Back and Pray behind the Line: Machida Kou’ s (Re)turn in INU and Nanji Waga Taminiarazu."
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で
は
、
町
田
康
の
音
楽
（
と
小
説
）
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考
察
を
加
え
て

み
た
い
と
思
う
。

一
　
食
べ
る
こ
と
か
ら
ず
れ
て
い
く

《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
と
は
「
汝
、
我
が
民
に

非
ズ
」
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ
ム
の
十
番
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
楽
曲
の

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
そ
の
印
象
的
な
リ
フ
レ
イ
ン
の
最
後
で
は
「
前
に
は

出
る
な
」
と
い
う
命
令
が
繰
り
返
さ
れ
る
。「
下
が
っ
て
。
下
が
っ
て
、
こ

の
白
線
か
ら
」「
前
に
は
出
る
な
」
と
い
う
歌
詞
は
、
否
応
な
く
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」

の
ア
ル
バ
ム
タ
イ
ト
ル
を
思
い
出
さ
せ
る
。
ア
ル
バ
ム
『
メ
シ
喰
う
な
！
』

の
タ
イ
ト
ル
チ
ュ
ー
ン
で
は
、「
お
ま
え
ら
は
」「
メ
シ
ば
か
り
喰
い
や
が
っ

て
」「
メ
シ
喰
う
な
」
と
い
う
否
定
命
令
が
破
壊
的
な
シ
ャ
ウ
ト
と
し
て
繰

り
返
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
「
メ
シ
」
を
「
喰
」
っ
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い

え
ば
、《
ラ
イ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
Ｂ
（
ス
カ
ッ
と
地
獄
）》
で
明
ら
か
に
さ
れ
る

よ
う
に
、「
お
ま
え
」
は
「
ラ
イ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ
り
、「
一
口
飲
め
ば

ス
カ
ッ
と
」
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
の
は
「
す
べ
て
を
忘
れ
て

し
ま
う
」「
地
獄
」
だ
か
ら
な
の
だ
。

《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
で
は
、「
疲
れ
て
き
た

ら
シ
ャ
ブ
シ
ャ
ブ
パ
ー
テ
ィ
ー
」
で
「
素
敵
な
肉
を
味
わ
」
う
こ
と
も
許

容
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
宴
会
た
け
な
わ
」
に
「
泣
き
の
涙
で
」「
届
い
た
」

「
手
紙
」
に
「
ま
っ
す
ぐ
に
」「
祈
」
る
こ
と
を
語
り
手
は
余
儀
な
く
さ
れ

る
わ
け
だ
か
ら
、食
事
は
や
は
り
中
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
あ
る
い
は『
も

は
や
慈
悲
な
し
』
の
九
曲
目
《
牛
飼
童
》
で
は
、「
町
」
で
「
牛
」
に
「
餌

を
や
る
」「
君
」
に
対
し
て
、
語
り
手
は
ふ
い
に
「
牛
」
が
「
暴
れ
て
」
い

て
「
こ
わ
い
」
と
言
い
、「
死
ぬ
か
な
」「
死
ぬ
で
し
ょ
」
と
無
責
任
に
言
い

放
ち
、
食
べ
る
こ
と
の
充
実
感
な
ど
微
塵
も
な
い
描
き
方
を
選
ん
で
い
る
。

小
説
『
き
れ
ぎ
れ
』
で
は
、
新
田
富
子
と
の
見
合
い
の
席
で
主
人
公
の

「
俺
」
は
鰻
重
の
鰻
の
蒲
焼
き
を
「
ち
ゅ
る
ち
ゅ
る
吸
う
」（
三
七
頁
）
と
い

う
曲
芸
を
披
露
し
破
談
に
な
っ
た
り
、
見
合
い
の
席
で
は
ま
っ
た
く
の
不

細
工
で
あ
っ
た
は
ず
の
富
子
を
知
ら
ぬ
間
に
美
人
の
細
君
と
し
て
い
た
流

行
画
家
吉
原
か
ら
、
屈
辱
的
に
恵
ま
れ
た
ハ
ム
に
絵
の
具
を
練
習
と
し
て

塗
り
つ
け
、
そ
こ
に
吉
原
の
「
栄
養
の
目
」
を
出
現
さ
せ
た
り
（
一
〇
五
―
一
〇
六

頁
）
し
て
い
る
。
食
べ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
食
品
は
そ
の

用
途
を
は
ぐ
ら
か
さ
れ
、
食
べ
る
こ
と
と
は
別
の
遊
戯
的
な
領
域
へ
と
参

入
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
が
、「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」

の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ
ム
の
八
曲
目
《
い
ろ
ち
が
い
》
だ
。「
ア
ー
ル
グ

レ
イ
な
ん
て
孤
独
の
は
ら
か
ら
」
と
い
う
一
節
か
ら
始
ま
る
こ
の
楽
曲
は
、

「
子
供
の
頃
は
舞
台
の
袖
で
握
り
を
盗
ん
で
心
が
躍
」
っ
た
も
の
だ
が
、「
大

人
に
な
れ
ば
舞
台
の
上
で
フ
レ
ン
チ
と
か
食
べ
て
も
心
は
暗
い
」
と
い
う

過
去
と
現
在
の
間
に
広
が
る
差
異
に
対
す
る
認
識
を
示
す
。
そ
し
て
歌
詞

の
最
後
で
「
ス
タ
バ
で
ひ
と
り
で
巻
き
鮨
食
べ
る
」
と
い
う
な
ん
と
も
奇

妙
な
取
り
合
わ
せ
を
提
示
す
る
の
だ
。「
メ
シ
」
を
「
喰
う
」
こ
と
は
も
は

や
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、「
メ
シ
」
は
つ
ね
に
気
持
ち

よ
く
食
べ
る
こ
と
の
目
的
語
と
し
て
は
成
立
し
え
な
い
状
況
へ
と
ず
ら
さ

れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

二
　
空
間
を
開
く

　
「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」
と
い
う
丁
寧
な
呼
び
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じ
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る
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じ

ら
れ

な
い

も
の
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か
け
は
、「
内
側
に
下
が
」
る
と
い
う
空
間
的
な
規
定
と
関
係
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
「
こ
の
白
線
か
ら
前
に
は
出
る
な
」
と
い
う
否
定
命
令
は
前
後

の
方
向
の
う
ち
で
前
方
へ
の
進
行
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
空
間
に
線

を
引
い
て
そ
れ
を
分
割
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　

エ
ッ
セ
イ
集
『
つ
る
つ
る
の
壺
』
に
は
、
一
九
九
八
年
の
ド
ゥ
マ
ゴ

通
信
第
四
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
地
獄
の
鉄
板
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る

（
一
一
〇
―
一
一
四
頁
）。『
く
っ
す
ん
大
黒
』
で
ド
ゥ
マ
ゴ
文
学
賞
を
受
賞

し
た
町
田
が
パ
リ
で
の
授
賞
式
に
出
席
し
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
テ
ィ
ー
に
招
か
れ
た
小
説
家
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
文

学
の
お
歴
々
に
「
通
常
の
日
本
人
の
」「
五
倍
ほ
ど
の
音
量
」
の
声
で
、「
と

に
か
く
喋
り
づ
め
に
喋
り
ま
く
」
ら
れ
、
仮
死
状
態
に
陥
っ
た
と
い
う
。

そ
う
し
た
毎
日
が
続
い
て
、「
三
日
目
あ
た
り
か
ら
」「
食
事
が
だ
ん
だ
ん

苦
痛
に
な
っ
た
」。
日
本
人
の
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
者
な
ら
ば
誰
で
も
フ
ラ

ン
ス
人
の
お
喋
り
に
一
度
は
閉
口
し
た
経
験
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
だ
け

な
ら
ば
ご
く
普
通
の
異
文
化
体
験
で
あ
る
。
し
か
し
、
興
味
深
い
の
は
そ

の
先
で
あ
る
。
日
本
料
理
店
な
ら
ば
静
か
に
食
事
が
で
き
る
と
思
っ
た
町

田
先
生
は
鉄
板
焼
の
店
に
入
っ
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
人
向
け
に
シ
ョ
ー

化
さ
れ
て
火
炎
を
噴
き
上
げ
る
鉄
板
の
前
で
、や
は
り
「
地
元
民
」
が
「
論

壇
爆
発
の
騒
動
を
展
開
し
て
い
」
た
。
た
ま
ら
ず
逃
げ
出
し
た
彼
は
「
そ

こ
だ
け
嘘
の
よ
う
に
静
か
な
空
間
」、「
サ
ン
・
シ
ュ
ル
ピ
ス
教
会
に
ひ
と

り
行
っ
て
神
に
祈
っ
た
」
そ
う
で
あ
る
。

　

パ
リ
に
は
喧
噪
に
満
ち
た
空
間
と
、
静
寂
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
空
間

が
あ
る
。
社
会
的
な
用
途
に
よ
っ
て
確
実
に
線
引
き
さ
れ
た
こ
う
し
た
空

間
に
対
応
し
て
、
話
す
こ
と
と
祈
る
こ
と
も
ま
た
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の

は
、
こ
の
上
な
く
自
明
な
こ
と
だ
。
だ
が
、「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て

お
祈
り
く
だ
さ
い
」
に
お
け
る
「
内
側
」
と
は
、
空
間
と
し
て
存
在
し
て

い
る
教
会
、
あ
る
い
は
個
人
の
内
面
に
出
現
す
る
宗
教
的
空
間
の
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
し
か
し
、
ホ
ー
ム
に
電
車
が
入
っ
て
来
そ
う
な

状
況
で
突
然
祈
る
と
い
う
こ
と
の
条
理
を
超
え
た
な
に
か
を
掬
い
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、《
メ
シ
喰
う
な
》
で
「
メ
シ
ば
か
り
喰
い
や
が
」
る
「
あ

の
ふ
ざ
け
た
中
産
階
級
の
ガ
キ
共
」（
つ
ま
り
当
時
小
学
校
高
学
年
だ
っ
た

本
稿
の
筆
者
）
や
「
貧
乏
そ
う
な
顔
つ
き
の
国
鉄
の
客
」（
今
は
民
営
化
し

た
の
で
「
Ｊ
Ｒ
の
客
」）
に
対
し
て
、
歌
い
手
が
「
メ
シ
喰
う
な
」
と
い
う

否
定
命
令
を
発
し
て
い
た
の
は
、
彼
ら
が
「
全
く
自
分
と
い
う
名
の
空
間

に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
と
い
っ
て
」
食
べ
物
を
詰
め
込
ん
で
い
る
か

ら
な
の
だ
。《
ラ
イ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
Ｂ
》
で
は
「
お
ま
え
は
ラ
イ
ト
・
サ

イ
ダ
ー　

び
ん
づ
め
の
解
決
」
と
歌
わ
れ
て
お
り
、「
メ
シ
」
の
代
わ
り

に
今
度
は
炭
酸
に
よ
っ
て「
自
分
」を「
忘
れ
」る
こ
と
が「
無
力
な
市
民
」

に
許
さ
れ
た
「
ス
カ
ッ
と
地
獄
」
に
至
る
た
め
の
安
易
な
方
法
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
対
極
に
あ
る
の
が
「
映
画
の
中
の
愛
し
の
大
君
」
で
、
彼
ま

た
は
彼
女
な
ら
ば
迷
わ
ず
「
コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
叩
き
割
」
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
。

　
「
自
分
と
い
う
名
の
空
間
」
と
形
容
さ
れ
る
閉
域
に
「
耐
え
ら
れ
」
な

い
か
ら
食
べ
る
こ
と
に
逃
げ
る
の
で
も
な
く
、「
愛
し
の
大
君
」
の
よ
う

な
ス
タ
ー
に
倣
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
容
器
を
「
叩
き
割
」
ろ
う
と
す
る
の
で

も
な
く
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
生
き
延
び
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ

る
空
間
と
は
、
そ
れ
で
は
ど
ん
な
空
間
な
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ル
バ
ム
『
メ

シ
喰
う
な
！
』
の
二
曲
目
《
つ
る
つ
る
の
壺
》
で
は
、「
最
悪
な
気
分
の

人
間
が
沢
山
そ
れ
で
も
生
き
て
行
く
」
と
歌
わ
れ
る
が
、「
繋
が
れ
た
犬

の
鎖
は
お
ま
え
を
し
ば
く
も
の
」
と
ア
ル
バ
ム
中
で
唯
一
「
犬
」
が
登
場

し
、「
犬
の
鎖
」
に
叩
か
れ
た
「
お
ま
え
」
は
自
ら
の
閉
塞
的
な
状
況
に
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対
し
て
ど
う
振
舞
う
べ
き
か
、
語
り
手
か
ら
示
唆
を
受
け
る
。
軽
快
な
リ

フ
レ
イ
ン
が
「
お
ま
え
の
頭
を
開
い
て
ち
ょ
っ
と
気
軽
に
な
っ
て
楽
し

め
」
と
楽
観
的
に
呼
び
か
け
、
そ
し
て
「
つ
る
つ
る
つ
る
つ
る
つ
る
つ
る

の
壺
」と
呪
文
の
よ
う
な
謎
の
言
葉
で
楽
曲
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。
そ
う
、

も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は「
つ
る
つ
る
の
壺
」な
の
だ
。「
頭
」

と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
空
間
を
「
ち
ょ
っ
と
」「
開
く
」
こ
と
に
核
心
的
な

な
に
か
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
《
メ
シ
喰
う
な
》
の
重
々
し
い
シ
ャ
ウ
ト

で
繰
り
返
さ
れ
る
「
俺
の
存
在
を
頭
か
ら
打
ち
消
し
て
く
れ　

俺
の
存
在

を
頭
か
ら
否
定
し
て
く
れ
」
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、《
つ

る
つ
る
の
壺
》
で
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
後
退
し
て
い
る
。
そ
れ
も

そ
の
は
ず
で
、「
つ
る
つ
る
の
壺
」
と
は
そ
の
歌
詞
の
中
で
言
及
さ
れ
て

い
る
「
イ
カ
れ
た
ヘ
ッ
ド
は
そ
れ
こ
そ
パ
ン
ク
」
そ
の
も
の
の
こ
と
だ
か

ら
な
の
だ
。
こ
う
し
て
半
ば
開
か
れ
た
空
間
が
「
つ
る
つ
る
の
壺
」
な
の

だ
が
、
そ
れ
は
「
容
器
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
つ
る
つ
る
」
し
て
お
り
、

な
め
ら
か
に
滑
る
「
陽
気
」
さ
を
備
え
て
い
る
。

　
『
き
れ
ぎ
れ
』
の
「
充
填
豆
腐
」
を
め
ぐ
る
挿
話
も
、
同
種
の
空
間
を

め
ぐ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
白
い
四
角
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
容
れ
物
容
器
に
き
ゅ
ん
き
ゅ
ん
に
豆
腐
が
入
っ
て
い
る
」（
七
四
頁
）

の
が
「
充
填
豆
腐
」
で
あ
る
が
、
取
り
出
す
た
め
に
は
表
面
の
シ
ー
ル
を

剥
し
た
後
、「
包
丁
で
パ
ッ
ク
の
底
面
を
少
し
切
り
、
パ
ッ
ク
と
豆
腐
の

間
に
空
気
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
出
す
」（
七
五
頁
）
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
「
俺
」
の
家
に
は
「
妙
な
空
気
が
充
填
さ
れ
て
」
い
る

と
い
う
。
先
週
家
に
や
っ
て
き
た
「
栄
養
の
目
」
を
し
た
狂
女
が
「
弁
当

な
ど
に
用
い
る
鮒
の
形
を
し
た
醤
油
入
れ
」
を
落
と
し
て
ゆ
き
、
そ
の
中

に
入
っ
て
い
た
「
白
い
汁
」
が
漏
れ
出
し
て
か
ら
「
空
間
に
穴
が
空
い
た

り
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
（
七
七
―
七
八
頁
）。
そ
の
女
は
「
あ
な
た

は
病
み
犬
の
よ
う
な
目
を
し
て
歌
っ
て
い
た
」（
七
七
頁
）
と
訳
の
分
か

ら
な
い
こ
と
を
歌
手
で
は
な
く
画
家
で
あ
る
「
俺
」
に
言
う
の
だ
が
、
こ

こ
で
も
「
犬
」
と
「
容
器
」
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
こ

の
挿
話
で
は「
充
填
豆
腐
」の
パ
ッ
ク
は「
開
」か
れ
る
の
だ
が
、別
の「
開
」

か
れ
た
容
器
か
ら
は
家
全
体
を
充
填
す
る
お
か
し
な
臭
い
が
溢
れ
、
そ
の

せ
い
で
裂
け
目
を
生
じ
た
空
間
を
「
俺
」
は
ま
だ
上
手
く
扱
う
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
開
」
か
れ
た
パ
ッ
ク
が
豆
腐
と
い
う
「
メ

シ
」
の
パ
ッ
ク
だ
か
ら
で
あ
り
、
い
ま
だ
そ
う
し
た
「
栄
養
の
目
」
に
絡

め
と
ら
れ
て
い
る
う
ち
は
、「
つ
る
つ
る
の
壺
」
に
は
至
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
な
の
だ
。

三
　
時
間
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
（
物
）
語
る
こ
と
を
宙
吊
り
に
す
る

　
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
で
は
「
下
が
っ
て
。

下
が
っ
て
、
後
ろ
へ
」
と
歌
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
空
間
的
な
意

味
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
過
去
へ
の
遡
行
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
み
る
と

『
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
』
の
四
曲
目
《
リ
タ
ー
ン
》
が
急
に
我
々

の
視
界
に
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

誰
と
は
特
定
で
き
な
い「
正
し
い
旅
人
」が
い
て「
突
然
目
の
前
に
」「
本

当
の
愛
」
が
「
現
れ
る
」
の
だ
が
、
そ
の
彼
と
関
係
が
あ
る
「
君
」
の
存

在
を
語
り
手
が
告
げ
る
と
き
、
語
り
手
こ
そ
が
そ
の
「
旅
人
」
な
の
だ
と

い
う
こ
と
が
聴
き
手
に
は
感
得
さ
れ
る
。「
君
の
愛
に
リ
タ
ー
ン　

苦
し

い
旅
路
の
そ
の
果
て
に
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
が
や
っ
て
来
て
、「
君
の

愛
を
リ
タ
ー
ン　

惨
め
な
未
来
を
携
え
て
再
臨
」
と
続
け
ら
れ
る
が
、
こ
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感
じ

ら
れ

る
も

の
　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

の
「
君
」
と
は
誰
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
「
君
の
な

か
に
リ
タ
ー
ン
」
す
る
と
き
に
男
根
よ
ろ
し
く
「
砕
け
た
剣
を
振
り
か
ざ
」

す
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
か
つ
て
恋
人
で
あ
っ
た
女
性
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
当
に
「
君
」
が
含
意
し
て
い
る
対

象
は
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
「
再
臨
」
す
る
の
は
ま
た
「
鏡
に

照
ら
さ
れ
て
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、「
再
臨
」
す

る
の
は
間
違
い
な
く
か
つ
て
の
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、「
君
」
と
は
町
田
町
蔵
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
ま
ず
い
だ
ろ

う
が
、
少
な
く
と
も
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
の
楽
曲
の
数
々
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

は
可
能
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
か
ら
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」

へ
と
す
ん
な
り
と
「
リ
タ
ー
ン
」
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意

し
よ
う
。
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
映
し
出
す
「
鏡
」
は
あ
く
ま
で
も
「
曇
っ

た
鏡
」
で
あ
り
、
こ
の
鏡
像
が
結
ぶ
映
像
は
判
然
と
し
な
い
の
だ
。
そ
れ

は
ま
さ
に
「
鳥
を
逃
が
し
鶏
を
煮
込
む
」
と
い
う
矛
盾
し
た
行
為
に
触
れ

た
と
き
に
こ
そ
、「
本
当
の
愛
」
が
「
突
然
目
の
前
に
現
れ
る
」
と
さ
れ

て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
楽
曲
に
は
「
樽
を
叩
け

ダ
ー
ガ
リ
ン
ダ
ー
ガ
リ
ン
ダ
」
と
い
う
呪
文
が
挟
ま
れ
、
そ
れ
を
唱
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
し
か
「
リ
タ
ー
ン
」
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ
ム
で
は
、
タ
イ
ト

ル
チ
ュ
ー
ン
の
《
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
》
に
お
い
て
も
、「
時
の

流
れ
に
逆
ら
っ
て
」「
会
い
た
い
」
人
に
会
う
こ
と
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て

い
る
が
、
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
様
々
な
す
れ
違
い
や
思
い
違
い
に
よ
っ

て
「
会
い
た
い
」
が
「
会
え
な
い
」
ま
ま
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ア
ル
バ
ム
を
締
め
く
く
る
町
田
自
身
の
愛
犬
へ
の
鎮
魂
歌
と
さ
れ
る
《
ス

ピ
ン
ク
》
に
も
通
底
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
や
は
り
「
ス
ピ

ン
ク
」
も
「
犬
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
の
、
あ
る
い

は
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
へ
の
「
リ
タ
ー
ン
」
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
と
い
う
観
点

を
聴
き
手
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
《
い
ろ
ち
が
い
》
の
名
曲
ぶ
り
が
さ
ら
に

際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
男
性
に
、
次
い
で
女
性
に
、
そ
れ
ぞ
れ

「
君
」
と
い
う
風
に
語
り
手
は
呼
び
か
け
、
男
は
「
上
野
」
で
「
女
が
逃

げ
て
心
が
暗
い
」、
女
は
「
世
田
谷
あ
た
り
」
で
「
男
が
萌
え
て
心
は
つ

ら
い
」
状
況
を
「
い
ろ
ち
が
い
」
と
歌
う
。
こ
う
し
て
男
女
と
い
う
性
別

と
地
理
的
な
差
異
に
よ
っ
て「
い
ろ
」の「
ち
が
い
」を
鮮
明
に
し
た
後
で
、

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
同
一
の
個
人
に
お
け
る
「
子
供
の
頃
」
と
「
大
人

に
な
れ
ば
」
と
い
う
時
間
の
差
に
語
り
手
は
言
及
す
る
。
か
つ
て
は
「
舞

台
の
袖
で
握
り
を
盗
ん
で
心
が
躍
」
っ
た
の
に
対
し
て
、
現
在
は
「
舞
台

の
上
で
フ
レ
ン
チ
食
べ
て
も
心
は
暗
い
」。
そ
し
て
、
男
女
の
「
ち
が
い
」

と
過
去
と
現
在
の
「
ち
が
い
」
を
一
気
に
ま
と
め
て
、こ
う
続
け
る
の
だ
。

「
相
手
を
探
し
自
分
を
探
す
。
見
つ
け
た
瞬
間
す
べ
て
は
消
え
る
」。
結
局

の
と
こ
ろ
男
女
は
お
互
い
に
相
手
に
期
待
す
る
も
の
を
得
ら
れ
ず
、
一
人

の
個
人
は
自
分
の
中
に
自
分
を
探
し
当
て
た
と
思
っ
た
瞬
間
に
、
そ
の
自

分
は
消
え
去
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
涙
で
で
き
た
社
会
の
掟
」
で

あ
り
、
そ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
認
識
を
、「
ス
タ
バ
で
ひ
と
り
で
巻
き

鮨
」
を
「
食
べ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、す
な
わ
ち
「
ス
タ
バ
」
に
は
場
「
ち

が
い
」
な
「
巻
き
鮨
」
を
聖
体
拝
領
の
よ
う
に
頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
君
」

は
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
い
の
だ
。　

　

時
間
を
遡
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
に
到
達

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
そ
の
理
由
は
す
で
に

『
メ
シ
喰
う
な
！
』
の
一
曲
目
《
フ
ェ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
》
で
示
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
「
お
ま
え
」
の
日
常
が
、「
曖
昧
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な
欲
望
し
か
持
て
ず
」「
い
つ
も
お
ま
え
は
テ
レ
ビ
に
釘
づ
け
」
で
「
疲

れ
果
て
て
も
止
め
ら
れ
な
い
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
す
ぐ
に
や
っ

て
来
る
リ
フ
レ
イ
ン
が
断
定
す
る
よ
う
に
「
お
ま
え
の
体
は
フ
ェ
イ
ド
・

ア
ウ
ト　

消
え
入
り
果
て
て
行
く
」
の
だ
か
ら
、《
リ
タ
ー
ン
》
の
「
曇

っ
た
鏡
」
と
は
テ
レ
ビ
の
モ
ニ
タ
ー
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。

　

そ
し
て
『
き
れ
ぎ
れ
』
に
は
、「
俺
」
が
「
テ
レ
ビ
の
青
い
光
」
に
照

ら
さ
れ
て
「
深
夜
ま
で
動
け
な
」
く
な
り
（
七
四
頁
）、
画
面
の
内
側
と

外
側
の
世
界
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
危
う
い
様
子
が
書
か

れ
て
い
る
。「
俺
」
が
見
入
る
番
組
「
村
人
ナ
ウ
」
に
は
吉
原
が
出
演
し
、

「
古
代
文
様
壺
」
と
「
ポ
メ
ラ
ニ
ア
ン
」、
つ
ま
り
「
壺
」
と
「
犬
」
が
や

は
り
登
場
し
て
い
る
（
七
二
頁
）
こ
と
に
も
注
意
し
よ
う
。
こ
の
挿
話
か

ら
す
ぐ
に
前
節
で
触
れ
た
「
充
填
豆
腐
」
の
話
が
続
き
、「
空
間
の
破
れ
」

が
起
こ
り
始
め
る
。
そ
の
後
、
母
親
の
経
営
す
る
陶
器
店
が
倒
産
し
て
困

窮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
主
人
公
は
、
朱
色
一
色
で
は
絵
を
描
け
な
い
こ
と

に
（
八
二
頁
）
思
い
至
る
と
金
策
に
走
る
の
だ
が
、
そ
の
際
訪
れ
た
吉
原

邸
で
ハ
ム
を
恵
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
持
ち
帰
っ
た「
ハ
ム
」を「
厚

切
り
に
」
し
て
「
俺
」
は
「
吉
原
の
目
」
を
描
く
。「
こ
の
感
じ
」
を
「
画

布
に
再
現
」
し
た
い
と
思
っ
た
主
人
公
は
「
画
布
に
ハ
ム
貼
る
か
」
と
自

問
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
一
気
に
「
青
空
が
基
調
」
で
そ
こ
に
「
飛
行

機
が
」
行
き
「
空
を
切
り
裂
く
」
画
面
を
想
像
す
る
と
、「
俺
」
は
や
お

ら
上
半
身
裸
に
な
っ
て
「
空
に
君
臨
」（
一
〇
五
頁
）
す
る
の
だ
。

　

そ
う
、
こ
こ
で
は
単
に
絵
の
具
で
画
布
に
な
に
も
の
か
を
描
き
出
す
こ

と
が
語
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
れ
は
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
な

り
、
さ
ら
に
は
描
く
主
体
で
あ
る
「
俺
」
が
絵
の
画
面
を
見
つ
め
る
間
に

テ
レ
ビ
受
像
機
を
前
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
し
て
主
体
性
を
流
動
化

さ
せ
、
画
面
の
向
こ
う
側
へ
と
参
入
し
て
し
ま
う
様
が
描
き
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
フ
ェ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
」
的
な
状
況
で
あ
る
が
、

「
俺
」
は
こ
の
画
面
の
中
で
（
し
か
し
そ
れ
は
正
確
に
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
）

「
一
人
で
は
な
」
く
な
り
、「
曼
荼
羅
」
の
よ
う
に
「
青
空
に
円
形
に
展
開
」

し
、「
金
剛
般
若
経
を
読
み
」
上
げ
な
が
ら
も
の
す
ご
い
速
さ
で
「
回
転
」

す
る
よ
う
に
な
る
（
一
〇
五
―
一
〇
七
頁
）。
ま
る
で
夥
し
い
数
の
テ
レ
ビ

モ
ニ
タ
ー
か
ら
成
る
ナ
ム
・
ジ
ュ
ン
・
パ
イ
ク
の
《
ス
テ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ー
・

ノ
マ
ド
》
か
、
あ
る
い
は
も
は
や
テ
レ
ビ
で
す
ら
な
く
、
一
九
九
〇
年
代

後
半
か
ら
日
常
の
一
部
と
な
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
の
、
同
一
画
面

上
に
次
々
と
開
か
れ
る
複
数
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
「
俺
」
は
な
っ
て
し
ま
っ

た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
一
切
が
ど
う
や
ら
「
お
れ
」
の
妄
想
あ
る
い
は
白
昼
夢
で
あ
る
こ

と
は
、
ラ
ン
パ
ブ
の
元
店
員
で
妻
と
な
っ
た
サ
ト
エ
に
呼
び
か
け
ら
れ
て

意
識
を
取
り
戻
し
た
主
人
公
が
、「
郊
外
の
百
貨
店
の
屋
上
」
に
あ
る
「
遊

園
地
」
で
「
観
覧
車
」
を
見
て
い
る
こ
と
と
差
し
当
た
っ
て
は
関
係
づ
け

ら
れ
る
が
、
し
か
し
依
然
と
し
て
「
階
段
ホ
ー
ル
の
入
り
口
」
は
「
空
間

の
破
れ
の
よ
う
」
で
あ
り
、
小
説
の
最
後
で
「
再
度
、
飛
行
機
が
空
を
引

き
裂
」
く
と
、「
青
空
」
は
や
は
り
「
き
れ
ぎ
れ
に
な
っ
て
」
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
「
き
れ
ぎ
れ
」
と
は
な
に
か
と
言
え
ば
、「
お
れ
」
が
前
に
し

て
い
る
風
景
で
あ
り
、
画
家
の
描
き
出
す
画
面
の
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ

は
物
語
を
宙
吊
り
に
す
る
な
に
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
画
布
に
ハ

ム
貼
る
か
」
と
独
語
し
た
後
で
、「
俺
」
は
「
ス
ト
ー
リ
ー
が
必
要
な
ん

だ
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
は
青
空
が
基
調
だ
」（
一
〇
五
頁
）
と
断
言
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。「
俺
」
の
物
語
は
展
開
す
る
か
と
見
え
て
、「
俺
」
は

複
数
化
し
、「
曼
荼
羅
」
に
な
る
。
過
去
に
遡
行
し
て
話
を
展
開
す
る
（「
リ

タ
ー
ン
」）
の
で
も
、
未
来
を
空
想
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
の
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

は
回
転（「
タ
ー
ン
」）だ
け
な
の
だ
。「
汝
、我
が
民
に
非
ズ
」の
セ
カ
ン
ド
・

ア
ル
バ
ム
の
六
曲
目
に
は
《
踊
り
狂
う
君
ダ
ウ
ン
花
を
抱
い
て
儲
け
な
し

で
タ
ー
ン
》
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
「
君
」
は
物
語

作
家
で
あ
り
、「
物
語
な
ら
十
日
あ
ま
り
で
容
易
に
創
り
出
す
」
こ
と
が

で
き
る
が
、
創
作
と
は
「
儲
け
な
し
で
タ
ー
ン
」
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
き
れ
ぎ
れ
」
と
は
ま
た
こ
の
小
説
に
登
場
す
る
数
々
の
オ
ノ

マ
ト
ペ
の
一
つ
な
の
だ
が
、「
ぬ
ら
ぬ
ら
」
や
「
き
ゅ
ん
き
ゅ
ん
」、「
き

れ
ぎ
れ
」
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
そ
の
音
声
的
な
弾
み
に
よ
っ
て
物
語

を
展
開
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
繰
り
返
し
、
反
復
に
よ
っ
て
物
語
を
宙
吊

り
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
時
間
は
そ
こ
で
展
開
し

な
が
ら
中
断
さ
れ
る
の
だ
。
だ
が
、
さ
ら
に
小
説
の
最
後
の
一
文
に
置
か

れ
た
「
き
れ
ぎ
れ
」
に
は
ま
た
別
の
効
果
も
あ
る
。
本
稿
で
は
さ
き
ほ
ど

か
ら
こ
の
小
説
の
語
り
手
で
も
あ
り
主
人
公
で
も
あ
る
一
人
称
の
人
物

を
「
俺
」
と
「
お
れ
」
と
い
う
呼
称
を
混
在
さ
せ
て
提
示
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
筆
者
の
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
『
き
れ
ぎ
れ
』

と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
小
説
は

「
俺
」
と
言
う
人
物
の
語
り
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
が
、
途
中
一
人
称
は

「
俺
は
僕
は
」（
二
四
頁
）
と
い
う
奇
妙
な
ぶ
れ
を
見
せ
、
ま
た
「
俺
」
が

優
勢
に
な
る
が
、
サ
ト
エ
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
か
ら
の
最
後
の
二
頁
だ
け

「
お
れ
」
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
お
れ
」
は
「
俺
」
と
自
分
を
名
指

す
白
昼
夢
の
主
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
よ
う
な
の
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
「
お

れ
」
は
「
お
れ
」
自
身
が
（
あ
る
い
は
「
お
れ
」
と
「
俺
」
が
）「
き
れ
ぎ
れ
」

で
あ
る
こ
と
に
青
空
を
見
て
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
き
れ
ぎ

れ
」
の
「
お
れ
」
が
、「
れ
」
と
い
う
同
一
音
の
三
度
の
繰
り
返
し
に
よ

っ
て
、「
つ
る
つ
る
の
壺
」
の
「
つ
」
の
反
復
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
き
れ
ぎ
れ
』と
は「
メ
シ
」を「
喰

う
」
こ
と
か
ら
ず
ら
さ
れ
た
、「
自
分
と
い
う
名
の
空
間
」
の
探
求
な
の

で
あ
り
、「
俺
」
は
「
充
填
豆
腐
」
と
「
鮒
の
形
を
し
た
醬
油
入
れ
」
と

の
間
で
「
空
間
の
破
れ
」
に
苦
し
ん
で
い
る
だ
け
な
の
に
対
し
て
、「
お
れ
」

は
「
つ
る
つ
る
の
壺
」
の
よ
う
に
「
頭
を
開
い
て
」「
き
れ
ぎ
れ
」
で
あ

る
こ
と
を
―
「
そ
れ
こ
そ
パ
ン
ク
」
な
ま
ま
に
―
肯
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ナ
ー
レ
あ
る
い
は
ア
ン
コ
ー
ル
：

白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い

　

こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
な
ぜ
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
の
ア
ル
バ
ム

に
お
い
て
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
が
と
り
わ
け

印
象
的
な
作
品
な
の
か
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
楽
曲
は
最
初
の
う

ち
は
、「
世
界
の
平
和
」
と
「
僕
ら
の
自
由
」
の
た
め
に
「
お
祈
り
」
す

る
こ
と
が
テ
ー
マ
で
あ
る
よ
う
に
聴
き
手
に
は
思
わ
れ
る
は
ず
だ
。
と
い

う
の
も
、
冒
頭
か
ら
「
民
主
主
義
っ
て
な
ん
だ
よ
」「
君
に
囁
き
興
奮
し

て
た
ら
馬
鹿
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
て
困
っ
た
」
と
い
う
い
さ
さ
か
政
治
的

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
期
待
さ
せ
る
歌
詞
で
始
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ

し
て
最
初
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
最
後
で
は
「
下
が
っ
て
。
下
が
っ
て
、
世
界

の
平
和
の
た
め
に
」、
ま
た
次
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
は
「
祈
っ
て
。
祈
っ
て
、

僕
ら
の
自
由
の
た
め
に
」
と
歌
わ
れ
、
ま
さ
に
「
世
界
の
平
和
」
や
「
自

由
」
と
い
う
人
類
に
と
っ
て
至
上
の
価
値
が
希
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。

　

確
か
に
『
メ
シ
喰
う
な
！
』
の
四
曲
目
《
ダ
ム
ダ
ム
弾
》
で
は
、
す
で
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—
　

Fe
at

ur
ed

 E
ss

ay
s:

 Im
-p

er
ce

pt
ib

le
  —

—
—

に
同
じ
よ
う
な
政
治
的
な
認
識
が
四
十
年
前
に
示
さ
れ
て
い
た
。「
日
本

の
歴
史
は
犯
罪
」
で
あ
り
、「
血
ま
み
れ
の
豚
が
今
で
も
肥
り
く
さ
っ
て
」

「
腹
が
立
つ
」
の
だ
が
、「
血
ま
み
れ
の
豚
を
い
た
だ
く
の
は
し
か
し
」「
お

ま
え
」
で
あ
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
明
言
さ
れ
て
い
た
。
語
り
手
は

「
阿
呆
に
さ
れ
」
た
「
俺
等
」
は
「
Ｇ
N
Ｐ
の
先
兵
に
な
ら
さ
れ
る
」
と

も
述
べ
て
お
り
、
戦
争
が
経
済
競
争
に
す
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
も
し
っ
か

り
と
見
据
え
て
い
る
。
し
か
し
、
と
い
う
よ
り
も
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
イ
ロ

ニ
ー
に
満
ち
た
最
後
の
四
行
が
や
っ
て
来
る
の
だ
。「
そ
れ
と
も
お
ま
え

は
戦
争
を
な
く
し
」「
世
界
を
一
家
に
す
る
た
め
な
ら
」「
不
穏
分
子
と
し

て
効
率
よ
く
速
や
か
に
」「
殺
戮
さ
れ
尽
く
さ
れ
た
い
の
か
？
」

　
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
に
お
い
て
も
、
二
度

目
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
後
で
曲
調
が
変
化
し
、
至
上
の
価
値
を
希
求
す
る
方

向
性
か
ら
の
ず
れ
が
生
じ
る
。「
考
え
て
み
た
ん
だ
け
ど
や
っ
ぱ
り
立
ち

止
ま
っ
て
い
る
の
違
う
と
思
う
ん
だ
よ
ね
」、
そ
し
て
「
考
え
て
み
た
ん

だ
け
ど
や
っ
ぱ
り
先
に
進
ま
な
い
と
な
ん
に
も
始
ま
ら
な
い
ん
だ
よ
ね
」

と
ゆ
っ
く
り
と
呼
び
か
け
る
声
は
、「
民
主
主
義
」
や
「
平
和
」、「
自
由
」

と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
肯
定
的
な
価
値
に
向
け
て
の
「
前
進
」
を
目
指
す
も

の
で
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
周
辺
に
広
が
る
言
論
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

に
停
滞
し
た
現
状
へ
の
違
和
感
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
期
待
は
「
だ
け
ど
、
今
日
は
、
い
ま
は
」
と
い

う
歯
切
れ
の
悪
い
留
保
を
も
た
ら
す
歌
詞
に
よ
っ
て
宙
吊
り
に
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
歯
切
れ
の
悪
さ
こ
そ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
（
物
）
語
り

を
は
ぐ
ら
か
す
た
め
の
戦
略
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
先
に

進
ま
な
い
」
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
。「
今
日
は
、
い
ま
は
」
こ
こ
で

「
タ
ー
ン
」
す
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、「
僕
ら
の
自
由
の
た
め
に
」
で
き

る
こ
と
は
「
下
が
っ
て
。
下
が
っ
て
、
後
ろ
へ
」「
下
が
っ
て
。
下
が
っ

て
、こ
の
白
線
か
ら
」だ
け
な
の
で
あ
る
。「
こ
の
線
か
ら
前
に
は
出
る
な
」

と
い
う
否
定
命
令
は
、（
物
）
語
り
の
進
行
を
押
し
止
め
、
す
べ
て
を
反

復
の
た
め
の
遊
戯
と
化
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
も

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
町
田
康
の
楽
曲
と
小
説
は
す
べ
て

が
「
つ
る
つ
る
」
で
あ
り
、「
き
れ
ぎ
れ
」
で
あ
り
、そ
し
て
「
ダ
ム
ダ
ム
」

な
の
だ
。
あ
る
い
は
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
で

使
用
さ
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
な
ら
「
ボ
ン
ボ
ラ
ボ
ラ
ボ
ラ
」
で
あ
る
。

　

ア
ル
バ
ム
『
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
』
の
一
曲
目
《
だ
か
ら
君
は

今
日
も
神
を
見
る
》
に
お
い
て
は
「
意
味
と
嘘
が
飯
の
種
に
な
る
」
と
歌

わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
歌
詞
の
レ
ベ
ル
で
『
メ
シ
喰
う
な
！
』
を
参
照
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
最
初
か
ら
明
示
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
が
、

そ
れ
以
上
に
こ
の
楽
曲
を
開
始
す
る
下
降
音
階
が
、『
メ
シ
喰
う
な
！
』

の
最
後
に
収
録
さ
れ
た
《
気
い
狂
て
》
を
締
め
く
く
る
下
降
音
階
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
聴
き
手
は
、
そ
の
自
己
参
照
に
―
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

「
き
れ
ぎ
れ
」
に
な
っ
た
自
己
参
照
な
の
で
あ
る
が
―
陶
然
と
す
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、《
気
い
狂
て
》
の
リ
フ
レ
イ
ン
、「
え
え
加
減
に
せ
ん
と

気
い
狂
て
死
ぬ
」
が
い
つ
ま
で
も
頭
の
中
に
鳴
り
響
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
は
、
本
稿
の
筆
者
が

聴
い
た
ラ
イ
ヴ
で
は
本
編
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
あ
る
い
は
ア
ン
コ
ー
ル
で
披

露
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
楽
曲
は
ど
の
ラ
イ
ン
よ
り
も

前
で
あ
り
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
も
含

め
て
、「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」
と
は
、
ふ
と
し

た
瞬
間
に
我
々
の
日
常
を
宙
吊
り
に
し
、主
体
性
を
「
き
れ
ぎ
れ
」
に
し
、

「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
と
い
う
社
会
的
メ
ッ
セ
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

ー
ジ
の
裏
を
か
く
圏
域
へ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
国
家
で
は
な
い
ど
こ
か
へ

と
逸
れ
て
い
く
た
め
の
、
一
つ
の
呪
文
な
の
で
あ
る
。「
白
線
の
内
側
に

下
が
る
」
と
は
「
待
つ
」
こ
と
な
の
で
は
な
い
し
、そ
れ
は
「
前
に
出
る
」

こ
と
や
「
進
む
」
こ
と
と
意
味
の
上
で
対
立
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ

の
「
白
線
」
と
は
空
間
を
区
分
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
た

領
域
を
閉
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
な
に
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
か
も
定

か
で
は
な
い
神
に
「
祈
る
」
こ
と
で
「
自
由
」
に
な
る
た
め
の
「
白
線
」、

横
断
線
と
し
て
の「
白
線
」な
の
で
あ
る
。
そ
う
、だ
か
ら
あ
な
た
も
私
も
、

西
武
線
多
磨
駅
の
、
京
王
線
飛
田
給
駅
の
、
Ｊ
Ｒ
線
武
蔵
境
駅
の
ホ
ー
ム

で
、「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」
と
い
う
「
汝
、
我

が
民
に
非
ズ
」
の
町
田
康
の
歌
声
が
響
く
の
を
耳
に
す
る
の
で
あ
り
、「
前

に
は
出
」
ず
に
そ
の
場
で
気
が
狂
っ
た
よ
う
に
足
踏
み
し
な
が
ら
、「
き

れ
ぎ
れ
」
の
「
お
れ
」
と
い
う
文
字
と
音
声
の
反
復
を
身
体
で
な
ぞ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
時
、「
頭
」
は
「
開
」
か
れ
て
「
ち
ょ
っ
と
気
軽
に
」
な
り
、

あ
な
た
も
私
も
「
つ
る
つ
る
の
壺
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ

う
。
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