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文
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ぐ
っ
て
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敬
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○
　
嫁
じ
め
に

　
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
、
ド

イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ツ
・
K
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ェ
イ

ン
・
C
・
ブ
ー
ス
ら
に
よ
っ
て
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
精
力
的
に
進

め
ら
れ
て
き
た
物
語
論
（
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
）
の
研
究
は
、
一
九
七
二

年
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　

て
一
応
の
達
成
を
み
た
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
物
語
論
は
も
は

や
文
学
理
論
の
先
端
と
い
う
よ
り
は
基
礎
と
し
て
定
着
し
、
文
学
関

係
の
授
業
や
概
説
書
で
必
読
文
献
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
物
語
論
は
、
従
来
の
作
品
や
作
家
の
思
想

性
に
偏
っ
た
テ
ー
マ
論
的
研
究
に
対
し
て
、
本
文
そ
の
も
の
に
即
し

た
形
式
的
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ

ム
や
記
号
論
、
構
造
主
義
の
成
果
に
由
来
し
て
い
る
。
一
九
八
○
年

代
、
特
に
八
五
年
の
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
日
本
語
訳
刊
行
以
来
、
日
本
で

も
物
語
論
が
盛
ん
に
な
り
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

取
り
入
れ
る
な
ど
し
て
、
そ
の
機
械
的
適
用
を
超
え
た
研
究
の
深
化

が
図
ら
れ
て
い
る
。

　
中
国
文
学
の
分
野
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
七
七
年
と
い
う
早
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぽ

時
期
に
鈴
木
陽
一
連
の
「
『
儒
林
外
史
』
の
文
体
に
つ
い
て
」
と
い

う
論
文
が
現
れ
た
も
の
の
、
中
国
に
お
け
る
物
語
論
の
紹
介
が
遅
れ

た
た
め
に
、
そ
れ
が
広
く
流
行
す
る
と
い
う
事
態
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
一
九
八
八
年
に
物
語
論
を
本
格
的
に
導
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

し
た
陳
平
原
『
中
国
小
説
叙
事
模
式
的
転
変
』
が
出
版
さ
れ
、
大
き

　
　
　
　
　
　
な
つ
　

な
衝
撃
を
与
え
た
。
同
書
は
、
伝
統
小
説
か
ら
［
新
小
説
］
（
い
わ

ゆ
る
清
末
小
説
）
を
経
て
［
五
四
小
説
］
へ
と
い
う
中
闘
に
お
け
る

近
代
小
説
誕
生
の
姿
を
、
大
量
の
作
品
と
資
料
を
駆
使
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
雄
弁
に
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
従
来
の
テ
ー

マ
論
的
研
究
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
［
叙
事
模
式
的
転
変
］
、
す

な
わ
ち
語
り
の
ス
タ
イ
ル
の
転
換
と
い
う
文
学
の
形
式
的
観
点
か
ら
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近
代
小
説
を
位
置
づ
け
た
こ
と
は
、
画
期
的
な
も
の
と
評
価
さ
れ
よ

う
。
物
語
論
の
中
国
文
学
に
お
け
る
成
果
と
し
て
、
陳
平
原
氏
を
し

の
ぐ
も
の
は
今
日
な
お
出
現
し
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
注
5
所
掲
の
諸
氏
の
論
評
で
あ
ま
り
触
れ
ら

れ
な
か
っ
た
同
書
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
し
た
う
え

で
、
中
国
文
学
研
究
に
お
け
る
物
語
論
の
意
義
と
可
能
性
を
考
え
る

こ
と
に
す
る
。　

　
鞠
語
論
受
容
の
騨
状
と
閥
題
点

　
本
章
で
は
中
国
文
学
研
究
に
お
け
る
物
語
論
の
受
容
に
つ
い
て
、

陳
平
原
氏
の
著
作
を
中
心
に
考
察
す
る
。
第
一
節
で
は
物
語
論
全
体

の
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
一
範
疇
の
欠
落
を
指
摘
し
、
第
二

節
で
は
物
語
論
細
部
の
個
別
的
問
題
の
一
例
と
し
て
い
わ
ゆ
る
視
点

論
を
取
り
上
げ
る
。

　
・
　
　
『
態
」
の
欠
落
　
　
全
体
麹
観
点
か
ら

　
陳
平
原
氏
は
第
一
章
「
導
言
」
の
第
一
節
に
お
い
て
、
ジ
ュ
ネ
ッ

ト
と
ト
ド
ロ
フ
に
啓
発
を
受
け
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
続
い
て
、
「
し
か
し
私
は
文
学
史
の
研
究
者
と
し
て
、
理
論
自
体

の
抽
象
性
と
完
全
性
よ
り
も
、
中
国
小
説
の
発
展
の
実
際
の
過
程
を

よ
り
多
く
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
「
中

国
小
説
の
語
り
の
ス
タ
イ
ル
の
転
換
は
、
語
り
の
時
間
［
叙
事
時

闘
∵
語
り
の
視
点
［
叙
事
角
度
∵
語
り
の
構
造
［
叙
事
結
構
］
の

三
つ
の
レ
ベ
ル
を
含
む
べ
き
だ
」
（
四
頁
、
傍
点
は
中
里
見
）
と
す

る
。
同
書
全
体
に
関
わ
る
陳
氏
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
、

ま
ず
検
討
を
加
え
る
。

　
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
一
応
の
到
達
が
示
さ
れ
た
物
語
論
は
、
物

語
内
容
／
物
語
言
説
／
物
語
行
為
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
基
礎
と
し

て
い
る
。
そ
の
う
え
で
物
語
論
の
範
疇
は
以
下
の
よ
う
に
三
つ
に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
さ
れ
、
さ
ら
に
下
位
区
分
さ
れ
る
。

　
①
時
間
　
　
（
a
順
序
、
b
持
続
、
c
頻
度
）

　
②
叙
法
　
　
（
a
距
離
、
b
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
）

　
③
態
　
　
　
（
a
語
り
の
時
間
、
b
語
り
の
水
準
、
c
人
称
）

そ
し
て
①
時
間
お
よ
び
②
叙
法
は
物
語
内
容
と
物
語
言
説
の
関
係
を

取
り
扱
い
、
③
態
は
物
語
内
容
と
物
語
行
為
、
ま
た
物
語
言
説
と
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

語
行
為
の
関
係
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ジ
ユ
ネ
ッ
ト
理
論

の
基
本
の
把
握
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
、
個
々
の
概
念
の
物
語
全
体

に
占
め
る
位
置
が
不
明
に
な
り
、
ば
ら
ば
ら
な
分
析
に
終
始
す
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
物
語
内
容
／
物
語
言
説
／
物
語
行
為
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
は
、
同
書
で
も
三
八
頁
に
［
史
実
／
暴
露
／
叙
述
］
と
い
う
訳
語

で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
扱
い
は
お
ろ
そ
か
で
あ
る
。

　
同
書
の
上
編
を
構
成
す
る
「
時
間
」
「
視
点
」
「
構
造
」
の
各
章
は
、

「
時
間
」
「
視
点
」
が
一
応
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
「
時
間
」
「
叙
法
」
と
対

応
す
る
の
に
対
し
て
、
「
構
造
」
は
陳
平
原
氏
が
自
身
の
創
案
だ
と
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言
明
す
る
よ
う
に
（
四
頁
）
既
存
の
物
語
論
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
「
態
」
に
相
当
す
る
部
分
が
完
全
に
欠

落
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
物
語
論
全
体
の
受
容
を
不
完
全
に
す
る

だ
け
で
な
く
、
「
態
」
が
語
り
手
の
問
題
を
含
み
最
も
生
産
的
な
議

論
が
期
待
さ
れ
る
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
だ
け
に
、
同
書
の
最
大
の
欠

陥
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
プ
ロ
ッ
ト
・
入
物
・
背
景
の
ど
れ
に
重
点
を
置
く
か

と
い
う
、
陳
氏
の
い
う
［
叙
事
結
構
］
は
、
必
ず
し
も
彼
の
独
創
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
チ
ェ
コ
の
プ
ル
！
シ
ェ
ク
氏
が
魯

迅
の
「
懐
旧
」
を
論
じ
て
、
「
故
事
情
節
」
で
は
な
く
て
「
某
種
気

雰
、
某
種
情
境
、
或
人
々
人
心
問
的
種
種
関
係
」
を
表
現
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
の
は
、
陳
氏
の
観
点
を
完
全
に
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
陳
氏
の
［
叙
事
結
構
］
は
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
物
語

内
容
だ
け
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
物
語
論
の
対
象
は
あ
く
ま
で

も
物
語
言
説
で
あ
っ
て
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
て
の
物
語
内
容
は
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
物
語
言
説
と
の
関
わ
り
の
中
で
し
か
問
題
と
な

り
え
な
い
。
さ
ら
に
、
陳
氏
は
そ
の
［
叙
事
結
構
］
を
プ
ロ
ッ
ト
中

心
か
ら
、
入
物
性
格
へ
、
さ
ら
に
背
景
雰
囲
気
へ
と
い
う
単
線
的
進

化
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
こ

そ
様
々
な
歴
史
的
・
様
式
的
展
開
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
個

別
文
学
史
の
課
題
で
あ
っ
て
、
西
欧
文
学
史
の
流
れ
を
唯
一
の
法
則

と
し
て
絶
対
視
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
飾
窓
江
「
読
《
中
国
小
説
叙
事
模
式
豊
門

　
ぬ

変
》
」
が
、
「
（
陳
平
原
氏
が
）
な
か
で
も
中
国
小
説
の
特
徴
に
適
合

し
た
［
叙
事
結
構
］
の
問
題
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
こ
の
［
結
構
］

（
と
い
う
概
念
：
中
里
見
補
）
を
使
用
す
る
こ
と
が
物
語
論
の
一
般

原
則
に
背
か
な
い
だ
け
で
な
く
、
中
国
現
代
小
説
の
発
展
を
基
本
的

に
把
握
す
る
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
間
違
い
な

く
賢
明
な
選
択
で
あ
る
」
と
し
て
、
陳
平
原
意
の
主
張
を
受
け
入
れ

る
か
た
ち
で
、
逆
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
物
語
論
と
個
別
文
学
史
の
関
係
は
、
一
般
言
語
学
と
個

別
言
語
学
の
関
係
に
似
て
、
決
し
て
一
方
が
他
方
を
排
除
す
る
も
の

で
は
な
く
、
相
互
に
補
助
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
言
語
学

が
ラ
ン
グ
／
パ
ロ
ー
ル
、
共
時
態
／
通
時
態
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
個

別
言
語
学
に
有
効
な
基
本
概
念
を
提
供
す
る
の
と
同
様
に
、
物
語
論

の
基
本
概
念
は
中
国
文
学
に
対
し
て
も
　
　
そ
れ
が
物
語
論
の
対
象

で
あ
る
限
り
　
　
完
全
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
謡
言
諸
氏
の
「
A

民
族
文
化
圏
で
生
ま
れ
た
批
評
方
法
を
直
接
用
い
て
、
B
民
族
文
化

圏
の
文
学
現
象
を
分
析
す
る
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
危
険
な
こ
と

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
過
度
に
自
国
民
族
の
特
殊
性
を
強
調
す
る

傾
向
が
、
中
国
の
学
界
全
体
を
代
表
す
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え

ま
い
が
、
こ
う
し
た
論
調
に
「
中
優
麗
用
」
を
感
じ
る
の
は
あ
な
が

ち
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
が
、
　
『
失
わ
れ
た
時
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を
求
め
て
』
と
い
う
個
別
の
テ
ク
ス
ト
の
批
評
と
物
語
論
と
い
う
↓

般
理
論
と
の
間
で
「
寝
返
り
を
う
つ
」
i
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
自
身
の
比

喩
に
よ
れ
ば
　
　
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
陳
平
原
氏

が
中
国
文
学
の
実
情
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
物
語
論
自

体
の
整
合
性
を
恣
意
的
に
切
り
捨
て
た
こ
と
は
、
後
続
の
読
者
が
同

書
に
よ
っ
て
物
語
論
に
出
会
う
可
能
性
が
大
き
い
だ
け
に
、
や
は
り

遺
憾
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
中
国
に
お
け
る
外
国
の
文
学
理
論
の

紹
介
と
翻
訳
の
現
状
に
よ
っ
て
決
定
的
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
陳
平
原
氏
個
入
の
責
に
帰
す
こ
と
は
不
当
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
陳
氏
が
参
照
し
た
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
翻
訳
は
、

注
8
前
掲
の
栗
浩
・
顧
書
林
訳
「
叙
事
語
式
」
で
あ
る
（
六
五
頁
）
。

日
本
語
訳
と
対
照
す
る
と
、
そ
こ
に
訳
出
さ
れ
た
の
は
原
著
の
「
序
」

の
一
部
（
日
本
語
版
一
五
頁
～
一
七
頁
下
段
　
七
行
）
と
、
「
W
叙

法
」
か
ら
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
分
析
部
分
を
省
略
し
た
部

分
（
一
八
七
頁
～
二
〇
四
頁
上
段
二
行
、
二
一
七
頁
～
二
三
二
頁
）

で
あ
る
。
「
W
叙
法
」
の
み
の
翻
訳
で
あ
る
た
め
に
、
「
序
」
の
部
分

訳
が
付
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
理
論
全

体
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
特
に
、
「
V
態
」
が
欠
落

し
て
い
る
こ
と
は
、
陳
氏
の
物
語
論
理
解
を
限
定
し
て
い
る
し
、
次

節
で
取
り
上
げ
る
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
と
「
人
称
し
の
混
同
を

生
む
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
王
文
融
訳
「
論
小
説
創
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

的
視
点
一
投
影
、
聚
焦
、
変
異
和
多
語
式
」
も
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の

「
W
叙
法
」
の
後
半
（
二
二
〇
頁
下
段
一
八
行
～
二
四
六
頁
）
を
翻

訳
し
た
も
の
で
、
中
国
で
の
物
語
論
の
紹
介
は
い
わ
ゆ
る
視
点
の
問

題
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
『
糊
点
』
と
『
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
』
『
人
称
』

　
　
　
　
・
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰯
講
…
的
観
点
か
ら

　
こ
の
よ
う
に
物
語
論
の
翻
訳
が
い
わ
ゆ
る
視
点
論
に
集
中
し
て
い

る
こ
と
は
、
中
国
語
読
者
の
物
語
論
全
体
の
理
解
を
大
き
く
阻
害
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
細
部
の
理
解
に
も
偏
向
を
も
た
ら
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
陳
平
平
氏
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
を
引
用
し
て
、
「
視
点
」
は
「
十
九
世

紀
の
末
以
来
、
物
語
の
技
法
に
ま
つ
わ
る
議
論
の
中
で
最
も
ホ
ッ
ト

な
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
す
で
に
申
し
分
の
な
い
成
果
が
あ
が
っ

て
い
る
」
（
六
五
頁
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
原
著
の
直
後

「
遺
憾
な
が
ら
そ
の
大
半
が
、
本
書
に
お
い
て
私
が
叙
法
と
呼
ん
で

い
る
も
の
と
態
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
を
混
同
し
て
い
る
の
で
あ

る
」
　
　
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
文
章
が
従
来

の
視
点
論
を
批
判
す
る
文
脈
で
あ
る
こ
と
は
中
国
語
訳
か
ら
も
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
き
、
陳
氏
の
引
用
は
不
適
切
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
視
点
論
こ
そ
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
っ

て
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
し
「
入
称
」
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
範
疇

一
「
叙
法
」
と
「
態
」
　
　
に
属
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
明
確
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に
示
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
混
乱
が
解
決
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
本

節
で
は
、
物
語
論
の
個
別
的
問
題
の
検
討
の
一
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
視
点
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
陳
平
原
土
は
第
三
章
第
三
節
で
は
［
新
小
説
］
の
［
一
人
称
叙
事
］

を
、
第
四
節
で
は
同
じ
く
［
三
入
称
野
鳥
叙
事
］
を
扱
い
、
さ
ら
に

第
六
節
で
は
［
五
四
小
説
］
の
［
一
人
称
叙
事
］
を
、
第
七
節
で
は

同
じ
く
［
三
人
称
限
制
叙
事
］
と
［
純
客
観
叙
事
］
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
［
中
国
小
説
叙
事
角
度
的
転
変
］
と
題
さ
れ
た
第
三
章

の
中
心
を
占
め
る
の
は
、
語
り
手
の
「
人
称
」
な
の
で
あ
る
。

　
黒
氏
の
視
点
の
と
ら
え
方
は
、
例
え
ば
小
西
甚
一
氏
が
一
人
称
と

三
入
称
を
分
け
た
う
え
で
、
さ
ら
に
「
全
知
視
点
」
　
「
限
定
視
点
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

「
客
観
視
点
」
に
分
類
し
た
の
と
類
似
し
て
お
り
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
以

前
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
語
り
手
の
「
人
称
」
と
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
」
を
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
功
績
は
、
こ
の
二

つ
を
異
な
る
範
躊
に
区
別
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
概
念
の
混
乱
を
端
的
に
示
す
の
が
、
五
四
時
期
に
導
入

さ
れ
た
［
小
説
視
角
理
論
］
に
は
、
「
人
称
」
を
扱
う
も
の
と
「
視

点
」
を
扱
う
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
後
者
の
方
が
明
ら
か
に
科

学
的
で
重
要
だ
と
論
ず
る
部
分
で
あ
る
（
八
八
頁
）
。
語
り
手
は
誰

か
と
い
う
「
入
称
」
の
問
題
と
、
誰
が
見
て
い
る
の
か
と
い
う
「
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
の
問
題
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
い
う
よ
う
に
異
な
る

二
つ
の
範
疇
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
重
要
か
を
論
じ
る
に
は
あ
た
ら

な
い
。

　
こ
の
二
つ
の
範
疇
を
理
解
す
る
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
だ
け
で
な
く

陳
氏
も
言
及
す
る
（
七
二
頁
）
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
を
考
え

て
み
る
の
が
便
利
か
も
し
れ
な
い
。
ワ
ト
ソ
ン
が
ホ
ー
ム
ズ
の
こ
と

を
語
る
の
と
、
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
の
語
り
手
が
ポ
ワ
ロ
の
こ
と

を
語
る
の
と
は
、
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
に
関
し
て
は
「
主
人
公

の
行
動
を
外
部
か
ら
客
観
的
に
見
つ
め
る
形
で
描
い
て
い
る
」
〈
外

的
焦
点
化
〉
で
一
致
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
人
称
」
す
な
わ
ち

語
り
手
と
物
語
内
容
の
関
係
（
語
り
手
が
作
中
人
物
と
し
て
登
場
す

る
か
否
か
）
か
ら
見
る
と
、
ワ
ト
ソ
ン
が
作
中
人
物
で
あ
る
の
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

し
て
、
ポ
ワ
ロ
に
つ
い
て
語
る
語
り
手
は
物
語
の
中
に
登
場
し
な
い

仮
構
の
存
在
で
あ
っ
て
、
前
者
は
〈
等
質
物
語
世
界
〉
の
、
後
者
は

〈
異
質
物
語
世
界
〉
の
語
り
手
と
区
別
さ
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

語
り
手
が
作
中
に
登
場
す
る
と
き
に
は
、
語
り
手
は
自
分
自
身
を
一

入
称
で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（
ワ
ト
ソ
ン
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
語

り
手
が
作
中
に
登
場
し
な
い
場
合
に
は
、
語
り
手
は
い
か
な
る
作
中

人
物
を
も
一
人
称
で
呼
ぶ
機
会
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
ポ
ワ

ロ
の
語
り
手
）
。
こ
の
よ
う
に
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
と
「
入
称
し

は
互
い
に
干
渉
す
る
こ
と
の
な
い
異
な
る
範
疇
に
属
す
と
い
う
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
の
考
え
方
は
、
き
わ
め
て
明
晰
で
あ
る
。

　
陳
氏
が
繰
り
返
し
説
く
、
見
聞
を
語
る
報
告
者
と
し
て
の
［
新
小

説
］
の
一
入
称
の
語
り
手
に
対
し
て
、
［
五
四
小
説
］
の
そ
れ
は
語
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り
手
自
身
が
物
語
の
主
入
植
と
な
る
と
い
う
指
摘
（
七
七
、
九
二
頁
）

も
、
同
様
に
語
り
手
と
物
語
内
容
と
の
関
係
か
ら
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
［
新
小
説
］
の
語
り
手
は
〈
異
質
物
語
世
界
〉

の
語
り
手
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
［
五
四
小
説
］
で
は
〈
等
質
物
語

世
界
〉
の
語
り
手
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
の
テ
…
マ
で
あ
る
［
叙
事
角
度
］
と
は
、
「
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
」
だ
け
で
な
く
「
人
称
」
を
も
含
む
よ
り
広
い
概
念
を
考
え

て
い
て
、
［
視
角
］
や
［
視
紅
］
と
い
う
用
語
で
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
受
け
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
用
語
の
定
義
は
行
わ
れ
て
い
な
い

し
、
読
者
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
整
理
し
て
論
じ
ら
れ
て
も
い
な
い
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
と
「
人
称
」
の
概
念
を
は
っ

き
り
区
別
し
た
う
え
で
、
両
者
を
掛
け
合
わ
せ
て
〈
物
語
状
況
〉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

類
型
を
表
に
ま
と
め
て
い
る
。
陳
氏
の
い
う
［
叙
事
角
度
］
も
そ
こ

ま
で
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
前
提
と
し
て

「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
と
語
り
手
の
「
人
称
」
の
問
題
と
を
き
ち

ん
と
整
理
し
て
論
じ
て
ほ
し
か
っ
た
。
本
書
は
中
国
小
説
研
究
に
お

け
る
物
語
論
の
最
大
の
成
果
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
う
し
た
概
念
や
用

語
の
混
乱
が
今
後
に
引
き
継
が
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
細
部
に
未
整
理
な
部
分
を
含
む
と
は
い
え
、
第
三
章
の
論
述
は
、

［
伝
統
小
説
］
の
全
知
の
語
り
手
か
ら
、
［
新
小
説
］
の
日
記
・
書

簡
体
、
［
五
四
小
説
］
の
告
白
体
へ
と
い
う
形
式
の
変
化
を
、
本
事

の
真
実
か
ら
表
現
の
真
実
へ
と
い
う
真
実
性
追
求
の
質
的
変
化
と
し

て
論
じ
て
（
一
〇
一
頁
）
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
過
程
で
当
時

の
多
く
の
評
論
が
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
近
代
文
学
の

成
立
と
文
学
の
真
実
性
の
問
題
は
、
西
洋
や
日
本
の
場
合
と
同
様
に
、

近
代
中
国
も
直
面
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
鮮
や
か
に
示
さ

れ
、
本
書
に
お
け
る
圧
巻
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二
　
霧
語
論
の
意
義
と
可
能
盤

　
本
章
で
は
、
中
国
文
学
研
究
に
お
け
る
物
語
論
の
意
義
と
可
能
性

を
、
陳
平
原
氏
の
著
作
を
中
心
に
、
と
き
に
は
氏
の
論
述
の
範
囲
を

超
え
て
、
三
点
に
分
け
て
考
え
て
み
る
。

　
そ
も
そ
も
物
語
論
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
後
の
記
号
論
の
帰
結
と
し

て
、
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
）
物
語
言
説
と
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
と

し
て
の
）
物
語
内
容
と
を
区
別
し
た
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
同
時
に
、

こ
と
ば
は
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
現
実
や
作
者
の
意
図
を
再
現
・
表

現
・
反
映
基
層
Φ
ω
①
簿
餌
櫛
δ
ゆ
す
る
も
の
だ
と
い
う
言
語
観
・
小
説

観
を
否
定
す
る
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
物
語
論
を
選
択
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
観
の
転
換
を
引
き
受
け
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
陳
平
原
票
は
「
新
し
い
叙
事
模
式
が
よ
り
正
確
に
よ
り
生
き
生
き

と
現
代
人
の
生
活
と
感
情
を
表
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
」
（
二
五
二
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頁
）
を
、
［
叙
事
模
式
］
転
換
の
評
価
の
基
準
と
し
て
い
る
。
ま
た

同
書
の
随
所
で
、
「
個
性
を
発
揮
し
、
自
己
を
表
現
す
る
し
と
い
う

五
四
の
精
神
を
［
叙
事
模
式
］
転
換
の
要
因
と
し
て
結
び
付
け
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
小
説
の
形
式
を
作
者
の
精
神
に
還
元
す
る
論
法
は
、

物
語
論
が
前
提
と
す
る
言
語
観
と
相
容
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
西
洋

小
説
の
衝
撃
と
そ
れ
に
伴
っ
て
お
こ
っ
た
伝
統
文
学
の
組
替
え
が
、

中
国
の
近
代
小
説
の
成
立
を
可
能
に
し
た
と
い
う
、
文
学
の
形
式
面

に
着
目
し
た
同
書
の
基
本
的
主
張
と
も
馬
競
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
陳
氏
が
小
説
は
単
に
社
会
現
実
の
反
映
で
あ
る
と
い
う

見
方
か
ら
離
脱
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
伝
統
の
［
史
伝
〕
の
影
響

が
五
四
以
後
も
リ
ア
リ
ズ
ム
論
と
し
て
病
的
な
ま
で
に
中
国
を
支
配

し
て
い
る
と
い
う
記
述
（
二
三
四
頁
）
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
だ

が
陳
氏
は
別
の
論
文
に
お
い
て
、
「
小
説
は
鏡
の
よ
う
に
真
に
客
観

的
に
社
会
生
活
を
反
映
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
作
家
の
魂
で

の
反
射
を
経
て
変
形
を
被
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

と
問
い
、
後
者
を
採
る
。
つ
ま
り
、
小
説
を
現
実
の
直
接
の
反
映
と

み
る
説
は
否
定
す
る
も
の
の
、
作
者
の
目
を
通
し
た
現
実
の
反
映
、

あ
る
い
は
作
者
の
意
図
や
感
覚
の
表
現
だ
と
い
う
言
語
観
・
小
説
観

は
温
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
言
語
を
何
ら

か
の
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
も
の
の
再
現
だ
と
見
な
す
点
に
お
い

て
、
基
本
的
に
は
共
通
の
認
識
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
資
マ
ン
主
義
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
に
い
た
る
流
れ
が
入
問
中
心
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
根
底
に
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
記
号
論
の
考

え
方
は
現
象
を
人
聞
の
精
神
や
思
想
と
い
っ
た
も
の
に
還
元
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
特
徴
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
記
号
論
の
帰

結
と
し
て
生
ま
れ
た
物
語
論
を
採
る
こ
と
は
、
言
語
観
・
文
学
観
の

決
定
的
な
転
換
に
ま
で
至
ら
ざ
る
を
え
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
容
易
に

従
来
の
現
実
反
映
論
や
作
家
論
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
第

一
に
指
摘
し
て
お
く
。

　
第
二
に
、
陳
平
黒
氏
の
そ
の
後
の
研
究
を
見
て
み
る
と
、
文
学
史

の
書
換
え
と
い
う
方
向
へ
大
き
く
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
こ
と
は
、
同
書
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
二
十
世
紀
申
国
文

　
　
　
ハ
　

学
三
人
談
」
の
中
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
本
稿
で
も
す
で
に

引
用
し
た
よ
う
に
、
理
論
そ
の
も
の
の
追
究
よ
り
も
、
文
学
史
的
な

関
心
に
重
点
が
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
従
来
、
ア
ヘ
ン
戦
争
・
五
四
運
動
・
入
民
共
和
国
成
立
と
い
う
政

治
的
エ
ポ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
近
代
・
現
代
・
当
代
と
い
う
文
学
史
の

区
分
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
、
西
洋
文
学
の
影
響

と
中
国
伝
統
文
学
の
組
替
え
が
顕
著
に
な
る
一
八
九
八
年
以
後
を

［
二
十
世
紀
中
国
文
学
］
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
、
「
三
学
風
し

で
は
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
年
に
梁
啓
超
の
「
国
印
政
治
小
説
序
」

が
『
清
議
報
』
に
発
表
さ
れ
、
翌
年
に
は
林
聖
旨
の
『
巴
黎
茶
花
女

遺
事
』
が
出
て
い
る
）
。
そ
し
て
［
二
十
世
紀
中
国
文
学
］
全
体
を

伝
統
文
学
か
ら
現
代
文
学
へ
の
転
換
の
時
期
と
と
ら
え
、
し
か
も
現
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在
を
も
そ
の
過
程
の
完
成
し
て
い
な
い
過
渡
期
だ
と
見
な
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
現
状
認
識
は
、
『
中
国
小
説
叙
事
模
式
的
転
変
』
で

も
暗
示
さ
れ
て
お
り
（
二
五
四
頁
）
、
ま
た
「
二
十
世
紀
中
国
文
学

三
入
談
」
に
お
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
る
。
陳
平
原
著
『
二
十
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

中
国
小
説
黙
々
一
巻
蕊
り
刈
～
お
一
皇
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
文

学
史
書
換
え
の
試
み
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

　
こ
う
し
た
陳
氏
の
方
向
は
、
ヤ
ウ
ス
『
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
』

を
想
起
さ
せ
る
。
ヤ
ウ
ス
は
文
学
の
社
会
的
機
能
を
重
視
す
る
マ
ル

ク
ス
主
義
と
、
美
的
機
能
を
重
視
す
る
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
橋
渡
し

を
企
図
し
て
、
読
者
の
〈
期
待
の
地
平
〉
概
念
を
導
入
し
て
受
容
美

学
の
観
点
か
ら
の
文
学
史
を
構
想
し
た
。
本
書
で
も
第
五
章
［
伝
統

的
創
造
性
転
化
］
で
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
シ
ク
ロ
フ
ス

キ
ー
の
理
論
が
活
か
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
歴
史
社
会
性
に
偏
っ
た

文
学
史
か
ら
文
学
の
形
式
面
を
視
野
に
入
れ
た
新
し
い
議
論
と
な
っ

て
い
る
。

　
教
科
書
的
文
学
史
で
は
な
く
専
門
的
文
学
史
が
必
要
だ
と
陳
氏
が

　
　
　
　
ハ
れ
　

言
う
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
は
自
国
の
文
学
史
書
換
え
は
確
か
に

切
実
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
近
代
小
説
が
伝
統
小
説
の
通
俗

性
を
捨
て
て
、
書
面
化
・
文
七
化
の
方
向
に
進
ん
だ
と
い
う
認
識
（
二

九
七
～
二
九
九
頁
）
は
、
文
語
文
を
廃
し
白
話
文
に
よ
っ
て
反
封
建

の
新
文
学
樹
立
を
目
指
し
た
と
い
う
従
来
の
文
学
革
命
や
［
五
四
小

説
］
の
評
価
を
根
底
か
ら
覆
し
か
ね
な
い
指
摘
だ
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
歴
史
社
会
主
義
的
観
点
か
ら
一
元
的
に
文
学
を
と
ら
え
る
立

場
と
決
別
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
文
学
史
の
書
換
え
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
『
中
国
小
説
叙
事
模
式

的
転
変
』
が
示
し
た
従
来
の
文
学
研
究
へ
の
懐
疑
の
も
つ
射
程
は
、

き
わ
め
て
広
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
書
で
活
か
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
物
語
論
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
・
メ
デ
ィ
ア
論
の
ほ
か
に
も
、
読

者
論
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
文
学
研
究
の

領
域
で
近
年
積
極
的
に
試
み
ら
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
。
同
書
の
最

大
の
意
義
の
一
つ
は
、
申
国
文
学
を
従
来
の
束
縛
か
ら
解
き
放
ち
、

多
元
決
定
の
所
産
と
し
て
あ
る
文
学
テ
ク
ス
ト
を
様
々
な
角
度
か
ら

見
直
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る

ま
い
。

　
第
三
に
比
較
文
学
研
究
の
可
能
性
を
挙
げ
て
お
く
。
同
書
で
は
中

国
の
文
学
史
と
い
う
限
定
の
た
め
に
比
較
文
学
の
視
点
は
欠
如
し
て

い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
書
は
今
後
の
比
較
研
究
に
と
っ
て
貴
重

な
基
礎
と
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
日
本
の
近
代
小
説
成
立
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
や
は
り
物
語
論
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
小
森
陽
一
氏
の
研
究
な
ど

と
併
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
書
の
取
り
扱
う
問
題
が
中
国
文
学

史
の
範
囲
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
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三
　
お
わ
ゆ
に

　
物
語
論
の
導
入
が
欧
米
に
二
十
年
遅
れ
た
と
は
い
え
、
陳
平
原
氏

の
著
作
は
中
国
小
説
研
究
を
一
挙
に
新
し
い
段
階
に
引
き
上
げ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
、
同
書
以
外
に
目
立
っ
た
物
語
論
の
成

果
が
あ
が
っ
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
西
洋
の
文
学
理
論
書
が
日
本
語
訳
で
容
易
に
入
手
で
き

る
と
い
う
条
件
を
利
用
し
て
、
一
方
的
な
論
評
に
傾
い
た
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
陳
氏
の
著
作
が
困
難
な
状
況
で
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
外
の
読
者
に
も
計
り
知
れ
な
い
啓
発

と
鼓
舞
を
与
え
続
け
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
価
値
を
十
二
分
に
証
明

し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
心
配
す
べ
き
は
、
陳

書
の
試
み
が
孤
立
し
、
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
物
語
論
は
、
物
語
行
為
と
い
う
概
念
を
加
え
る
こ

と
に
よ
り
、
物
語
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
を
伝
達
過
程
の
中
で
定
式
化
す

る
と
こ
ろ
に
一
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
物
語
を
含
む
文
学

研
究
の
対
象
に
は
、
定
式
化
に
よ
っ
て
は
十
分
説
明
さ
れ
な
い
よ
う

な
創
造
的
な
意
味
作
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
文
学

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
意
味
生
成
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
今
後
も
困
難
な
道
の
り
が
予
想
さ
れ
、
物
語
論
は
そ
う
し
た
記

号
論
的
実
践
の
ほ
ん
の
一
階
梯
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う

な
物
語
論
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
中
国
文
学
研
究
が
次
の
段

階
に
進
む
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
中
国
文
学
だ
け
が
そ
う
し

た
動
向
と
無
縁
で
あ
る
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

1義i蓋（
2
）

（
3
）

○
バ
ル
ト
、
花
輪
光
訳
「
物
語
の
構
造
分
析
序
説
」
（
『
物
語
の
構
造

　
分
析
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
、
初
出
は
一
九
六
六
）

○
ト
ド
ロ
フ
、
菅
野
昭
正
・
保
苅
瑞
穂
訳
『
小
説
の
記
号
学
文

　
学
と
意
味
作
用
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
四
、
原
著
は
一
九
六

　
七
）

0
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
、
前
田
彰
一
訳
『
物
語
の
構
造
－
〈
語
り
〉

　
の
理
論
と
テ
ク
ス
ト
分
析
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
、
原
著
は

　
一
九
七
九
）

○
ブ
ー
ス
、
米
本
弘
一
・
服
部
典
之
・
渡
辺
克
昭
訳
『
フ
ィ
ク
シ
ョ

　
ン
の
修
辞
学
』
（
書
冷
風
の
薔
薇
、
一
九
九
一
、
原
著
は
一
九
六
こ

○
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
花
輪
光
・
和
泉
涼
一
訳
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

　
f
方
法
論
の
試
み
』
書
蝉
風
の
薔
薇
、
の
ち
水
声
社
、
　
一
九
八

　
五
）
　
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
は
自
書
に
対
す
る
批
判
に
答
え
た
次
の
も

　
の
も
あ
る
。
和
泉
涼
一
・
神
郡
悦
子
訳
『
物
語
の
詩
学
　
　
続
・

　
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
（
書
書
風
の
薔
薇
、
一
九
八
五
、
原
著

　
は
一
九
八
三
）

　
例
え
ば
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
に
対

し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
非
対
称
性
を
重
視
す
る
も
の
。

0
柄
谷
行
人
『
探
求
1
』
（
講
談
社
、
一
九
八
六
）

0
立
川
健
二
『
誘
惑
論
一
言
語
と
（
し
て
の
）
主
体
』
（
新
曜
社
、

　
一
九
九
〇
）

『
中
国
語
学
』
二
二
四
、
一
九
七
七
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@
（
4
）

ユ

（
5
）

（
6
）

（（87（
9
）

nlO
　　）

　
上
海
入
民
出
版
社
、
一
九
八
八
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
は
頁
数

を
記
し
、
原
語
の
引
用
は
［
］
で
示
す
。

　
罠
本
で
の
反
響
に
限
れ
ば
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

○
鈴
木
陽
一
「
書
評
日
干
平
原
《
中
国
小
説
叙
事
模
式
的
転
変
》
を

　
評
す
」
（
『
中
国
古
典
小
説
研
究
動
態
』
二
、
一
九
八
八
）

○
清
水
賢
～
郎
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
迫
る
文
学
史
i
一
陳
平
原
著

　
　
『
中
国
小
説
叙
事
模
式
的
転
変
』
」
（
『
東
方
』
　
一
〇
九
、
一
九

　
九
〇
・
四
）

○
大
木
康
「
中
国
小
説
史
の
一
構
想
i
陳
平
二
十
の
『
中
国
小
説

　
叙
事
模
式
的
転
変
』
に
寄
せ
て
」
（
『
竹
田
晃
先
生
退
官
記
念
東

　
ア
ジ
ア
文
化
論
叢
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
こ

　
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
和
泉
涼
一
・
神
郡
悦
子
訳
『
物
語
の
詩
学
』
訳
注

一
九
三
～
一
九
七
頁
参
照
。

　
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
陸
二
二
～
二
三
頁

　
栗
浩
・
顧
霜
林
訳
「
叙
事
語
式
」
（
『
外
国
文
学
報
道
』
　
九
八
五

年
五
期
、
内
部
発
行
）
で
は
、
［
故
事
／
叙
事
／
叙
述
］
と
い
う
訳

語
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
簡
明
な
解
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
富
δ
ω
冨
く
勺
墨
零
搾
ピ
鶯
麟
ω
⇔
笹
ω
。
函
惹
陣
Ω
鳳
¢
、
∴
》
コ
ρ

o
ξ
ω
○
「
o
h
羅
○
箒
ヨ
O
ヨ
濤
ω
o
コ
9
顕
叶
霞
P
勲
額
検
§
ミ
㍉
o
ま
8

蕊
巳
ミ
》
圏
ミ
爵
の
ミ
ミ
霧
N
ρ
お
O
ρ
引
用
は
、
普
実
克
、
沈

子
訳
「
魯
迅
的
《
裏
日
》
i
中
国
現
代
文
学
的
先
声
」
（
楽
黛
雲

斗
『
国
外
魯
迅
研
究
論
集
（
お
①
○
～
這
c
O
目
）
』
北
京
大
学
出
版
社
、

一
九
八
こ
四
七
〇
頁
に
よ
る
。
な
お
陳
平
原
氏
は
、
八
一
、
二

二
一
、
二
四
〇
、
二
六
二
頁
な
ど
で
プ
ル
ー
シ
ェ
ク
氏
を
引
用
し

て
い
る
。

羅
祝
嚢
墨
　
一
九
八
九
・
ふ
ハ
　
（
生
活
・
読
書
・
新
知
蝕
害
書
店
）

『
文
芸
理
論
研
究
』
一
九
八
五
・
四
、
『
窯
印
報
刊
資
料
　
文
芸
理

（
1
2
）

　14
）

　13（
1
5
）

（
1
6
＞

（
1
7
）

（
1
8
）

　2！

）

　　　　
20ユ9
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論
』
一
九
八
五
・
十
一
再
録

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
…
ル
』
一
一
一
七
頁
。
栗
浩
・
顧

憶
林
訳
「
叙
事
語
式
」
二
八
頁
。

－
小
西
営
匹
一
　
「
舵
詑
の
特
一
殊
視
霞
渦
」
　
（
『
文
田
字
』
　
一
九
山
ハ
∴
ハ
・
五
）

実
は
ポ
ワ
ロ
の
語
り
手
は
一
様
で
は
な
く
、
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ

大
尉
を
語
り
手
と
す
る
作
品
な
ど
を
除
く
。
な
お
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

は
ポ
ワ
ロ
の
語
り
卜
す
べ
て
が
作
中
に
登
場
し
な
い
と
誤
解
し
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
』
一
＝
八
頁
、
訳
注
（
一
）
三
六
六
頁
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
二
一
九
頁
、
お
よ
び

『
物
語
の
詩
学
』
ご
二
頁
～
一
三
七
頁
。

陳
平
原
「
小
説
史
体
例
与
小
説
史
研
究
」
（
『
中
国
吉
典
小
説
研
究

動
態
』
四
、
一
九
九
〇
）
七
頁
。
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
反
映
論

に
つ
い
て
は
、
テ
リ
…
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
、
有
泉
学
宙
ほ
か
訳
『
マ

ル
ク
ス
主
義
と
文
芸
批
評
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
）
七
六
～

八
二
、
九
三
～
九
七
頁
を
参
照
。

な
お
、
池
上
嘉
彦
『
詩
学
と
文
化
記
号
学
－
言
語
学
か
ら
の

パ
…
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
』
　
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
　
　
九
九
二
）
「
学
術

文
庫
版
へ
の
ま
え
が
き
」
で
は
、
「
入
間
し
を
射
程
に
入
れ
た
言
語

科
学
の
確
立
が
近
い
将
来
の
課
題
だ
と
い
い
、
「
人
間
」
を
排
除
し

た
形
式
主
義
を
克
服
す
る
動
き
も
始
ま
っ
て
い
る
。

『
読
書
』
　
一
九
八
五
・
一
〇
～
一
九
八
六
・
三
に
連
載
（
生
活
・
読

書
・
新
知
三
鷹
書
店
）
。
の
ち
単
行
出
版
さ
れ
た
（
人
民
文
学
出
版

社
、
一
九
八
八
、
未
見
）
。

北
京
大
学
鐵
版
社
、
一
九
八
九

轡
田
収
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六

　
『
二
十
琶
紀
中
国
小
説
史
第
一
巻
一
。
。
竃
～
お
蕊
』
巻
華
語
、
三
〇



（
2
2
）

（
2
3
）

○
頁日

本
で
の
主
な
研
究
に
は
、
平
田
昌
司
「
紙
と
印
刷
か
ら
み
た
漢

語
史
断
代
」
（
『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
三
九
、
一
九
八
八
）
、
清
水

茂
『
申
国
目
録
学
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
）
が
あ
る
。

『
構
造
と
し
て
の
語
り
』
（
新
曜
社
、
一
九
八
八
）
　
『
文
体
と
し
て

の
語
り
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
）

（
補
注
）

異
化
の
理
論
を
文
学
史
に
応
用
す
る
も
の
。
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
…

「
『
王
題
』
を
は
な
れ
た
文
学
」
（
水
野
忠
夫
訳
『
散
文
の
理
論
』

せ
り
か
書
房
、
一
九
七
一
）
の
ほ
か
、
ト
ゥ
イ
ニ
ャ
！
ノ
ブ
「
文

学
的
事
象
」
「
文
学
の
進
化
」
（
水
野
忠
夫
編
『
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル

マ
リ
ズ
ム
文
学
論
集
2
』
せ
り
か
書
房
、
一
九
八
二
）
参
照
。
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