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■　
一
本
の
映
画
か
ら

　
み
ず
か
ら
タ
ブ
ー
を
語
る
。
い
や
、
正
確
に
言
え
ば
、
時
機
を
見
逃
さ
ず
に
タ
ブ
ー

と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
て
公
に
開
く
こ
と
で
、
台
湾
映
画
は
世
界
に
迎
え

入
れ
ら
れ
た
と
言
え
る
。
本
国
台
湾
で
完
全
な
形
で
公
開
さ
れ
る
か
ど
う
か
さ
え
も

危
惧
さ
れ
、
フ
ィ
ル
ム
の
完
成
は
海
外
の
地
で
そ
の
作
業
を
終
え
る
と
い
う 

「
悲
情
城

市
」
の
誕
生
は
、
絶
え
ず「
宙
吊
に
さ
れ
た
郷
愁
」
と「
侵
略
者
」
と
い
う
ふ
た
つ
の

顔
を
併
せ
持
つ
日
本
の
協
力
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
た
。
海
外
で
の
評
価
が
功
を
奏
し
て

「
悲
情
城
市
」
が
凱
旋
帰
郷
で
き
よ
う
と
は
、
誰
も
予
測
で
き
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
こ

の
一
本
の
映
画
が
、
台
湾
の
民
衆
に「
悲
情
」
の
旋
風
を
起
こ
し
、
台
湾
へ
の
回
顧
を

促
し
た
。
同
時
に
、
図
ら
ず
も
そ
れ
ま
で
は
娯
楽
で
あ
る
は
ず
の
映
画
が
瞬
時
、
政

治
色
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
長
年
、
台
湾
で
対
立
し
て
き
た
二
つ
の
大
き
な
エ
ス

ニ
ッ
ク・グ
ル
ー
プ̶

「
外
省
人
」「
本
省
人
」̶

の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
、 「
悲
情
城
市
」

は
み
る
み
る
歴
史
を
記
述
す
る
フ
ィ
ル
ム
で
あ
る
か
に
見
紛
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し

て
遂
に
は
、
誤
っ
た
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
す
る
声
や
、

歴
史
事
実
に
反
す
る
と
い
う
批
判
の
声
ま
で
あ
が
っ
た
。

　
　
「
悲
情
城
市
」
は
果
た
し
て
、
台
湾
の
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た

の
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
本
来
娯
楽
を
目
的
と
す
る
映
画
が
、
歴
史

を
記
述
す
る
役
目
を
背
負
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
い
か
に
賞
を
も
ら
っ
た
作
品
で

あ
ろ
う
と
、
例
え
ば
「
シ
ン
ド
ラ
ー
の
リ
ス
ト
」
1  
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
そ
の
ま
ま

を
史
実
だ
と
思
う
ほ
ど
、
台
湾
の
人
々
は
判
断
力
が
欠
如
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
毒
さ
れ
、
娯
楽
作
一
辺
倒
の
台
湾
映
画
市
場
に
飛
び
込
ん

だ
こ
の
邦
画
が
、
物
議
を
か
も
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
台
湾
社
会
の
土
壌
の
持
つ
性

質
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
フ
ィ
ル
ム
で
は
な
い 

「
悲
情
城

市
」
に
史
実
を
求
め
て
し
ま
う
理
性
の
な
さ
。
い
っ
た
い
、
な
に
が
台
湾
の
人
々
の
判

断
力
を
狂
わ
し
た
の
か
。

　
　
■　

H
istory Lost

＝
失
楽
園

　

台
湾
は
か
つ
て
「
フ
ォ
ル
モ
サ
」、
麗
し
き
島
だ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
い
ま
と
な
れ
ば
、

そ
れ
は
も
は
や
は
が
ゆ
い
名
称
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
。
誰
も
が
自
由
に
行
き
来
し
、

生
活
を
営
む
楽
園
＝
理
想
郷
と
し
て
夢
想
さ
れ
た
か
つ
て
の
台
湾
は
、
麗
し
き
島
と

い
う
幻
想
境
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ
の「
伝
説
」
を
、
台
湾
の
人
々
は
ど
こ
か
誇
負

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
同
時
に
、も
う
一つ
の 「
伝
説
」̶

「
龍
の
伝
人
」 （
龍
の
後
裔
）̶

を
、彼
ら
は
自
ら
に
課
し
て
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、こ
の
二
つ
の「
伝
説
」
は
台
湾
の
人
々

に
と
っ
て
、
自
認
し
つ
つ
も
か
つ
て
所
有
し
た
こ
と
の
な
い
幻
で
あ
る
。「
フ
ォ
ル
モ
サ
」

も
、「
龍
の
伝
人
」
も
、
外
部
の〈
眼
〉
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
。
原
住
民
2

は
絶
え
ず
侵
略
を
受
け
、
搾
取
さ
れ
、
移
民
た
ち
も
ま
た
外
部
か
ら
の
統
治
者
に
抑

圧
さ
れ
る
。「
フ
ォ
ル
モ
サ
」
と
い
う
響
き
に
込
め
ら
れ
た
の
は
、
楽
園
を
望
ん
で
や

〈
知
〉
を
隠
蔽
さ
れ
し
者
の
ま
な
ざ
し　

̶
̶

台
湾
映
画
の
担
い
手
、
呉
念
真
が
投
げ
か
け
た
問
題

蕭
幸
君
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ま
な
い
台
湾
の
住
人
の
希
求
で
あ
り
、「
龍
の
伝
人
」
は
所
属
の
正
当
性
を
失
っ
た
移

民
た
ち
の
仮
の
帰
属
で
あ
る
。

　

喪
失
と
い
う
土
壌
に
立
つ
台
湾
。
歴
史
に
穿
た
れ
た「
喪
失
」
と
い
う
空
白
の
風

穴
を
埋
め
る
。
恣
意
に
抹
殺
さ
れ
た
歴
史
の
空
白
を
埋
め
る
。
そ
れ
が「
悲
情
城
市
」

に
な
に
か「
確
か
な
」
も
の
を
求
め
る
よ
う
台
湾
の
人
々
を
駆
り
立
て
た
理
由
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
虚
空
と
な
っ
た
歴
史
は
造
り
な
お
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
、

そ
れ
を
生
き
な
お
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
不
可
能
を
、
あ
た
か
も
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
な
ぞ
る
こ
と
で
、
可
能
な
事
柄
に
転
化
で
き
る
と
い
う
錯

覚
に
陥
い
っ
た
台
湾
の
人
々
は
、
虚
し
き
挙
動
に
飽
き
も
せ
ず
、
な
お
も
失
っ
た
空
白

の
日
々
を
生
き
な
お
そ
う
と
す
る
。「
悲
情
城
市
」
は
、
穿
た
れ
た
風
穴
を
埋
め
る
べ

き
も
の
と
し
て
、
人
々
に
選
ば
れ
た
の
か
。
否
、
穿
た
れ
た
風
穴
の
存
在
を
、
麻
痺

状
態
に
あ
る
忘
却
か
ら
呼
び
起
し
た
の
が
、「
悲
情
城
市
」
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
観

客
に
訴
え
か
け
る
映
画
と
し
て
、
み
ず
か
ら
ひ
と
と
き
の
楽
園
と
な
る
使
命
を
棄
て
、

苦
痛
の
深
淵
に
あ
る
こ
と
を
人
々
に
想
起
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
娯
楽
性
を
棄
て
た「
悲
情
城
市
」
が
世
界
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
台

湾
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
苦
痛
の
記
憶
を
呼
び
起
す
と
い
う
使
命
を
否
応

な
く
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
自
然
光
で
捉
え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
に
満
ち
た

映
像
が
、
人
工
的
に
造
り
出
さ
れ
た
映
像
美
に
慣
れ
た
観
衆
を
、
よ
り
身
近
な
感
動

に
導
い
た
か
ら
で
あ
る
。
娯
楽
性
の
棄
却
が
か
え
っ
て
別
の
娯
楽
性
を
呼
び
、
虚
構
の

所
為
が
史
実
に
成
り
代
わ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
裏
返
せ
ば
、
別
種
の
娯
楽
性
を

提
供
す
る
可
能
性
が
、
こ
の
映
画
の
醍
醐
味
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

予
想
外
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
■　
「
悲
情
城
市
」
が
表
出
し
た
も
の

   

「
悲
情
城
市
」
が
史
実
を
語
る
。
そ
う
し
た
期
待
が
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
動
乱
の
時
代
に
、
統
治
者
の
入
れ
替
わ
り
に
翻
弄
さ
れ
続
け
た
台
湾
住
人
の
姿
、

そ
し
て
忘
却
を
強
い
ら
れ
た
人
々
が
口
を
噤
ん
で
き
た
台
湾
の
「
２・
２
８
事
件
」
3

を
扱
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
２・２
８
事
件
」
は
、
た
だ「
本
省
人
」
と「
外
省
人
」
の
衝
突
で
始
ま
り
、
蒋
介

石
が
送
り
込
ん
だ
軍
隊
に
よ
る
台
湾
人
の
大
量
虐
殺
と
い
う
惨
劇
で
終
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
の
後
の
、
台
湾
人
の
生
き
方
を
根
本
的
に
変
え
た
終
焉
な
き
事
件
な
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
軍
の
虐
殺
す
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
日
本
教
育
を
受
け
た
人
々

に
限
ら
ず
、
反
抗
を
企
て
、
影
響
力
を
持
つ
と
思
わ
れ
る「
知
識
人
」
層
全
員
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
商
売
を
営
む
程
度
の
読
み
書
き
の
で
き
る
者
も
虐
殺
の

手
を
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
、
ま
っ
た
く
の
無
差
別
や
誤
認
に
よ
る
虐
殺

な
ど
、
一
般
の
民
衆
に
も
魔
の
手
が
伸
び
て
い
た
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
台
湾
の「
本

省
人
」
は「
語
る
」
こ
と
を
止
め
、〈
知
〉
に
背
く
こ
と
が
生
き
な
が
ら
え
る
唯
一の
道

と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
、
ま
だ
人
々
が 

「
自
由
」
に
不
信
だ
っ
た
と
き
に
公
開
さ
れ

た 

「
悲
情
城
市
」
は
、
図
ら
ず
も
多
く
の
役
割
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
、

「
２・２
８
事
件
」と
い
う
タ
ブ
ー
を
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。ひ
と
つ
は
、「
２・２
８
事
件
」

に
限
ら
ず
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た
台
湾
の
人
々
の
代
弁
者
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、〈
台
湾
〉
不
在
の
状
況
を
大
衆
に
知
ら
し
め
た
こ
と

で
あ
る
。「
本
省
人
」
に
せ
よ
、「
外
省
人
」
に
せ
よ
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
胸
の
奥
底

に
深
い
傷
を
負
っ
て
い
る
人
々
が
存
命
し
て
い
な
が
ら
、
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
。
そ
の
人
々
の
代
弁
者
と
な
っ
た
の
は「
悲
情
城
市
」で
あ
っ
た
。
沈
黙
し
、〈知
〉

を
拒
否
す
る
こ
と
で
命
を
守
っ
て
き
た
人
々
は
、
忘
却
を
強
い
ら
れ
、
そ
の
抑
圧
は
長
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期
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
不
満
を
吐
き
出
す
き
っ
か
け
を
、
こ
の
映
画
は
与
え
た
。
こ

れ
ら
が「
悲
情
城
市
」
に
対
し
て
、
人
々
が「
史
実
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因

と
考
え
ら
れ
る
。

   

「
悲
情
城
市
」
の
脚
本
は
、
呉
念
真
4
と
朱
天
文
二
人
に
よ
っ
て
共
同
執
筆
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
監
督
侯
孝
賢
の
視
点
も
含
め
れ
ば
、
少
な
く
と
も
台
湾
住
人
の
大
半

を
占
め
る
本
省
人
と
外
省
人
、
客
家
人
の
立
場
を
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
視
点
に
よ
っ

て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
誤
解
の
な
い
よ
う
一
言
を
付
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
は
呉
念

真
、
朱
天
文
、
侯
孝
賢
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
籍
の
視
点
を
代
表
さ
せ
よ
う
と
意
図
す

る
の
で
は
な
い
。
互
い
の「
空
白
」
を
補
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
台
湾
の
生
活

者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
馴
染
み
親
し
ん
で
き
た
本
省
人
、
外
省
人
と
客
家
人
文
化

の
入
り
混
じ
っ
た
見
方
が
同
時
に
、「
悲
情
城
市
」
に
は
顕
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

違
い
が
映
画
創
り
の
姿
勢
に
も
つ
な
が
り
、
台
湾
で
の
反
響
と
、
海
外
に
お
け
る「
悲

情
城
市
」
に
つ
い
て
の
評
価
を
異
に
す
る
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

田
村
志
津
枝『
台
湾
発
見　

映
画
が
描
く「
未
知
」
の
島
』
に
、こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

呉
念
真
は 

『
恋
恋
風
塵
』
に
つ
い
て
、
自
分
は
、
少
年
の
一
生
懸
命
さ
を
も
っ
と

だ
し
た
か
っ
た
の
に
、
侯
孝
賢
監
督
は
、
あ
の
木
を
ど
う
撮
ろ
う
か
、
あ
の
山
を

ど
う
撮
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
熱
中
し
て
い
た
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
人
情
に

重
さ
を
お
き
が
ち
な
呉
念
真
と
、
そ
れ
さ
え
自
然
も
ふ
く
め
た
周
囲
の
事
象
と
相

対
化
さ
せ
て
し
ま
う
侯
孝
賢
監
督
と
の
資
質
の
ち
が
い
が
か
い
ま
見
え
て
お
も
し
ろ

い
。
5 

　
こ
の
呉
念
真
と
侯
孝
賢
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
田
村
は「
資
質
の
ち
が
い
」
と
い
う

見
方
を
示
し
て
い
る
が
、
実
際
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
恋
恋
風
塵
』
を
め
ぐ
る
侯
孝
賢

と
呉
念
真
と
の
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
違
い
は「
悲
情
城
市
」
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響

を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

   「
悲
情
城
市
」
に
海
外
で
の
評
価
を
獲
得
さ
せ
た
の
は
、「
あ
の
木
を
ど
う
撮
ろ
う
か
、

あ
の
山
を
ど
う
撮
ろ
う
か
」
と
考
え
、
映
画
の
撮
り
方
に
こ
だ
わ
る
侯
孝
賢
の
姿
勢

に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
た
新
し
い
映
画
の
あ
り
方
で
あ
る
。
だ
が
、
台
湾
の
人
々
に
共

鳴
の
嵐
を
呼
び
起
し
た
の
は
、「
少
年
の
一
生
懸
命
さ
を
だ
し
た
」
い
と
考
え
、
表
現
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
よ
り
も
、
な
に
か
心
に
押
し
こ
め
ら
れ
た
感
情
や
情
緒
そ
の
も
の
を
表
出

し
た
い
と
い
う
希
求
に
、
一
歩
で
も
近
づ
き
た
い
と
思
う
呉
念
真
の
姿
勢
で
あ
る
。

　
い
か
に
映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
を
創
り
だ
す
か
に
没
頭
す
る
侯
孝
賢
と
、
い
か
に
心
を

伝
え
る
か
に
腐
心
す
る
呉
念
真
と
の
組
み
合
わ
せ
で
、「
悲
情
城
市
」
は
観
る
者
の
要

請
に
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
側
面
を
提
供
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
朱
天
文
と
い
う
小
説
家

の
視
点
の
参
入
で
、「
悲
情
城
市
」
に
お
い
て
描
か
れ
た
台
湾
の
歴
史
に
つ
い
て
の
場
面

場
面
が
、
過
分
な
偏
り
な
く
、
よ
り
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
に
仕
上
が
っ
た
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、「
悲
情
城
市
」
公
開
後
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
抑
圧

さ
れ
て
き
た
感
情
の
捌
け
口
の
な
さ
に
苛
立
つ
本
省
人
、
そ
し
て
外
省
人
の
両
方
か
ら

不
満
が
漏
ら
さ
れ
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
対
立
す
る
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

自
分
の
側
に
立
っ
て
、物
言
い
を
し
て
欲
し
か
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、そ
の
よ
う
な
、「本

省
人
」「
外
省
人
」
の
対
立
す
る
姿
勢
を
映
画
に
お
い
て
描
き
な
が
ら
、
成
敗
す
る
こ

と
な
く
淡
々
と
事
象
を
語
っ
て
い
く
こ
と
に
終
始
す
る「
悲
情
城
市
」
の
姿
勢
が
、
逆

に
両
方
か
ら
批
判
を
浴
び
る
度
に
、
無
言
の
反
駁
を
呈
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
多
種

多
様
の
民
族
が
と
も
に
生
を
営
む
場
で
あ
る
台
湾
に
、
一つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ

に
偏
っ
た
選
択
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
そ
れ
が
無
理
や
り
に
台
湾
に
連
れ
込

ま
れ
、
帰
郷
の
願
を
果
た
せ
ず
に
台
湾
で
生
を
終
え
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
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た
者
だ
と
し
て
も
、
と
も
に
台
湾
の
生
活
者
で
あ
る
事
実
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
い
つ

ま
で
も
出
自
に
こ
だ
わ
っ
て
い
が
み
合
う
こ
と
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
を
産

み
出
し
得
る
の
か
。
対
立
は
、
悲
し
く
歴
史
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
。
そ

の
よ
う
な
、
出
自
に
関
係
な
く
し
て
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
く
人
々
の
姿
は
、
そ
の
後

の
侯
孝
賢
の
映
画
に
限
ら
ず
、
他
の
呉
念
真
の
脚
本
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　
■　
〈
台
湾
〉
探
し̶

̶

呉
念
真
が
投
げ
か
け
た
問
い

　

台
湾
映
画
と
い
え
ば
、
侯
孝
賢
や
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヤ
ン
な
ど
の
名
が
か
な
ら
ず
挙
げ

ら
れ
る
の
に
比
し
て
、
呉
念
真
と
い
う
名
前
は
ど
れ
だ
け
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
あ
の
有
名
な「
悲
情
城
市
」
は
お
ろ
か
、「
無
言
の
丘
」「
坊
や
の
人
形
」「
戯
夢

人
生
」
な
ど
七
〇
作
品
以
上
に
も
及
び
、
数
知
れ
ず
多
く
の
映
画
の
脚
本
を
担
当
し

た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
こ
の
舞
台
裏
の
担
い
手
で
あ
る
呉
念
真
で
あ
る
。

　

呉
念
真
は
一
九
五
二
年
に
台
湾
で
生
ま
れ
た
。
一
九
五
二
年
と
は
、
台
湾
で
の
日
本

の
植
民
地
統
治
時
代
が
終
焉
し
、
中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
蒋
介
石
政
権
が
始
ま
っ
て

三
年
経
っ
た
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
父
親
の
世
代
と
違
い
、
呉
念
真
が
受
け
た
教
育

は
、中
国
文
化
に
関
わ
る
中
国
語
教
育
、中
国
文
化
全
般
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
と
く
に
、
こ
の
よ
う
な
中
国
文
化
を
中
心
と
し
た
教
育
に
お
い
て
、
日
本
は
侵

略
戦
争
を
起
こ
し
、
虐
殺
を
行
っ
た
野
蛮
な
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
た
国
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

そ
れ
ま
で
日
本
語
教
育
を
受
け
て
き
た
世
代
を
親
と
し
て
持
つ
者
に
と
っ
て
、
自
己
の

親
に
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
理
由
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
〈
は

が
ゆ
い
世
代
〉
と
し
て
呉
念
真
が
生
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
儒
教
を
中
心
と
し
た

中
国
文
化
の
教
育
に
、
親
を
敬
う
よ
う
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
敵
国
だ
っ
た
日
本

教
育
に
た
っ
ぷ
り
と
浸
っ
た
親
に
、
絶
え
ず
批
判
と
敵
意
を
向
け
ざ
る
を
え
ず
、
子

の
ま
な
ざ
し
は
日
本
と
中
国
に
引
き
裂
か
れ
、
矛
盾
と
衝
突
に
満
ち
て
い
る
。
彼
の

周
り
で
渦
巻
く
矛
盾
は
、〈
台
湾
〉
の
欠
落
に
あ
る
。
台
湾
に
い
な
が
ら
、〈
台
湾
〉
を

語
る
こ
と
の
で
き
な
い
は
が
ゆ
さ
、
そ
し
て
日
本
と
中
国
の
文
化
の
裂
け
目
に
滑
り
落

ち
、そ
の〈
台
湾
〉
の
不
在
に
彼
は
気
づ
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、小
説
家
、

そ
し
て
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の
呉
念
真
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

呉
念
真
の
野
心
は
明
白
で
あ
る
。
小
説
で
消
え
去
ろ
う
と
し
た
も
の
を
語
り
、
映

画
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
映
し
出
す
こ
と
で
あ
る
。
民
衆
に
最
も
身
近
な
伝
播
手

段
で
あ
る
小
説
と
映
画
を
用
い
て
、
彼
は
凍
結
し
た
記
憶
を
融
解
し
は
じ
め
た
。
そ

れ
は
ま
る
で〈
台
湾
〉
の
不
在
に
気
づ
い
た
者
が
果
た
す
べ
き
責
務
を
果
た
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
七
八
年
に
依
頼
さ
れ
て
書
い
た「
香
火
」
の
脚
本
か
ら
九
七
年
の

自
作
映
画「
太
平
・
天
国
」
ま
で
の
二
十
年
間
近
く
、
彼
は
七
〇
以
上
の
脚
本
を
書

き
、た
だ
ひ
た
す
ら
不
在
だ
っ
た〈
台
湾
〉
を
探
し
続
け
て
い
た
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、

彼
は
い
っ
た
い
、な
に
を
見
、そ
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
を
投
げ
か
け
よ
う
と
し
た
の
か
。

　
　
■　
「
多
桑
／
父
さ
ん
」̶

̶

〈
子
〉
の
ま
な
ざ
し
か
ら「
国
民
国
家
」
へ
の
問
い

   

「
多
桑
／
父
さ
ん
」
は
呉
念
真
の
自
伝
的
な
作
品
で
あ
る
。
鉱
夫
だ
っ
た
呉
念
真

の
父
親
は
、
日
本
教
育
を
受
け
た
年
代
の
者
で
あ
る
。
す
べ
て
の
台
湾
人
の
よ
う
に
、

蒋
介
石
政
権
の
参
入
に
よ
っ
て
、
彼
は
日
本
人
か
ら
中
国
人
に
な
っ
た
こ
と
で
、
親
と

子
の
決
定
的
な
世
代
の
断
絶
が
生
じ
た
。「
多
桑
／
父
さ
ん
」
に
、
こ
の
こ
と
を
非
常

に
象
徴
的
に
描
い
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

　

小
学
校
に
通
い
、
国
民
党
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
教
育
を
受
け
て
い
る
子
供
た
ち
が

国
旗
を
描
く
シ
ー
ン
だ
が
、
子
供
た
ち
は
中
華
民
国
の
国
旗
6
を
画
用
紙
一
面
に
描
く

が
、
そ
れ
を
見
た
父
親
は
、
国
旗
を
描
く
な
ら
真
中
に
大
き
な
赤
丸
を
描
く
べ
き
も
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の
だ
、
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
当
然
の
よ
う
に
子
供
た
ち
は
反
発
す
る
が
、
双
方

と
も
態
度
を
改
め
な
い
ま
ま
、
両
者
は
常
に
平
行
線
を
た
ど
る
。
当
時
の
台
湾
の
家

庭
の
な
か
で
は
、
似
た
よ
う
な
対
立
が
絶
え
な
か
っ
た
。
一
見
し
て
た
だ
の
親
子
喧
嘩

に
見
え
る
こ
の
場
面
は
、
実
に
多
く
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
台
湾
人
の
父
と
子
の

対
立
＝
日
本
と
中
国
の
対
立
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
と
も
と
れ
る
か
ら
だ
。

　
一
家
族
の
親
子
の
対
立
が
、
こ
の
よ
う
に
国
家
同
士
の
対
立
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は

皮
肉
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、
そ
れ
が
台
湾
の
家
族
の
な
か
で
は
、
い
か
に
も
自

然
な
出
来
事
の
よ
う
に
み
え
る
。
小
学
生
に
国
旗
を
描
か
せ
る
と
い
う
程
度
の
こ
と

は
、
支
配
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
国
の
教
育
政
策
の
一
環
と
し
て
は
、
ご
く
日
常
的
に

行
な
わ
れ
る
こ
と
だ
。
こ
の
場
面
が
孕
ん
で
い
る
問
題
の
本
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

第
一
に
、
日
本
と
中
国
と
の
対
立
に
も
っ
と
も
多
く
の
犠
牲
を
払
っ
て
い
る
の
は
い

う
ま
で
も
な
く
台
湾
で
あ
る
が
、
な
ぜ
台
湾
人
家
族
の
親
子
ま
で
が
対
立
す
る
こ
と

に
な
る
の
か
、
と
い
う
矛
盾
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
台
湾
家
族

の
親
子
の
対
立
は
、
そ
の
ま
ま「
国
民
国
家
」
へ
の
問
い
に
も
つ
な
が
る
。
戦
争
に
よ
っ

て
勝
手
に
譲
り
渡
さ
れ
た
台
湾
は
、
日
本
に
対
す
る
中
国
敗
戦
の
戦
利
品
と
な
っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
今
度
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
れ
た
日
本
が
、
台
湾
を
中
国
に「
返

す
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
台
湾
を
ふ
た
た
び
戦
争
の
代
償
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

さ
ら
に
、
今
度
は
中
国
の
内
戦
で
、
毛
沢
東
と
蒋
介
石
と
の
政
権
争
い
に
巻
き
込
ま

れ
、
台
湾
は
蒋
介
石
政
権
が
消
滅
し
た
い
ま
で
も
、
な
お
中
国
と「
対
立
」
す
る
と
こ

ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
父
と
子
の
対
立
は
、
支
配
す
る〈
父
〉
と
支
配
さ
れ
る〈
子
〉

の
対
立
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。
第
三
に
、
他
者
の
争
い
を
自
己
の
争
い
に
転

化
さ
れ
た
台
湾
そ
れ
自
体
の
存
在
は
消
尽
し
、
欲
望
の
媒
介
者
と
し
て
の「
台
湾
」
は
、

着
地
す
る
と
こ
ろ
な
く
宙
に
吊
ら
れ
る
。
中
国
の
国
旗
か
、
日
本
の
国
旗
か
、
あ
る

い
は
毛
沢
東
か
蒋
介
石
か
、
そ
の
い
ず
れ
の
選
択
に
も
、〈
台
湾
〉
の
不
在
は
明
ら
か
で

あ
る
。
複
雑
な
問
題
が
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
を
巧
に
表
象
し
た
こ
の
場
面
は
、
残

念
な
が
ら
、
日
本
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
た
際
、
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

　

台
湾
の
生
活
者
で
あ
り
な
が
ら
、〈
台
湾
〉
の
不
在
を
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ

と
と
は
な
に
か
。
呉
念
真
は「
多
桑
／
父
さ
ん
」
で
自
分
の
父
親
と
い
う
一
個
人
の
歴

史
を
描
く
こ
と
で
、
こ
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
国
家
と
は
抑
圧

を
与
え
る
主
体
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。

   〈
子
〉
の
ま
な
ざ
し
が
指
向
す
る
方
向
が
、
現
実
の
父
親
の
背
中
か
ら
、
支
配
す
る

〈
父
〉
へ
と
変
わ
っ
た
と
き
、〈
子
〉
は
、
過
去
に
お
け
る〈
台
湾
〉
の
不
在
か
ら
は
じ
め

て
、
現
在
の〈
台
湾
〉
を
志
向
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
呉
念

真
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
か
。

   「
多
桑
／
父
さ
ん
」の
主
人
公
は
、富
士
山
と
皇
居
を
見
る
こ
と
が
生
涯
の
望
み
だ
っ

た
が
、
病
で
倒
れ
、
つ
い
に
そ
の
望
み
を
果
た
せ
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日

本
に
対
す
る
感
傷
的
で
あ
る
ほ
ど
の
懐
か
し
さ
が
全
篇
に
底
流
し
て
い
る
こ
と
に
起
因

し
て
、
日
本
礼
賛
の
映
画
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
し
か
し
、

果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
仔
細
に
見
る
と
、「
多
桑
／
父
さ
ん
」
は
日
本
を
、
中
国

と
対
立
す
る
国
家
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
日
中
対
立
し
た
結
果
に
よ
っ

て
台
湾
に
入
植
し
た
宗
主
国
と
し
て
、捉
え
る
の
で
も
な
い
。
呉
念
真
の 

「
多
桑
／
父

さ
ん
」
に
お
い
て
表
象
さ
れ
た
日
本
へ
の
憧
れ
に
擬
似
し
た
感
情
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、

ま
さ
に
生
身
の
父
親
の
ま
な
ざ
し
に
沿
っ
た
、
子
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
つ

て
父
を
否
定
し
た
子
の
前
言
撤
廃
に
よ
っ
て
、 〈
父
〉
に
対
す
る 

〈
子
〉
の
ま
な
ざ
し
を

い
っ
た
ん
、
父
に
対
す
る
子
の
ま
な
ざ
し
に
戻
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
欲
望
の
媒
介
者

に
な
っ
た〈
台
湾
〉
を
、
二
重
三
重
に
絡
み
合
っ
た
他
者
の
呪
縛
か
ら
解
放
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

   

「
多
桑
／
父
さ
ん
」
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
へ
の
全
面
肯
定
で
も
全
面
否



151

定
で
も
な
い
。
地
道
に
生
身
の
父
親
の 

「
感
情
」
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
不
在
だ
っ

た 
〈
台
湾
〉
の
息
遣
い
を
探
り
、そ
の
蘇
生
か
ら
現
在
の〈
台
湾
〉
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。

彼
が
読
み
解
い
た
も
の
は
、
決
し
て
情
緒
的
な
も
の
で
は
な
い
。
侯
孝
賢
が
指
向
す
る

映
像
美
の
よ
う
に
、
台
湾
の
人
々
の
遭
遇
し
た
問
題
を
早
急
に
知
的
に
相
対
す
る
こ

と
は
な
く
、
一
個
人
の
境
遇
を
描
く
こ
と
に
徹
し
た
映
像
作
業
は
、
み
な
一
度「
感
情
」

に
沈
殿
し
た
も
の
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
、
問

題
の
糸
口
は
見
つ
か
ら
な
い
も
の
な
の
だ
と
、
呉
念
真
は
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
そ
の
よ
う
な
、
一
個
人
の
境
遇
を
描
く
こ
と
で
、
あ
る
ひ
と
つ
の
全
体
像
を
あ
ぶ
り

出
す
呉
念
真
の
作
業
は
、「
無
言
の
丘
」
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
　
■　
「
無
言
の
丘
」
が
語
っ
た
こ
と

   

「
無
言
の
丘
」
に
主
役
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
は
、
台
湾
本
省
人
の
兄
弟
だ
が
、

女
主
人
公
に
は
、
夫
を
亡
く
し
た
台
湾
本
省
人
の
女
性
阿
柔
（
ア
ジ
ュ
ウ
）
と
、
身

を
売
ら
れ
た
沖
縄
の
少
女
、
富
美
子
（
ふ
み
こ
）
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
脇

役
で
は
あ
る
が
、
売
春
宿
で
育
っ
た
日
本
人
と
台
湾
人
の
混
血
少
年
、
紅
目
仔
（
ア

ン
バ
ッ
ア
）
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
非
常
に
印
象
深
い
。

　

日
本
で
は
、
映
画
祭
を
の
ぞ
い
て
、
め
っ
た
に
上
映
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
映
画

に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
お
く
。「
無
言
の
丘
」
は
、
一
九
九
二
年
、
呉
念
真
脚
本
、
王

童
監
督
の
作
品
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
台
湾
の
金
鉱
で
働
く
人
た
ち
を
描
く
こ
の

作
品
に
は
、
一
攫
千
金
を
夢
見
て
、
地
主
と
結
ん
だ
小
作
人
の
契
約
を
破
っ
て
金
山

に
や
っ
て
き
た
台
湾
本
省
人
兄
弟
を
軸
に
、
台
湾
や
そ
の
周
辺
の
国
々
か
ら
流
れ
て
き

た
労
働
者
、
出
稼
ぎ
の
者
、
夫
を
亡
く
し
、
重
労
働
だ
け
で
は
大
勢
の
子
供
を
養
っ

て
い
け
ず
、
食
品
や
金
銭
と
引
き
換
え
に
肉
体
を
売
る
女
性
、
ま
た
、
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
売
春
宿
に
身
売
り
さ
れ
て
き
た
沖
縄
の
女
性
、
捨
て
子
だ
っ
た
日
本
人
と

台
湾
人
の
混
血
少
年
、
そ
し
て
潔
癖
症
の
日
本
人
鉱
山
長
、
日
本
語
を
流
暢
に
操
る

台
湾
人
と
沖
縄
人
の
従
業
員
な
ど
、
実
に
多
種
多
様
の
人
間
模
様
が
つ
め
こ
ま
れ
て

い
る
。

　
こ
こ
に
集
ま
っ
て
き
た
男
た
ち
は
、
金
を
掘
る
重
労
働
が
お
も
な
仕
事
で
あ
る
が
、

女
た
ち
の
多
く
は
、
男
の
家
族
と
し
て
家
事
に
従
事
す
る
か
、
売
春
宿
で
身
売
り
を

す
る
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
男
た
ち
の
黄
金
夢
は
こ
と
ご
と
く
朽
ち
破
れ
、
死
ぬ

も
の
は
死
ん
で
ゆ
き
、
精
神
に
病
む
者
は
抜
け
殻
と
な
り
、
一
攫
千
金
は
夢
の
ま
ま
雲

散
霧
消
す
る
。
残
っ
た
者
は
、
逞
し
く
生
き
て
い
く
女
性
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
抑

圧
や
差
別
を
超
越
し
て
、
た
だ
強
靭
に
生
き
て
い
く
。
怒
り
を
感
じ
る
と
き
は
、
彼

女
た
ち
は
罵
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
怒
り
が
悲
し
み
に
転
じ
た
と
き
、
そ
の
悲

し
み
を
ぐ
っ
と
こ
ら
え
て
、
生
き
る
た
め
の
肥
や
し
に
す
る
の
で
あ
る
。
沈
黙
は
黙
認

で
は
な
く
、
さ
ら
に
長
い
道
程
に
備
え
る
た
め
の
糧
な
の
で
あ
る
。
命
あ
っ
て
の
自
由
。

呉
念
真
筆
下
の
女
性
た
ち
は
、
な
ぜ
か
み
な
そ
の
よ
う
な
生
命
力
に
漲
っ
て
い
る
。
例

え
ば
、「
多
桑
／
父
さ
ん
」
に
出
て
き
た
彼
の
母
親
、
恋
人
に
駆
け
落
ち
の
約
束
を
破

ら
れ
た
女
性
、「
悲
情
城
市
」
の
林
家
一
族
の
女
性
た
ち
、
と
り
わ
け
、
男
た
ち
の
ほ

と
ん
ど
が
死
に
絶
え
た
後
の
状
況
に
お
い
て
、
淡
々
と
し
た
口
ぶ
り
で
過
去
を
語
る
語

り
手
の
女
性
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た「
恋
恋
風
塵
」
の
女
主
人
公
も
、
弱
々
し
く
見

え
て
も
、
頼
も
し
く
自
分
の
幸
せ
探
し
を
す
る
。
水
の
よ
う
に
、
器
の
形
に
よ
っ
て
そ

の
姿
を
変
え
、
た
だ
ひ
た
す
ら
存
続
し
て
い
く
そ
の
女
性
た
ち
は
、
あ
た
か
も〈
台
湾
〉

そ
の
も
の
に
見
え
る
。

　
だ
が
、「
無
言
の
丘
」
の
富
美
子
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
像
と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
に
い
る
。

沖
縄
か
ら
や
っ
て
き
た
こ
の
少
女
は
、
台
湾
人
の
男
た
ち
に
は
日
本
人
の
娘
さ
ん
と

し
て
憧
れ
の
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
人
に
は
日
本
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
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高
嶺
の
花
と
し
て
憧
れ
の
的
に
な
っ
て
い
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る

身
近
な
存
在
で
あ
る
。
沖
縄
と
台
湾
、
そ
し
て
日
本
と
の
微
妙
な
距
離
感
を
寸
毫
た

が
わ
ず
、
呉
念
真
は
う
ま
く
捉
え
た
。
日
本
人
女
性
は
肌
の
き
め
が
細
か
く
、
甘
え

上
手
だ
と
い
う
理
由
で
、
男
た
ち
は
早
く
か
ら
彼
女
の
水
揚
げ
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。

彼
女
の
命
を
消
尽
す
る
そ
の
男
た
ち
の
熱
望
ぶ
り
は
、
異
郷
の
女
性
に
対
す
る
興
味

以
上
の
も
の
が
あ
る
。
日
本
と
い
う
近
く
て
遠
い
存
在
が
、
彼
女
の
身
体
を
媒
介
に
、

よ
り
実
体
化
で
き
る
か
ら
だ
。

   

「
無
言
の
丘
」
に
頻
繁
に
出
て
く
る
売
春
宿
は
、
日
本
の
遊
廓
と
い
う
表
象
の
し
か

た
で
出
て
く
る
。
な
か
の
女
性
た
ち
は
、
着
物
を
身
に
つ
け
、
似
合
っ
て
も
い
な
い
お

し
ろ
い
を
顔
一
面
に
載
せ
、
贋
物
の
日
本
人
女
性
に
扮
し
て
、
格
子
越
し
に
客
を
引

く
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
れ
は
日
本
文
化
の
優
位
性
を
示
し
て
い
る
も
の
な
の
か
、

あ
る
い
は
日
本
の
負
の
文
化
を
見
せ
て
い
る
の
か
、
き
わ
ど
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本

女
性
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
富
美
子
に
異
様
な
執
念
を
燃
や
す
男
た
ち
は
、
明
ら
か

に
日
本
へ
の
憧
れ
を
欲
望
に
絡
み
合
わ
せ
て
い
る
。
日
本
を
象
徴
す
る
も
の
の
特
権
化
、

と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
優
位
性
と
無
関
係
で

は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
弱
み
に
付
け
込
ん
で
日
本
風
に
し
た
売
春
宿
が
表
出
し
た
も
の

は
、
も
は
や
単
純
に
日
本
文
化
の
優
位
性
だ
け
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

こ
に
は
も
っ
と
複
雑
な
、
人
間
の
欲
望
を
幾
重
も
絡
み
合
わ
せ
た
な
に
か
が
ひ
そ
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
癒
し
が
た
い
傷
の
渦
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
正
の
文
化
も

負
の
文
化
も
絶
え
ず
消
費
し
、
呑
み
こ
ん
で
は
吐
き
棄
て
る
場
な
の
か
。
台
湾
、
沖
縄
、

韓
国
か
ら
や
っ
て
き
た
女
性
た
ち
が
同
じ
と
こ
ろ
に
集
ま
り
、
あ
た
か
も
国
の
境
も
民

族
の
壁
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
や
っ
て
く
る
客
も
ま
た
国
籍
に
関
係
な
く
、
女
た

ち
を
買
っ
て
い
く
。
異
な
る
文
化
の
裏
に
は
、
共
通
す
る
人
間
の
生
の
営
み
が
あ
る
。

国
家
間
や
民
族
間
の
軋
轢
は
、
泣
き
笑
い
す
る
買
売
春
行
為
の
な
か
で
だ
け
、
ど
こ

か
別
世
界
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
む
ろ
ん
そ
れ
は
一
種
の
錯
覚
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
歴
然
と
し
た
上
下
関
係
が
存
在
し
て
お
り
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
い
う
構

図
が
依
然
と
し
て
残
る
。

　

慎
ま
し
く
初
々
し
く
、
そ
し
て
蜉
蝣
の
よ
う
に
命
儚
い
沖
縄
の
少
女
と
、
図
太
く

生
き
抜
い
て
い
く
台
湾
人
女
性
阿
柔
は
、
雲
泥
の
差
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
対
照
的
な

存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
薄
命
と
強
靭
な
生
命
力
と
の
対
比
は
、
い
っ
た
い
な
に

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
異
郷
の
女
性
を
台
湾
人
女
性
と
同
様
に
主
軸
に
据
え
る

こ
と
で
、
な
に
か
意
図
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
少
女
の
出
身
地
を
沖
縄

に
設
定
す
る
こ
と
で
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
の
か
。
友

情
と
も
つ
か
ぬ
恋
と
も
つ
か
ぬ
関
係
の
ま
ま
で
、
台
湾
人
男
性
と
つ
か
の
間
の
ぬ
く
も

り
を
共
有
し
て
の
ち
、
こ
の
世
を
去
っ
て
い
く
少
女
は
、
そ
の
一
瞬
の
交
歓
を
通
し
て
、

い
っ
た
い
な
に
を
見
る
の
か
。
お
互
い
の
こ
と
ば
を
知
ら
ず
、
意
志
の
疎
通
が
で
き
な

い
は
ず
の
二
人
に
、
な
に
か
運
命
共
同
体
の
よ
う
な
関
係
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
だ
け
は

確
か
で
あ
る
。
束
の
間
の
幸
せ
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
こ
れ
ま
で
の
不
幸
を
帳
消
し
に
し

た
か
の
よ
う
に
、
微
笑
を
浮
か
べ
て
死
ん
で
い
く
沖
縄
の
少
女
は
、
故
郷
と
似
た
匂
い

の
身
近
に
あ
る
の
を
見
つ
け
た
に
違
い
な
い
。
彼
女
が
儚
い
の
は
、
き
っ
と
故
郷
の
土

か
ら
あ
ま
り
に
も
長
く
離
れ
す
ぎ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。台
湾
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、「無

言
の
丘
」
の
監
督
王
童
と
脚
本
を
担
当
し
た
呉
念
真
の
、
沖
縄
へ
の
視
線
が
じ
り
じ

り
と
差
し
込
む
の
が
、
沖
縄
少
女
の
存
在
を
通
し
て
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

　

台
湾
、
沖
縄
、
そ
し
て
韓
国
、
中
国
と
日
本
。「
無
言
の
丘
」
の
問
題
提
起
は
、
明

ら
か
に
台
湾
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
悲
情
城
市
」
の
公
開
か
ら
三
年
後
に
封
切

ら
れ
た
こ
の
作
品
は
、
台
湾
の
内
部
か
ら
周
囲
へ
と
視
野
を
広
げ
て
い
っ
た
。〈
台
湾
〉

を
語
る
こ
と
と
は
、
沖
縄
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
韓
国
を
、
中
国
を
、
そ
し
て
も
ち

ろ
ん
日
本
を
語
る
こ
と
で
も
あ
る
。
い
く
ら〈
台
湾
〉
の
こ
と
を
語
っ
て
も
、
こ
れ
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ら
の
国
々
こ
と
を
語
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
空
白
が
埋
ま
る
日
は
決
し
て
や
っ
て
こ
な
い
。

同
じ
空
間
に
並
置
し
た
形
で
な
け
れ
ば
、
見
え
て
こ
な
い
問
題
点
が
あ
る
の
だ
。
ま
た
、

台
湾
の
問
題
を
、
台
湾
の
な
か
だ
け
で
は
決
し
て
解
決
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
台

湾
の
問
題
だ
け
を
解
決
し
て
も
、
本
当
の
解
決
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
提
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
問
題
点
に
注
目
す
る
よ
う
、「
無
言
の
丘
」
は
福
州
か
ら
台

湾
に
や
っ
て
き
た
男
を
入
念
に
描
き
、
沖
縄
の
少
女
を
主
役
に
据
え
た
の
だ
っ
た
。
呉

念
真
ら
の
視
線
は
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
遠
く
見
つ
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
■　
〈
知
〉
を
隠
蔽
さ
れ
し
者
の
ま
な
ざ
し

　

何
義
麟
『
二・二
八
事
件「
台
湾
人
」
形
成
の
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
7
の
後
書
き

に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
一
九
八
七
年
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
台
湾
社
会
に
お
い
て
、
二・二
八

事
件
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
史
が「
国
史
」
と
さ
れ
て
い
た
学
校

教
育
に
お
い
て
も
台
湾
の
歴
史
を
ま
と
も
に
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
台
湾
史
に

無
知
で
あ
っ
た
私
は
、
大
学
で
専
攻
し
た
日
本
語
を
と
お
し
て
、
日
本
の
植
民
地

時
代
の
こ
と
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
そ
れ
と
と
も
に
植
民
地
時
代
に
日
本
の
教
育

を
受
け
た
世
代
の
台
湾
人
と
の
付
き
合
い
も
密
接
に
な
っ
た
。
彼
ら
年
配
の
台
湾

人
は
、
台
湾
社
会
の
民
主
化
に
伴
い
、
以
前
よ
り
も
積
極
的
に
身
を
も
っ
て
体
験

し
た
歴
史
を
語
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
時
、
も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
戦
後

台
湾
の
政
治
変
動
を
「
日
本
が
中
国
に
代
わ
っ
た
（
日
本
換
中
国
）」
と
す
る
表

現
で
あ
っ
た
。
私
は
学
校
教
育
で
、
戦
後
台
湾
の
中
国
復
帰
を「
光
復
」
で
あ
り
、

こ
れ
は
失
地
回
復
の
栄
光
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
中
国
を
日
本
と
同

様
に
外
国
の
よ
う
に
見
な
す
「
日
本
が
中
国
に
代
わ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
な
か

な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
台
湾
史
に
関
す
る
知
識
が
増
す
に
つ
れ

て
、
こ
の
言
葉
の
奥
底
に
あ
る
経
験
・
感
情
が
わ
か
っ
て
き
た
。
台
湾
の
学
校
教

育
で
は
今
で
も 

「
光
復
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、「光
復
」
と
は
国
に
よ

り
押
し
付
け
ら
れ
た
公
式
の
歴
史
解
釈
で
あ
り
、「
日
本
が
中
国
に
代
わ
っ
た
」
と

い
う
言
葉
こ
そ
が
年
配
の
台
湾
人
の
歴
史
意
識
で
あ
る
と
思
う
。
8 

　

呉
念
真
よ
り
も
十
年
後
れ
た
世
代
の
何
義
麟
が
、
台
湾
の
歴
史
の「
空
白
」
に
気

づ
い
た
の
は
、
台
湾
か
ら
海
外
の
日
本
へ
出
て
、
外
か
ら
台
湾
を
振
り
返
る
視
点
を

獲
得
し
た
か
ら
だ
。
台
湾
で
は
、
誰
も
が
似
通
っ
た
内
容
の
教
科
書
で
中
国
の
歴

史
、
地
理
、
文
学
、
思
想
、
哲
学
な
ど
を
学
ん
で
い
る
た
め
、
大
半
の
者
は
、
台
湾

に
つ
い
て
語
ら
れ
な
い
そ
の「
異
様
さ
」
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
で
い
る
。
そ
し
て
、「
わ
れ

わ
れ
中
国
人
は
」
と
、
よ
く
口
に
出
し
て
一
家
言
を
披
露
す
る
。
何
義
麟
の
よ
う
に
、

海
外
に
出
て
気
づ
く
者
も
少
な
く
な
い
が
、
呉
念
真
の
よ
う
に
、
身
近
に
あ
る「
声
」

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
気
づ
く
者
も
い
る
。
形
こ
そ
異
な
れ
、〈
台
湾
〉
の
不
在
を
知
っ

た
者
た
ち
は
、
な
ぜ
か
何
も
の
か
に
突
き
動
か
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
台
湾
の
歴
史
に

つ
い
て
追
究
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
様
相
は
、
台
湾
の

人
々
に
限
ら
ず
、
韓
国
、
沖
縄
、
日
本
の
一
部
の
人
々
に
も
共
通
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

日
本
の
研
究
者
溝
口
雄
三
に
も
、
何
義
麟
の
後
書
き
に
あ
る
よ
う
な
内
容
と
似
た
記

述
が
見
ら
れ
る
。

〔
…
…
〕
わ
れ
わ
れ
は
、
中
学
生
の
時
に
戦
争
に
敗
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の
教
科
書
は

間
違
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
間
違
っ
た
と
こ
ろ
に
墨
を
塗
ら
さ
れ

た
世
代
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
中
学
校
一
年
生
の
時
に
世
界
は
一
回
ひ
っ
く
り
か
え
っ
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た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
正
し
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
全
部
嘘
で
あ
っ
た
と
い
う
。

〔
…
…
〕
私
た
ち
は
、
幼
少
時
代
、
少
年
時
代
に
は
漫
画
や
映
画
や
雑
誌
な
ど
を

通
し
て
、
ア
ジ
ア
へ
の
優
越
感
を
植
え
付
け
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
と
並
存
す
る
か
た

ち
で
ア
ジ
ア
の
植
民
地
を
白
人
の
手
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
使
命
感
も
植
え
つ
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
私
た
ち
の
中
の
ね
じ
れ
が
、
大
学
に
入
っ
て
中
国
革

命
の
実
態
や
中
国
の
抗
日
戦
争
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
諸
国
の
日
本
軍
に
対
す
る
抵
抗

な
ど
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幼
少
時
代
、
少
年
時
代
の
無
邪
気
で
無
自
覚
な

偏
見
や
差
別
意
識
が
自
分
の
中
で
い
わ
ば
原
罪
の
よ
う
に
あ
る
と
自
覚
さ
れ
た
。 

9

　
む
ろ
ん
、
こ
の
溝
口
の
発
言
は
、
日
本
人
側
か
ら
ア
ジ
ア
へ
向
け
て
の
も
の
で
あ
る

た
め
、「
間
違
っ
た
と
こ
ろ
に
墨
を
塗
ら
れ
た
世
代
」「
そ
れ
ま
で
正
し
い
と
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
全
部
嘘
で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
共
通

し
て
い
る
の
は
、
国
に
よ
る
歴
史
の
押
し
付
け
で
あ
り
、
自
国
の
歴
史
の「
空
白
」
に

気
づ
い
た
者
と
し
て
の
行
動
で
あ
る
。
溝
口
の
場
合
は
、
日
本
を
め
ぐ
る
ア
ジ
ア
諸
国

の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
だ
が
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
、
文
化
の
諸
相
を
追
い
か
け
て

い
る
丸
川
哲
史
も
『
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
10
の
後
書
き
に
、
違
っ
た
文
脈
で
は
あ
る

が
、
歴
史
の
あ
る「
空
白
」
に
つ
い
て
発
言
し
て
い
る
。
気
づ
く
者
た
ち
は
、
皆
あ
る

義
務
を
自
ら
に
課
し
て
、そ
れ
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
行
動
す
る
。〈
知
〉
っ
た
者
は
、 〈
知
〉

ら
な
か
っ
た
者
へ
襷
を
渡
し
て
ゆ
く
こ
と
、
知
ら
し
め
て
ゆ
く
こ
と
。
研
究
で
あ
れ
、

記
述
で
あ
れ
、
気
づ
い
た
こ
と
を
あ
る
形
に
し
て
残
す
こ
と
で
あ
る
。

　

呉
念
真
の
場
合
は
、
映
画
を
そ
の
手
段
に
選
ん
だ
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
も
人
々

の
感
情
に
寄
り
添
っ
た
か
た
ち
で
、問
題
を
発
掘
し
て
い
く
。「
本
省
人
」
と「
外
省
人
」

の
軋
轢
、
民
族
の
壁
、
世
代
の
断
絶
、
民
主
化
の
問
題
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
映
像
は

あ
く
ま
で
も
擬
似
客
観
の
状
況
し
か
造
り
出
せ
な
い
が
、
大
衆
に
判
断
の
権
利
を
渡

す
こ
と
で
、
よ
り
広
い
客
観
性
を
獲
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
過
去
の
当
事
者
で
は
な
い

以
上
、
必
ず
、
何
ら
か
の
欠
落
や
視
点
の
分
裂
を
免
れ
な
い
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
か

た
ち
を
通
し
て
、
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
に
見
え
て
く
る
地
平
も
あ

る
。
そ
の
前
に
、
ま
ず〈
知
〉
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。

日
本
映
画
か
ら
日
本
の
こ
と
を
知
っ
た
。

台
湾
映
画
を
観
て
、
台
湾
の
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

呉
念
真

　
　
注

１  

「Schindler's List

」 一
九
九
三
年
六
六
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
作
品
賞
受
賞
、
ス
テ
ィ
ー
ブ

ン
・
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
監
督
。

２　

日
本
植
民
地
時
代
で
は
、 「
高
砂
族
」と
呼
ば
れ
て
い
た
台
湾
の
先
住
民
族
だ
が
、 「
先
」

と
い
う
表
現
を
避
け
、
み
ず
か
ら「
原
住
民
」
と
称
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
従
う
。

３　

何
義
麟
『
二・二
八
事
件「
台
湾
人
」
形
成
の
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
に
詳
し
い
。
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
五
日
。

４　
七
七
年
に
輔
仁
大
学
夜
間
部
入
学
中
、
小
説「
看
戯
去
囉
」
が
聯
合
報
小
説
奨
第
三

位
に
入
選
。
七
八
年
、
徐
進
良
監
督
の
依
頼
で
、「
香
火
」
の
脚
本
を
執
筆
す
る
の
を

皮
切
り
に
、
呉
祥
輝
の
小
説「
拒
絶
聯
考
的
小
子
」
を
脚
本
化
、
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー

と
し
て
活
躍
。
八
〇
年
、大
学
在
籍
中
の
ま
ま
、中
央
電
影
公
司
に
入
社
。
八
一
年
、「
同

班
同
學
」
で
第
一
八
回
金
馬
奨
最
優
秀
脚
本
賞
受
賞
。
主
要
作
品
に
、「
老
師
・
斯
卡

也
答
」（
八
二
）、「
苦
恋
」（
八
二
）、「
海
灘
的
一
天（
海
辺
の
一
日
）」（
八
三
）、「
児
子
的

大
玩
偶（
坊
や
の
人
形
）」（
八
三
）、「
天
下
第
一
」（
八
三
）、 「
老
莫
的
第
二
個
春
天（
老
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兵
の
春
）」（
八
四
）、 「
殺
夫（
夫
殺
し
）」（
八
四
）、 「
父
子
関
係
」（
八
六
）、 「
恋
恋
風
塵

（
恋
恋
風
塵
）」（
八
六
）、「桂
花
巷（
桂
花
小
路
）」（
八
七
）、「海
峡
両
岸
」（
八
八
）、 「
落

山
風
」（
八
八
）、 「
魯
冰
花（
魯
冰
花
）」（
八
九
）、「
悲
情
城
市（
悲
情
城
市
）」（
八
九
、

「
客
途
秋
恨（
客
途
秋
恨
）」（
八
九
）、 「
兄
弟
珍
重
」（
九
〇
）、 「
上
海
暇
期（
上
海
の
休

日
）」（
九
一
）、 「
極
道
追
踪
」（
九
一
）、 「
阿
呆
」（
九
二
）、 「
無
言
的
山
丘(

無
言
の
丘)

」

（
九
二
）、「
戯
夢
人
生（
戯
夢
人
生
）」（
九
三
）、「
異
域
Ⅱ
之
孤
軍
」（
九
三
）
な
ど
が

あ
る
。
ま
た 「
多
桑
／
父
さ
ん
」（
九
四
）、 「
太
平
・天
國
」（
九
七
）を
監
督
。
エ
ド
ワ
ー

ド・ヤ
ン
の 「
麻
将（
カ
ッ
プ
ル
ズ
）」（
九
六
）、「
一一（
ヤ
ン
ヤ
ン　

夏
の
想
い
出
）」（
〇
〇
）

に
俳
優
と
し
て
出
演
し
て
い
る
。

５　

第
三
章「
戦
後
世
代
が
描
く
台
湾
」、
一
〇
七
頁
。

６　

赤
を
地
に
、
青
天
を
表
わ
す
藍
に
白
日
の
象
徴
を
表
わ
す
十
二
の
光
を
あ
し
ら
っ
た

も
の
だ
が
、一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、孫
文
が
創
立
し
た
国
民
党
の
旗
で
あ
る「
青

天
白
日
」
旗
に
、
革
命
を
重
ね
ら
れ
、
自
由
を
手
に
す
る
た
め
に
革
命
同
士
が
流
し

た
血
を
象
徴
す
る
赤
を
地
に
し
た
と
い
う
。

７　

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
五
日
。

８　

何
義
麟
『
二・二
八
事
件「
台
湾
人
」
形
成
の
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』、
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
五
日
、
三
八
一
〜
三
八
二
頁
。

９　

孫
歌
『
ア
ジ
ア
を
語
る
こ
と
の
ジ
レ
ン
マ　

知
の
共
同
空
間
を
求
め
て
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
六
月
二
五
日
、
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁
。〈
対
談
＝
溝
口
雄
三
・
孫
歌「
歴
史

に
入
る
」
方
法̶

̶

知
の
共
同
空
間
を
求
め
て
〉
に
お
け
る
溝
口
の
発
言
。

10   

『
思
考
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア　

リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月

一
七
日
。


