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「
こ
と
ば
」
に
つ
い
て

伊

藤

嘉

啓

（轍

j
　
こ
と
ば
と
日
常

　
こ
と
ば
と
い
ふ
も
の
は
、
大
へ
ん
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
た
ち

は
、
日
常
何
ら
特
別
の
意
識
な
し
に
、
こ
と
ば
を
使
っ
て
を
り
ま
す
。
「
大
言
海
」

と
い
ふ
有
名
な
国
語
辞
書
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
、
も
と
く
、
『
言
海
」
1
こ

と
ば
の
う
み
、
と
い
ふ
辞
書
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
こ
と
ば
の
う
み
」

と
は
、
実
に
巧
み
な
表
現
で
す
が
、
私
た
ち
は
、
文
字
ど
ほ
り
、
こ
と
ば
の
海
の

中
で
生
活
し
て
居
り
ま
す
。

　
こ
の
や
う
に
、
こ
と
ば
と
い
ふ
も
の
は
、
大
へ
ん
日
常
的
な
、
あ
り
ふ
れ
た
も

の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
例
へ
て
見
れ
ば
、
丁
度
、
空
気
の
や
う
な
も
の
で
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
は
、
絶
え
ず
、
呼
吸
し
て
ゐ
ま
す
が
、
呼
吸
す
る
た
び
ご
と
に
、
空

気
を
意
識
し
た
り
は
、
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
全
く
意
識
し
な
い
の
が
、
普
通
で

あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
た
び
、
酸
欠
状
態
に
な
り
ま
す
と
、
急
に
、
し
か
も

強
烈
に
空
気
を
意
識
す
る
や
う
に
な
り
ま
す
。

（
二
）
　
外
　
国
　
語

　
こ
と
ば
に
砂
い
て
、
空
気
の
酸
欠
状
態
の
や
う
な
も
の
は
、
何
で
せ
う
か
。
私

た
ち
誰
も
が
、
し
ば
く
経
験
す
る
、
こ
と
ば
を
強
く
意
識
す
る
時
と
い
ふ
の
は
、

外
国
語
に
接
し
た
時
だ
と
思
ひ
ま
す
。
い
つ
も
、
何
気
な
く
使
っ
て
み
る
こ
と
ば

が
、
外
国
語
を
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
、
話
し
た
り
す
る
時
に
な
る
と
、
「
何
気
な

く
」
使
ふ
こ
と
は
、
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
禄
、
外
国
語
だ
け
が
、
何
気
な

く
使
へ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
外
国
語
を
意
識
す
る
と
、
母
国
語
さ
へ
も
、
何
気

な
く
は
、
使
へ
な
く
な
り
ま
す
。

　
例
へ
ば
、
「
象
は
鼻
が
長
い
」
と
い
ふ
日
本
語
を
、
英
語
に
す
る
場
合
、
「
象
は
」

が
主
語
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
鼻
が
」
が
主
語
な
の
か
、
分
ら
な
く
な
っ
て
了
ひ

ま
す
。
母
国
語
だ
け
に
ひ
た
っ
て
み
る
と
、
こ
の
程
度
の
文
章
は
、
あ
ま
り
に
も

自
明
的
で
あ
り
ま
し
て
、
一
々
、
ど
れ
が
主
語
、
ど
れ
が
述
語
な
ど
と
は
考
へ
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
、
一
た
び
、
英
語
と
い
ふ
外
国
語
の
媒
介
物
を
入
れ
ま
す
と
、
急

に
、
気
に
な
り
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
英
語
で
は
、
象
の
ハ
ナ
は
、
人
間
の
ハ
ナ

と
は
、
別
の
単
語
で
区
別
す
る
の
で
す
。
こ
れ
な
ど
も
、
ど
う
し
て
さ
う
な
る
の

か
、
気
に
な
る
所
で
す
。

　
し
か
し
、
外
国
語
に
接
し
た
場
合
、
二
つ
の
言
語
の
違
ひ
を
知
ら
さ
れ
る
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
思
ひ
が
け
な
い
】
致
に
、
驚
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
仮
定
法
で
は
、
過
去
形
は
現
在
を
、
過
去
完
了
形
は
過
去
を
あ
ら
は
す
、

つ
ま
り
、
テ
ン
ス
が
一
つ
ず
れ
る
と
英
文
法
で
は
説
明
し
ま
す
が
、
日
本
語
で
も
、

「
ぼ
く
が
金
持
ち
だ
っ
た
ら
、
世
界
一
周
旅
行
を
す
る
の
に
」
と
表
現
し
ま
す
。

こ
の
「
だ
っ
た
ら
」
は
、
過
去
の
意
味
で
は
な
く
、
現
在
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
ま
す
。

　
外
国
語
を
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
、
話
し
た
り
す
る
の
は
、
実
に
不
自
由
な
、
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時
に
は
、
も
ど
か
し
く
イ
う
く
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と

が
、
こ
と
ば
と
い
ふ
も
の
を
、
そ
し
て
こ
と
ば
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
み
る
文
化

と
い
ふ
も
の
を
、
更
に
、
一
歩
を
す
～
め
れ
ば
、
存
在
そ
の
も
の
を
、
考
へ
る
一

つ
の
大
き
な
動
機
と
な
る
の
で
す
。

　
ゲ
ー
テ
は
、
「
外
国
語
を
知
ら
な
い
者
は
、
自
国
語
に
つ
い
て
も
何
も
知
ら
な
い
」

と
云
っ
て
ゐ
ま
す
。
最
近
、
外
国
語
の
教
育
に
つ
い
て
、
外
国
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
面
だ
け
が
取
上
げ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
外
国
語
を
学
ぶ

こ
と
は
、
私
た
ち
に
、
こ
と
ば
や
文
化
に
つ
い
て
考
へ
さ
せ
る
働
き
も
し
て
居
り

ま
す
。

（
三
）
　
こ
と
ば
は
豊
か
か
、
貧
し
い
か

　
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
く
の
人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
言
を
し
て
ゐ
ま
す
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
詩
人
で
、
劇
作
家
で
も
あ
っ
た
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
（
一

八
七
四
・
1
一
九
二
九
）
は
、
「
手
紙
」
1
日
本
で
は
、
普
通
、
「
チ
ャ
ン
ド
ス
卿

の
手
紙
」
と
云
っ
て
み
る
エ
ッ
セ
イ
で
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
、

　
　
「
言
葉
は
ぼ
く
を
見
捨
て
る
の
で
す
。
…
…
愚
に
も
っ
か
な
い
例
で
恐
縮
で

　
　
す
が
、
幾
つ
か
あ
げ
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
如
露
で
す
、
畠
に
置

　
　
き
ざ
り
に
さ
れ
た
馬
鍬
で
す
、
日
だ
ま
り
に
寝
そ
べ
る
犬
で
す
。
…
…
」

と
云
ひ
、
つ
ゴ
け
て
、

　
　
「
こ
う
し
た
も
の
す
べ
て
が
、
ぼ
く
に
与
え
ら
れ
る
啓
示
を
宿
す
器
と
な
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
一
々
が
、
ま
た
そ
の
他
お
び
た
だ
し
い

　
　
数
に
の
ぼ
る
似
た
よ
う
な
も
の
が
、
ふ
だ
ん
な
ら
、
気
に
か
け
る
ま
で
も
な

　
　
い
と
あ
っ
さ
り
高
を
く
く
っ
て
見
す
ご
す
の
に
、
思
い
も
か
け
ず
、
無
理
強

　
　
い
に
呼
び
寄
せ
る
こ
と
な
ぞ
と
て
も
か
な
わ
ぬ
あ
る
瞬
間
に
、
崇
高
な
感
動

　
　
的
な
特
徴
を
帯
び
て
ぼ
く
の
前
に
現
わ
れ
、
そ
の
特
徴
を
記
述
す
る
の
に
、

　
」
言
葉
と
い
う
言
葉
は
す
べ
て
貧
し
す
ぎ
る
と
ぼ
く
に
は
見
え
る
ほ
ど
で
す
」

　
　
（
川
村
二
郎
訳
）

と
、
云
っ
て
ゐ
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
普
通
、
こ
》
ま
で
は
思
は
な
い
の
で
す
が
、
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー

ル
は
、
私
た
ち
が
常
日
頃
、
漠
然
と
、
こ
と
ば
に
対
し
て
も
っ
て
み
る
イ
メ
ー
ジ

を
、
拡
大
し
て
み
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
私
た
ち
も
、
こ
と
ば
の
不
十
分
さ
は
、
何
か
と
、
思
は
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

例
へ
ば
、
「
筆
舌
に
つ
く
し
難
し
」
と
い
ふ
や
う
な
成
句
も
あ
り
ま
す
し
、
「
こ
と

ば
で
は
、
云
ひ
あ
ら
は
せ
な
い
ほ
ど
美
し
い
」
な
ど
と
も
云
ひ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
は
全
く
逆
に
、
こ
と
ば
は
豊
か
過
ぎ
る
、
こ
と
ば
で
あ
ら

は
す
と
、
物
事
が
誇
大
に
な
っ
て
了
ふ
、
と
云
は
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（
一
八
七
五
－
一
九
五
五
）
の
極
く
初
期
の
作
品
に
、
「
幻
滅
」

と
題
す
る
短
編
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
ナ
レ
ー
タ
ー
の
「
私
」
は
、
ヴ
ェ
ニ

ス
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
で
、
あ
る
男
と
知
合
ひ
と
な
り
、
そ
の
人
か
ら
幻
滅
し

た
経
験
を
聞
か
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
み
る
の
は
、
さ
》
い
な
、
個
々
の

失
敗
や
期
待
は
つ
れ
で
は
な
く
、
大
き
な
、
普
遍
的
な
意
味
で
の
幻
滅
で
す
。
そ

の
人
は
、
あ
る
小
さ
な
町
の
牧
師
館
で
育
ち
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
説
教
の
美
辞

麗
句
1
つ
ま
り
、
善
悪
美
醜
に
対
す
る
大
袈
裟
な
こ
と
ば
が
作
り
出
す
一
種
独

特
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
は
、
か
う
し
た
こ
と
ば
を
憎
み
ま
し
た
。

何
故
な
ら
、
こ
の
人
の
悩
み
は
、
ひ
と
へ
に
、
こ
の
こ
と
ば
の
せ
る
だ
っ
た
か
ら

で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
人
に
と
っ
て
、
人
生
は
、
全
く
の
と
こ
ろ
い
ろ
く
の
大
袈
裟
な
こ
と
ば

か
ら
成
り
立
っ
て
る
ま
し
た
。
そ
の
人
は
、
人
間
か
ら
は
、
神
様
の
や
う
な
善
良

と
、
身
の
毛
も
よ
だ
つ
邪
悪
と
を
期
待
し
、
人
生
か
ら
は
、
す
ば
ら
し
い
美
し
さ
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と
恐
ろ
し
さ
を
期
待
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
期
待
は
、
す
っ
か
り
裏
切
ら

れ
、
幻
滅
す
る
の
で
す
。

　
あ
る
晩
、
そ
の
人
の
家
が
火
事
に
な
り
ま
し
た
。
家
全
体
が
火
に
つ
》
ま
れ
、

そ
の
人
は
転
げ
る
や
う
に
、
外
に
飛
び
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
思
ひ
ま
し
た
、

こ
れ
が
火
事
だ
な
。
で
も
、
火
事
と
は
、
も
っ
と
恐
ろ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
か
。
た
ゴ
、
こ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
か
、
と
。
ま
た
、
人
々
が
ほ
め
そ
や
し
て
み

る
や
う
な
美
術
品
の
前
に
立
っ
て
も
、
こ
れ
は
美
し
い
。
で
も
、
も
っ
と
美
し
い

筈
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
た
ゴ
こ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
か
、
と
思
っ
て
了
ふ
の
で
す
。

そ
し
て
、
云
ひ
ま
す
。
「
こ
と
ば
は
貧
し
い
。
悲
し
い
か
な
、
こ
と
ば
は
貧
し
い
、

と
詩
人
た
ち
は
、
私
に
歌
ひ
ま
し
た
。
ど
う
し
て
、
ど
う
し
て
、
大
違
ひ
で
す
。

こ
と
ば
は
豊
か
だ
、
と
思
ひ
ま
す
よ
。
貧
弱
で
、
狭
く
る
し
い
人
生
と
く
ら
べ
れ

ば
、
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
豊
か
で
す
」

　
私
た
ち
に
も
、
こ
れ
と
似
た
や
う
な
経
験
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
台
風
の

被
害
甚
大
と
い
ふ
の
で
、
そ
の
近
く
に
住
ん
で
み
る
知
人
に
見
舞
状
を
出
し
て
尋

ね
て
み
る
と
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
り
、
極
め
つ
き
の
美
人
と

い
ふ
触
れ
込
み
で
、
会
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
玄

宗
皇
帝
の
楊
貴
妃
も
、
白
楽
天
の
『
長
恨
歌
』
の
中
の

　
　
　
廻
眸
一
笑
百
再
生
　
　
六
宮
粉
黛
無
顔
色

　
　
　
春
寒
含
蓄
華
清
池
　
　
温
泉
水
管
洗
凝
脂

　
　
　
侍
児
扶
潜
門
無
力
　
　
始
是
新
著
恩
沢
時

と
云
ふ
こ
と
ば
か
ら
、
私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
が
、
た
ぶ
ん
実
物
を
こ
え
て

み
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。

　
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
も
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
も
、
私
た
ち
が
日
常
、
自
覚
す
る

こ
と
は
、
あ
ま
り
な
い
が
、
し
か
し
、
云
は
れ
て
み
れ
ば
、
さ
う
だ
、
と
い
ふ
こ

と
を
、
拡
大
し
て
見
せ
て
く
れ
て
ゐ
ま
す
。
二
人
と
も
、
ほ
ゴ
同
じ
年
代
で
、
今

世
紀
の
ド
イ
ツ
文
学
を
代
表
す
る
作
家
で
す
が
、
そ
れ
が
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
、

極
端
に
違
っ
た
感
想
を
述
べ
て
み
る
の
は
、
大
へ
ん
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

（
四
）
　
乏
し
い
時
代
と
し
て
の
現
代

　
私
た
ち
は
、
普
段
、
こ
と
ば
に
対
し
て
、
ど
の
や
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
み

る
で
せ
う
か
。
数
年
ま
へ
に
、
「
口
先
き
人
間
」
と
い
ふ
こ
と
ば
が
、
は
や
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
こ
と
ば
だ
け
で
実
行
の
伴
は
ぬ
人
と
い
ふ
意
味
で

し
た
。
こ
の
場
合
、
こ
と
ば
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
ま
た
、
国
際
結
婚
な
ど

で
、
こ
と
ば
は
通
じ
な
く
て
も
、
愛
は
通
じ
る
、
と
云
は
れ
た
り
し
ま
し
て
、
こ
〉

で
も
ま
た
、
こ
と
ば
よ
り
も
大
事
な
も
の
が
確
か
に
あ
り
、
こ
と
ば
は
、
手
段
、

又
は
、
方
便
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
暗
黙
の
前
提
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
こ
と
ば
と
は
、
あ
る
事
柄
を
伝
へ
る
た
め
の
一
種
の
道
具
の
や
う
な

も
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
見
方
で
す
。
そ
こ
で
は
、
当
然
、
大
事
な
の
は
、
こ
と
ば

で
は
な
く
て
、
事
柄
で
す
。

　
こ
の
や
う
な
、
こ
と
ば
軽
視
の
傾
向
は
、
最
近
、
特
に
強
く
な
っ
て
み
る
と
も

云
へ
ま
す
。
そ
れ
に
は
科
学
技
術
の
発
達
が
、
無
関
係
で
は
な
い
、
と
思
は
れ
ま

す
。
科
学
技
術
は
、
反
こ
と
ば
主
義
（
積
極
的
に
こ
と
ば
を
、
否
定
す
る
態
度
）

と
ま
で
は
行
か
な
い
ま
で
も
、
非
こ
と
ば
主
義
（
こ
と
ば
に
重
き
を
置
か
な
い
態

度
）
の
一
面
を
持
っ
て
る
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
実
験
と
か
、
観
察
と
か
ゴ
、
有
無

を
云
は
さ
ぬ
力
で
、
こ
と
ば
を
押
し
殺
し
て
了
ひ
ま
す
。
学
問
の
世
界
を
、
文
化

系
と
理
科
系
と
に
わ
け
れ
ば
、
大
ま
か
に
云
っ
て
、
文
科
系
で
は
、
こ
と
ば
の
占

め
る
比
重
が
重
く
、
理
科
系
で
は
、
そ
れ
が
軽
い
と
云
へ
る
と
思
ひ
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
最
近
で
は
、
文
科
系
で
も
考
古
学
や
歴
史
学
な
ど
で
、
発
掘
や
資
料
の
調

査
が
盛
ん
に
な
っ
て
来
て
を
り
ま
し
て
、
こ
〉
で
も
、
実
物
主
義
が
幅
を
き
か
せ
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て
を
り
、
こ
と
ば
の
価
値
は
相
対
的
に
下
落
し
て
ゐ
ま
す
。

　
何
も
学
問
の
世
界
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
映
画
の
発
明
は
、
こ
と
ば
の
芸
術

で
あ
る
小
説
に
、
決
定
的
な
影
響
を
与
へ
ま
し
た
。
映
画
が
登
場
し
て
以
来
、
た

と
へ
ば
、
「
彼
は
部
屋
に
入
る
と
、
帽
子
と
外
套
と
を
脱
い
で
、
そ
れ
か
ら
窓
辺
に

行
っ
た
」
と
い
ふ
や
う
な
表
現
は
、
ほ
と
ん
ど
、
無
意
味
と
な
り
ま
し
た
。
映
画

の
方
が
、
こ
と
ば
に
よ
る
小
説
よ
り
も
、
さ
う
い
ふ
場
面
は
、
は
る
か
に
適
切
に

描
写
出
来
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
イ
ド
（
一
八
六
九
－
一
九
五

一）

ﾍ
、
映
画
な
ど
で
は
あ
ら
は
せ
な
い
、
小
説
で
な
け
れ
ば
表
現
出
来
な
い
も

の
を
求
め
て
、
純
粋
小
説
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
ま
し
た
。
そ
の
見
本
と
し
て
書
い

た
の
が
、
「
に
せ
金
つ
く
り
』
（
一
九
二
六
年
）
と
い
ふ
小
説
で
す
。

　
最
近
の
小
説
に
は
、
風
景
描
写
が
少
な
く
な
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
十
九
世
紀
の
作

家
で
あ
る
ト
ル
ス
ト
イ
（
一
八
二
八
－
一
九
一
〇
）
な
ど
は
、
こ
と
ば
に
絶
対
の

信
頼
を
置
い
て
、
風
景
と
か
、
情
景
を
、
細
密
描
写
し
て
を
り
ま
す
。
し
か
し
、

二
十
世
紀
の
作
家
は
、
文
学
の
独
自
性
と
は
何
か
、
と
か
、
こ
と
ば
に
よ
る
表
現

の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
な
ど
を
考
へ
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
苦
し
い
立
場

に
追
込
ま
れ
て
ゐ
ま
す
。

　
先
に
引
用
し
た
ホ
ー
プ
マ
」
ン
ス
タ
ー
ル
の
エ
ッ
セ
イ
も
、
そ
の
や
う
な
趨
勢
の

中
で
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
、
ま
す
く
貧
し
く
な
っ
て
行
か
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
ま
し
た
。

　
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
で
も
、
こ
と
ば
の
必
要
度
と
云
ひ
ま
せ
う
か
、
使
用
頻

度
と
云
っ
た
ら
い
》
の
で
す
か
、
そ
れ
は
年
々
減
少
し
て
ゐ
ま
す
。
電
車
の
切
符

も
、
コ
ー
ヒ
ー
や
紅
茶
、
酒
や
ビ
ー
ル
な
ど
の
飲
み
物
も
、
す
べ
て
、
自
動
販
売

機
で
間
に
合
ひ
ま
す
。
こ
と
ば
は
要
り
ま
せ
ん
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
、
大

事
件
が
お
こ
る
と
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な
り
、
キ
ャ
ス
タ
ー
が
な
に
か
説
明
す
る
ま

へ
に
、
何
秒
間
か
、
無
言
の
ま
〉
、
現
場
の
様
子
が
放
映
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

他
方
、
む
や
み
や
た
ら
と
、
こ
と
ば
が
使
は
れ
る
一
面
も
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
で

の
、
タ
レ
ン
ト
や
司
会
者
の
饒
舌
で
す
。
そ
こ
で
は
、
一
昔
ま
へ
の
何
倍
も
の
ス

ピ
ー
ド
で
、
こ
と
ば
が
縦
横
に
飛
び
交
ひ
ま
す
。
か
う
い
ふ
場
合
、
こ
と
ば
は
意

味
を
失
っ
て
、
と
、
ま
で
は
行
か
な
く
と
も
、
よ
り
希
薄
に
、
軽
く
な
り
ま
し
て
、

こ
と
ば
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば
の
や
り
取
り
、
こ
と
ば
の
キ
ャ
ッ
チ
・
ボ
ー

ル
の
方
に
重
点
が
移
っ
て
了
ひ
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
、
一
種
の
こ
と
ば
の
軽
視
現

象
で
す
。

　
こ
の
や
う
に
、
現
代
は
こ
と
ば
に
と
っ
て
、
乏
し
い
時
代
で
あ
り
ま
す
が
、
あ

る
い
は
、
乏
し
い
か
ら
こ
そ
一
層
、
こ
と
ば
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
の
に
、
有
利

な
立
場
に
立
っ
て
る
る
と
も
云
へ
ま
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
発
生
し
た
、
小
説

と
い
ふ
ジ
ャ
ン
ル
は
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
、
文
学
の
主
流
に
ま
で
な
り
ま
し
た

が
、
小
説
と
は
、
詩
と
か
、
ド
ラ
マ
に
比
べ
ま
す
と
、
格
段
に
ル
ー
ズ
な
ス
タ
イ

ル
で
あ
り
ま
し
て
、
は
じ
め
の
う
ち
、
小
説
は
ど
う
書
く
べ
き
か
な
ど
、
考
へ
る

必
要
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
全
盛
期
も
過
ぎ
た
十
九
世
紀
の
す
ゑ
ご
ろ
に

な
り
ま
す
と
、
小
説
と
は
何
か
、
が
問
題
と
な
り
出
し
ま
し
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
（
一

七
九
九
－
一
八
五
〇
）
は
、
特
に
、
小
説
と
は
何
か
、
な
ど
と
考
へ
る
必
要
な
し

に
、
約
百
編
ほ
ど
の
小
説
を
書
き
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
、
「
人
間
喜
劇
」
と
称
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
か
ら
四
十
年
後
に
生
ま
れ
た
ゾ
ラ
（
一
八
四
〇
1
・
一
九
〇
二
）
は
、

ま
つ
「
実
験
小
説
論
』
（
一
八
八
○
年
）
と
い
ふ
も
の
を
書
い
て
、
自
分
の
方
法
を

反
省
し
、
確
認
し
て
か
ら
、
『
居
酒
屋
」
と
か
、
映
画
化
さ
れ
て
有
名
な
「
ナ
ナ
」

が
入
っ
て
み
る
「
ル
ー
ゴ
ン
・
マ
カ
ー
ル
叢
書
」
（
一
八
七
一
－
九
三
）
を
完
成
さ

せ
て
ゐ
ま
す
。
つ
ま
り
、
小
説
に
と
っ
て
、
乏
し
い
時
代
に
な
っ
て
、
小
説
の
あ

り
方
が
問
は
れ
た
や
う
に
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
は
、
現
在
、
よ
り
問

ひ
や
す
い
状
態
に
あ
る
と
云
っ
て
い
》
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
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（
五
）
　
こ
と
ば
の
力

　
昔
の
人
々
は
、
こ
と
ば
に
対
し
て
、
現
代
の
私
た
ち
と
は
少
し
違
っ
た
考
へ
を

持
っ
て
る
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
私
た
ち
に
は
覆
ひ
か
く
さ
れ
て
了
つ
た
こ
と
ば

の
正
体
が
、
昔
は
、
よ
り
「
あ
ら
は
」
で
あ
っ
た
と
云
ふ
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
だ
ぼ

　
わ
が
国
で
は
、
昔
か
ら
、
言
霊
の
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
人
々
は
、
人
間
に
魂
が

あ
る
や
う
に
、
こ
と
ば
に
も
魂
が
あ
る
と
信
じ
て
を
り
ま
し
た
。
か
う
し
た
考
へ

は
、
何
も
、
日
本
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
ど
の
地
域
に
も
、
多
か
れ

少
な
か
れ
、
類
似
の
考
へ
は
あ
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
は
、

呪
文
と
い
ふ
も
の
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。
こ
と
ば
に
は
、
何
か
神
秘
な
力
が
あ
る

と
思
ふ
か
ら
こ
そ
、
呪
文
を
と
な
へ
る
の
で
す
。
「
千
一
夜
物
語
』
、
通
称
『
ア
ラ

ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
」
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
ア
ラ
ビ
ア
地
方
を
中
心
と
し
た
民

話
の
集
大
成
で
す
が
、
そ
の
中
の
「
ア
リ
バ
バ
と
四
十
人
の
盗
賊
』
に
出
て
来
る

「
開
け
ゴ
マ
1
」
も
、
呪
文
の
一
つ
で
す
。

　
森
鴎
外
の
小
説
に
、
『
百
物
語
』
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。
夜
、
何
人
か
が
集
ま

り
、
明
り
を
沢
山
つ
け
て
お
き
、
か
は
る
が
は
る
、
お
化
け
の
話
を
し
、
話
が
一

つ
終
る
ご
と
に
、
一
つ
づ
つ
明
り
を
消
し
て
行
き
、
最
後
に
真
暗
闇
に
な
る
と
、

ほ
ん
た
う
に
、
お
化
け
ぷ
出
る
と
い
ふ
の
が
、
百
物
語
で
す
。
こ
れ
は
鴎
外
の
発

明
で
は
な
く
、
昔
か
ら
云
は
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
も
、
『
百
物
語
』
と

い
ふ
本
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
》
に
も
、
こ
と
ば
に
は
、
お
化
け
を
実
際
に
出
す

だ
け
の
力
が
あ
る
と
す
る
考
へ
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
と
ば
の
持
つ
神
秘
な
力
の
作
用
は
、
日
本
で
は
大
へ
ん
強
く
意
識
さ
れ
た
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
と

う
に
思
は
れ
ま
す
。
『
万
葉
集
』
に
も
、
「
日
本
の
国
」
は
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」

（
五
巻
、
八
九
五
）
と
か
、
「
敷
島
の
日
本
の
国
は
、
書
霊
の
黒
く
る
国
ぞ
」
（
十

三
巻
、
三
二
五
四
）
な
ど
と
歌
は
れ
て
を
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
こ
ろ
接

触
の
あ
っ
た
中
国
一
す
な
は
ち
、
漢
文
と
比
べ
て
み
て
、
日
本
語
の
方
が
、
微

妙
な
差
違
ま
で
も
、
云
ひ
分
け
ら
れ
る
、
と
判
断
し
た
》
め
か
と
思
は
れ
ま
す
。

　
も
と
く
日
本
語
は
、
世
界
の
諸
言
語
の
中
で
も
、
す
ぐ
れ
た
こ
と
ば
、
と
云

は
れ
て
る
ま
す
。
十
六
世
紀
後
半
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教

の
た
め
、
日
本
語
の
学
習
に
熱
心
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
上
司
（
学
林
長
）
あ

て
の
手
紙
で
、

　
　
「
日
本
語
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
中
で
最
も
典
雅
に
し
て
最
も
豊
富
な
言
語
で

　
　
あ
る
。
即
ち
多
く
の
点
で
ギ
リ
シ
ア
語
う
テ
ン
語
に
も
勝
て
居
り
同
一
の
事

　
　
柄
を
述
べ
る
の
に
無
数
の
語
彙
と
表
現
法
が
あ
る
」
（
土
井
忠
生
「
吉
利
支
丹

　
　
語
学
の
研
究
』
）

と
、
書
き
送
っ
て
ゐ
ま
す
。
日
本
語
の
か
う
い
ふ
特
質
に
も
よ
る
の
で
せ
う
か
、

日
本
で
は
言
霊
の
思
想
が
、
強
く
意
識
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ど
う
な
っ
て
み
る
か
、
と
云
ひ
ま
す
と
、
新

約
聖
書
の
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
は
、
次
の
や
う
な
書
き
出
し
で
は
じ
ま
っ
て
ゐ
ま
す
。

　
　
　
は
じ
め
　
　
こ
と
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
「
太
初
に
言
あ
り
、
言
は
神
と
僧
に
あ
り
、
言
は
神
な
り
き
。
こ
の
言
は
太

　
　
初
に
神
と
と
も
に
在
り
、
万
の
物
こ
れ
に
由
り
て
成
り
、
成
り
た
る
物
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

　
　
つ
と
し
て
之
に
よ
ら
で
成
り
た
る
は
な
し
。
之
に
生
命
あ
り
、
こ
の
生
命
は

　
　
人
の
光
な
り
き
」

こ
》
で
も
、
こ
と
ば
に
は
、
命
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
ど
こ
に
於
い
て
も
、
昔
は
、
こ
と
ば
が
、
よ
り
「
あ
ら
は
」
で
あ
り
ま
し
た
。

今
は
、
そ
れ
が
覆
は
れ
て
了
つ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
と
ば
は
、
そ
の
本
来
も

つ
て
み
る
力
を
失
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
一
言
が
、
時
と
し
て
、
剣

な
ど
に
よ
る
攻
撃
よ
り
も
、
相
手
に
、
は
る
か
に
致
命
的
な
傷
を
負
は
せ
る
こ
と

も
あ
る
し
、
ま
た
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
誉
め
こ
と
ば
が
、
人
を
有
頂
天
に
し
た
り
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も
し
ま
す
。

　
「
ペ
ン
は
剣
よ
り
も
強
し
」
と
い
ふ
格
言
（
ブ
ル
ワ
ー
開
リ
ッ
ト
ン
）
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
と
ば
の
力
を
、
私
た
ち
に
、
ま
ざ
く
と
見
せ
て
く
れ
る
の
は
、
例
へ

ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
一
で
す
。
第
三
幕
第
二
場
、

す
で
に
シ
ー
ザ
ー
は
暗
殺
さ
れ
て
を
り
ま
す
。
暗
殺
計
画
の
中
心
人
物
、
ブ
ル
ー

タ
ス
が
、
暗
殺
の
正
当
性
を
、
市
民
に
訴
へ
ま
す
。
市
民
た
ち
は
、
ブ
ル
ー
タ
ス

を
熱
烈
に
歓
迎
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
直
後
に
、
ア
ン
ト
ニ
ー
が
あ
ら
は
れ

て
、
今
度
は
逆
に
、
暗
殺
の
不
当
性
を
説
明
し
ま
す
。
さ
う
す
る
と
、
さ
っ
き
ま

で
ブ
ル
ー
タ
ス
の
側
に
つ
い
て
み
た
市
民
た
ち
は
ア
ン
ト
ニ
ー
の
こ
と
ば
に
動
か

さ
れ
て
、
た
ち
ま
ち
、
掌
を
か
へ
し
た
や
う
に
、
態
度
を
豹
変
し
、
「
シ
ー
ザ
ー
万

歳
」
を
叫
び
な
が
ら
、
暗
殺
者
た
ち
の
家
を
襲
撃
し
ま
す
。
市
民
の
気
持
ち
を
、

ブ
ル
ー
タ
ス
側
か
ら
、
シ
ー
ザ
ー
側
へ
、
真
反
対
に
向
か
せ
る
の
は
、
こ
と
ば
の

力
で
す
。
同
じ
や
う
な
こ
と
は
、
「
オ
セ
ロ
』
に
も
、
見
ら
れ
ま
す
。
オ
セ
ロ
が
最

愛
の
妻
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
を
殺
す
の
は
、
イ
ア
ゴ
ー
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
デ
ズ
デ

モ
ー
ナ
が
姦
通
し
て
み
る
と
思
ひ
込
ん
だ
か
ら
で
す
。
こ
と
ば
の
力
の
大
き
い
こ

と
は
、
改
め
て
、
驚
く
ほ
ど
で
す
。

（
六
）
　
こ
と
ば
へ
の
対
応
、
東
と
西

　
こ
と
ば
と
私
た
ち
と
の
関
係
が
、
昔
と
今
と
で
、
相
違
が
あ
る
や
う
に
、
文
明

の
違
ひ
に
よ
っ
て
も
、
こ
と
ば
へ
の
対
応
に
は
、
そ
れ
ぐ
に
特
色
が
あ
る
や
う

で
す
。
あ
る
い
は
、
こ
と
ば
に
対
す
る
違
ひ
が
文
明
の
区
別
を
作
っ
て
み
る
と
い

ふ
方
が
い
〉
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

先
日
、
新
聞
の
広
告
欄
で
し
た
が
、
次
の
や
う
な
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
「
日
本
人
っ
て
い
う
の
は
、
あ
ま
り
話
を
し
な
く
て
も
、
言
葉
以
外
の
と
こ

　
　
ろ
で
通
じ
合
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
か
な
り
信
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア

　
　
メ
リ
カ
人
と
い
う
の
は
、
一
般
に
言
葉
で
最
終
的
に
通
じ
合
え
る
ん
じ
ゃ
な

　
　
い
か
と
確
信
し
て
る
み
た
い
ね
」
（
「
赤
ち
ゃ
ん
の
発
育
と
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
」

　
　
昭
和
六
三
年
七
月
四
日
、
朝
日
新
聞
夕
刊
）

新
聞
広
告
で
す
か
ら
、
平
凡
な
内
容
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
か
へ
っ
て
、
私
た
ち

の
平
均
的
な
意
見
が
反
映
し
て
み
る
と
思
ひ
ま
す
。

　
こ
の
東
と
西
の
こ
と
ば
へ
の
対
応
の
違
ひ
を
、
こ
と
ば
と
最
も
密
接
に
結
び
つ

い
て
み
る
文
学
作
品
か
ら
、
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
と
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
（
一
八
一
三

一
八
三
）
に
、
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
テ
」
と
い
ふ
オ
ペ
ラ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
作
品
の
中
で
も
、
最
高
の
傑
作
と
云
は
れ
て
る
ま
す
。

　
勇
士
ト
リ
ス
タ
ン
は
、
叔
父
マ
ル
ケ
王
の
求
婚
の
使
者
と
な
っ
て
、
イ
ゾ
ル
テ

を
迎
へ
に
行
き
ま
す
。
マ
ル
ケ
王
の
国
と
イ
ゾ
ル
テ
の
住
ん
で
み
る
国
は
、
海
を

へ
だ
て
》
を
り
、
か
へ
り
の
船
の
上
で
、
二
人
は
恋
に
お
ち
ま
す
。
約
束
ど
ほ
り
、

イ
ゾ
ル
テ
は
マ
ル
ケ
王
と
結
婚
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
テ

の
恋
は
、
募
る
ば
か
り
で
す
。
二
人
は
、
密
会
し
て
、
熱
烈
に
愛
を
歌
ひ
ま
す
が
、

密
告
し
た
者
が
あ
り
、
二
人
は
、
逢
引
の
現
場
を
、
マ
ル
ケ
王
に
と
り
お
さ
へ
ら

れ
ま
す
。

　
こ
の
オ
ペ
ラ
を
、
私
た
ち
日
本
人
は
、
傑
作
で
あ
る
と
認
め
つ
〉
も
、
何
か
な

じ
め
な
い
一
点
が
あ
る
の
を
感
じ
ま
す
。
一
体
ど
こ
に
？
　
第
二
幕
第
二
場
は
、

ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
テ
の
逢
引
の
場
面
で
す
が
、
二
人
は
自
分
た
ち
の
愛
に
つ

い
て
、
な
が
く
と
、
く
ど
い
程
に
歌
ひ
ま
す
。

（
ト
リ
ス
タ
ン
）
昼
、
昼
、

　
　
　
た
く
ら
み
ぶ
か
い
昼
、

　
　
　
不
倶
戴
天
の
こ
の
敵
を

　
　
　
私
は
憎
ん
で
歎
き
ま
す
。
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●

　
　
あ
な
た
が
明
り
を
消
し
た
や
う
に

　
　
　
わ
た
し
も
不
遜
な
明
る
さ
を

　
　
愛
の
悩
み
の
復
讐
に

　
　
　
あ
》
消
せ
た
ら
と
思
ひ
ま
す
。

　
　
　
お
よ
そ
昼
間
の
明
る
さ
に

　
　
　
も
と
つ
か
な
い
や
う
な

　
　
　
苦
し
さ
や

　
　
　
つ
ら
さ
が
あ
る
で
せ
う
か
。

　
　
　
［
…
…
…
］

（
イ
ゾ
ル
デ
）
恋
人
の
私
は
自
分
の
家
に

　
　
　
明
り
を
か
ざ
し
た
け
れ
ど
も
、

　
　
　
私
の
恋
人
も
か
つ
て
は

　
　
　
明
る
く
と
り
み
だ
し
な
が
ら

　
　
　
自
分
の
胸
の
中
に

　
　
　
強
情
に
明
り
を
か
ざ
し
た
の
よ
。

　
　
　
［
…
…
…
］
　
　
　
　
　
　
　
（
高
木
　
引
言
）

　
こ
の
や
う
な
調
子
で
、
ま
だ
く
長
く
つ
ゴ
き
ま
す
。
一
般
に
、
日
本
人
は
、

か
う
い
ふ
抽
象
的
な
会
話
を
し
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
男
女
の
愛
と
い
ふ
こ
と
ば
で

は
、
「
云
ひ
あ
ら
は
し
に
く
い
」
も
の
を
、
か
う
ま
で
執
拗
に
表
現
す
る
こ
と
は
、

ま
つ
、
あ
り
ま
せ
ん
。

　
日
本
の
類
似
の
舞
台
作
品
と
対
比
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
差
違
は
、
よ
り
明
ら
か

に
な
り
ま
す
。
近
松
門
左
衛
門
（
一
六
五
三
一
一
七
二
四
）
の
『
曽
根
崎
心
中
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね

は
、
や
く
ざ
な
友
だ
ち
に
銀
を
か
し
て
了
ひ
、
そ
の
銀
を
か
へ
し
て
も
ら
へ
な
い

ば
か
り
か
、
悪
態
ま
で
つ
か
れ
た
徳
兵
衛
は
、
か
ね
て
な
じ
み
の
遊
女
お
初
と
心

中
す
る
話
で
す
。
そ
の
な
か
で
、
徳
兵
衛
と
お
初
と
が
、
心
と
心
と
を
通
は
す
場

面
は
、
大
へ
ん
象
徴
的
に
出
来
て
ゐ
ま
す
。
お
初
は
縁
先
に
腰
か
け
、
縁
の
下
に

は
、
徳
兵
衛
を
か
く
ま
っ
て
み
る
の
で
す
が
、
お
初
が
、
死
ぬ
る
覚
悟
が
聞
き
た

い
、
と
独
り
言
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
「
足
で
問
へ
ば
、
下
に
は
う
な
づ
き
、
足
首
と
つ

て
喉
笛
撫
で
、
『
自
害
す
る
』
と
そ
知
ら
せ
け
る
」
と
あ
り
、
つ
ゴ
け
て
、
「
互
に

も
の
は
い
は
ね
ど
も
、
肝
と
肝
と
に
ご
た
へ
つ
〉
、
し
め
り
く
て
る
た
り
け
る
」

（
国
立
文
楽
劇
場
床
本
）
と
な
っ
て
ゐ
ま
す
。

　
こ
の
最
も
大
事
な
場
面
で
、
恋
す
る
二
人
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
会
話
を
し
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
み
て
、
十
分
に
、
心
と
心
と
は
通
じ
合
へ
た
の
で
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
こ
と
ば
で
説
明
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、
日
本
人
は
大
事
な
こ
と
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
こ
と
ば
を
少
な
く
し
て
、

こ
と
ば
の
も
つ
「
さ
し
示
す
」
特
質
に
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
丁
度
、
日

本
画
に
お
い
て
余
白
は
、
何
も
描
い
て
み
な
い
、
単
な
る
空
白
で
は
な
く
て
、
描

い
て
あ
る
部
分
よ
り
も
、
よ
り
充
実
し
た
空
間
で
あ
る
の
に
、
通
じ
ま
す
。

　
欧
米
と
日
本
と
の
こ
と
ば
へ
の
対
応
の
違
ひ
は
、
単
純
に
、
一
方
が
、
こ
と
憾

を
重
視
し
、
他
方
が
、
軽
視
し
て
み
る
と
云
へ
る
や
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

何
し
ろ
、
我
国
は
、
昔
か
ら
、
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
で
あ
り
ま
し
た
し
、
十
一
世

紀
の
は
じ
め
世
界
が
ま
だ
叙
事
詩
の
段
階
に
あ
り
ま
し
た
時
に
、
世
界
に
先
駆
け

て
、
よ
り
細
か
で
（
心
理
描
写
）
、
よ
り
複
雑
な
（
筋
立
て
）
こ
と
ば
の
芸
術
で
あ

る
『
源
氏
物
語
』
を
作
り
出
し
、
後
に
、
欧
米
の
人
々
を
も
驚
倒
さ
せ
た
の
で
す
。

そ
の
日
本
人
が
、
こ
と
ば
を
軽
視
し
て
み
る
と
は
思
へ
ま
せ
ん
。
二
つ
の
相
違
は
、

こ
と
ば
の
も
つ
さ
ま
ぐ
な
性
質
の
、
ど
こ
に
、
よ
り
多
く
の
重
点
を
お
く
か
に
、

よ
っ
て
み
る
と
思
ひ
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
辞
書
の
編
纂
が
盛
ん
で
す
。
「
盛
ん
」
と
い
ふ
と
、
何
か
た
ゴ
、

数
が
多
い
だ
け
の
や
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
辞
書
作
り
に
情

熱
を
そ
〉
ぎ
ま
す
。
（
こ
〉
で
、
辞
書
と
い
ふ
の
は
、
断
る
ま
で
も
な
い
と
思
ひ
ま
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す
が
こ
と
ば
の
辞
書
で
す
。
事
柄
の
辞
書
、
百
科
事
典
は
い
ま
は
、
対
象
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
）

　
グ
リ
ム
童
話
で
お
な
じ
み
の
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
有
名
な
ド
イ
ツ
語
の
辞
書
を
、

編
纂
し
て
を
り
ま
す
。
一
八
三
八
年
に
着
手
さ
れ
た
こ
の
辞
書
で
、
グ
リ
ム
兄
弟

が
関
係
し
た
の
は
、
弟
が
先
に
死
に
、
そ
し
て
兄
が
死
ぬ
の
で
す
が
、
そ
の
一
八

六
三
年
ま
で
〉
あ
り
ま
し
て
、
分
量
か
ら
云
へ
ば
、
A
か
ら
F
の
途
中
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
だ
け
で
、
も
う
二
十
五
年
も
か
、
つ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
後
は
、

大
勢
の
学
者
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
こ
の
仕
事
を
受
け
つ
ぎ
、
完
成
し
た
の
は
、
そ

れ
か
ら
九
十
七
年
後
の
一
九
六
〇
年
、
着
手
か
ら
数
へ
る
と
、
百
二
十
二
年
か
》

つ
た
勘
定
に
な
り
ま
す
。
そ
の
間
、
三
百
八
十
冊
の
分
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
総

べ
ー
ジ
数
三
万
六
〇
〇
〇
ペ
ー
ジ
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
何
も
、
ド
イ
ツ
だ
け
の
特
殊
事
情
で
は
な
い
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
に

も
、
大
き
な
辞
書
が
あ
り
ま
す
。
O
E
D
－
O
×
h
o
a
野
口
窃
q
房
げ
U
一
〇
自
。
冨
蔓
で
す
。

　
日
本
で
は
、
か
う
し
た
大
が
か
り
な
辞
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代
り
、
詳
細

な
注
釈
な
ら
あ
り
ま
す
。
「
万
葉
集
」
や
「
古
今
集
」
な
ど
の
歌
集
に
は
、
も
ち
ろ

ん
、
「
源
氏
物
語
」
に
も
、
「
古
事
記
」
に
も
詳
細
な
注
釈
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

グ
リ
ム
の
辞
書
や
O
E
D
に
匹
敵
す
る
や
う
な
辞
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
辞
書
は
、
一
語
々
々
の
本
質
を
説
明
し
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
語
の
派
生
的
な
用

法
を
列
挙
し
ま
す
が
、
注
釈
で
は
、
そ
の
語
の
本
質
は
二
次
的
で
あ
り
、
こ
の
場

合
、
よ
り
大
事
な
の
は
、
前
後
関
係
か
ら
そ
の
場
の
一
回
限
り
の
意
味
を
指
摘
す

る
こ
と
で
す
。

　
こ
と
ば
へ
の
対
応
の
こ
の
や
う
な
違
ひ
は
、
一
体
、
何
に
由
来
し
て
み
る
の
で

せ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
、
さ
ま
ぐ
な
要
因
が
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
み
る
の
で

せ
う
が
、
そ
れ
ら
の
奥
に
は
、
そ
れ
ぐ
の
幾
の
宗
教
と
こ
と
ば
と
の
関
係
が
、

何
ほ
ど
か
の
程
度
に
、
反
映
し
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。

　
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
は
、
「
体
験
」
に
先
だ
つ
て
、
「
こ
と
ば
」
が
あ
る
の
で

あ
り
ま
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
「
こ
と
ば
」
は
絶
対
で
あ
り
、
一
方
的
に
神
か
ら
人

間
に
与
へ
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
太
初
に
言
あ
り
、
言
は
神
と
僧
に
あ
り
、
言
は

神
な
り
き
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
》
で
は
、
第
一
に
ま
つ
、
こ
と
ば
の
本
質
が
問
は

れ
る
の
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
、
ブ
ッ
ダ
の
「
体
験
」
（
悟
り
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ

か
ら
、
ブ
ッ
ダ
は
そ
れ
を
衆
生
に
説
か
れ
た
（
「
こ
と
ば
」
）
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
と
ば
は
真
実
の
周
辺
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
真
実
を
指
し
示
め
し
て
み
る
の
で
す
。

（
七
）

「
こ
と
」
の
花
び
ら

　
こ
と
ば
の
様
相
は
、
さ
ま
ぐ
で
あ
り
、
地
域
に
よ
り
、
文
明
に
よ
り
、
時
代

に
よ
り
、
ま
ち
く
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
同
じ
こ
と
ば
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
ら
総
て
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
だ
ら
う
こ
と
は
、
容
易
に
予
想
で
き
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
聖
書
解
釈
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
聖
書
の
本
文
を
解
釈
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
へ
到
達
し
よ
う
と
い
ふ
の
で
す
。
こ
の
伝
統
を
ふ
ま
へ
て
、

哲
学
者
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
一
一
九
七
六
）
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
存

在
に
迫
ら
う
と
し
ま
し
た
。
．
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
と
ば
を
「
存
在
の
家
」
と
呼
ん

で
ゐ
ま
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
ふ
「
存
在
」
と
い
ふ
の
は
、
私
た
ち
の
常
識
と
は
、

少
し
違
っ
て
み
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
こ
〉
に
机
が
見
え
れ
ば
、
「
こ
〉

に
机
が
あ
る
」
一
つ
ま
り
「
机
が
存
在
す
る
」
こ
と
が
分
り
、
「
存
在
」
と
は
さ

う
い
ふ
も
の
だ
と
、
単
純
に
考
へ
が
ち
で
す
。
ま
し
て
、
手
で
触
れ
て
み
た
り
す

れ
ば
、
机
の
存
在
志
ま
す
く
確
か
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
、

目
で
見
、
手
で
触
れ
た
の
は
、
「
机
」
で
あ
り
ま
し
て
、
「
机
が
あ
る
」
で
は
、
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
机
と
い
ふ
物
は
、
目
で
見
、
手
で
触
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
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が
、
「
そ
の
物
が
あ
る
」
、
と
い
ふ
こ
と
、
「
机
が
あ
る
、
存
在
す
る
」
と
い
ふ
こ
と

は
、
目
で
見
る
こ
と
も
、
手
で
触
れ
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
机
の
や

う
な
も
の
を
、
「
存
在
者
」
、
机
が
あ
る
、
の
「
あ
る
」
を
「
存
在
」
と
区
別
し
ま

す
。
私
た
ち
は
、
し
ば
く
存
在
者
を
存
在
そ
の
も
の
と
混
同
し
て
し
ま
ひ
豪
す
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
こ
と
ば
」
（
b
騎
ミ
ご
試
）
と
題
す
る
講
演
の
中
で
、
か
う
い

ふ
こ
と
を
云
っ
て
を
り
ま
す
。

　
こ
と
ば
の
欠
け
て
み
る
と
こ
ろ
に
は
、
何
物
も
存
在
し
な
い
。
思
ふ
や
う
に
使

へ
る
こ
と
ば
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
物
に
存
在
が
与
へ
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
か
う
つ
ゴ
け
ま
す
。

　
こ
の
存
在
す
る
も
の
を
、
詩
人
は
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ

の
存
在
者
は
、
名
前
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
ば

に
よ
っ
て
、
す
で
に
存
在
し
て
を
り
、
ま
た
は
存
在
し
て
み
る
と
思
は
れ
る
も
の

が
、
具
体
的
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
存
在
は
自
ら
を
か
く
し
な
が
ら
、
存
在
者
と
し
て
あ
ら
は
れ
る
の
で

す
が
、
そ
れ
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
と

ば
の
家
で
、
存
在
と
接
す
る
の
で
す
。
こ
と
ば
の
欠
如
し
て
み
る
と
こ
ろ
で
、
存

在
と
接
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

　
こ
の
存
在
者
に
存
在
を
与
へ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
ば
を
繰
っ
て
話
す
こ
と
が
出
来

る
の
が
、
人
間
で
す
。
こ
の
「
話
す
」
と
い
ふ
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
私
た
ち

が
、
普
通
に
思
っ
て
み
る
の
よ
り
は
、
広
く
考
へ
て
る
ま
す
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
り
ま
す
と
、
人
間
は
話
し
ま
す
、
目
覚
め
て
み
る
時
よ
り
も
、

夢
の
中
で
も
、
話
し
ま
す
。
声
に
出
さ
ず
に
、
た
ゴ
聞
い
た
り
、
読
ん
だ
り
し
て

み
る
時
に
も
、
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
働
い
て
み
る
時
に
も
、
又
は
、
余
暇
を

楽
し
ん
で
み
る
時
に
も
、
人
間
は
、
絶
え
ず
、
何
ら
か
の
仕
方
で
、
話
し
て
み
る

の
で
す
。
（
b
紺
憩
§
ら
ぎ
）

　
ま
た
、
「
こ
と
ば
へ
の
道
」
と
い
ふ
講
演
で
は
、
か
う
い
ふ
こ
と
も
云
っ
て
ゐ
ま

す
。　

話
す
と
い
ふ
能
力
が
、
人
間
を
人
間
と
し
て
、
特
色
づ
け
て
る
る
。
…
…
も
し

も
、
絶
え
ず
、
い
た
る
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
れ
ぐ
の
も
の
に
対
し
て
、
さ
ま
ぐ

な
仕
方
で
、
大
抵
は
、
声
に
出
さ
ず
に
、
「
そ
れ
は
あ
る
」
（
δ
ω
一
〇
〇
す
）
と
い
ふ
形

で
、
話
し
か
け
る
こ
と
が
、
人
間
に
出
来
な
い
な
ら
ば
、
人
間
は
人
間
で
な
い
で

あ
ら
う
。
こ
と
ば
が
こ
の
や
う
な
こ
と
を
か
な
へ
て
や
る
限
り
、
人
間
の
本
質
は
、

こ
と
ば
に
も
と
づ
い
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
「
話
す
」
と
い
ふ
能
力
は
、
人
間
が
も
つ
て
み
る
そ
の
他
の
諸
々
の
能
力
と
同

等
に
並
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
繰
返
し
云
っ
て
ゐ
ま
す
。

　
こ
れ
で
、
こ
と
ば
と
存
在
と
人
間
と
の
三
者
の
関
係
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思

ひ
ま
す
。
要
す
る
に
、
人
間
は
、
．
こ
と
ば
と
い
ふ
家
で
、
存
在
と
出
会
ふ
の
で
す
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
こ
と
ば
」
と
い
ふ
日
本
語
に
大
へ
ん
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。

「
こ
と
ば
」
と
い
ふ
こ
と
ば
は
、
こ
と
ば
の
本
質
を
端
的
に
示
し
て
み
る
と
見
た

か
ら
で
す
。
「
こ
と
」
は
「
事
」
と
「
言
」
と
に
通
じ
、
「
ば
」
は
「
は
」
の
転
化

で
、
木
の
葉
ま
た
は
、
花
び
ら
と
考
へ
ま
し
た
。
（
こ
の
発
想
は
ド
イ
ツ
語
の
国
①
＃

に
は
、
葉
と
花
び
ら
の
両
方
の
意
味
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
来
て
ゐ
ま
す
。
）
つ
ま
り

「
こ
と
ば
」
と
い
ふ
の
は
、
「
こ
と
」
に
由
来
す
る
花
び
ら
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。

　
私
元
ち
は
、
ば
く
ぜ
ん
と
、
こ
と
ば
は
存
在
を
伝
達
す
る
道
具
、
ま
た
は
、
手

段
と
思
ひ
が
ち
で
す
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
や
う
な
考
へ
を
否
定
し
て
み
る

の
で
す
。
似
た
や
う
な
主
張
は
、
日
本
に
も
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
国
学
者
、

本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
1
一
八
〇
一
）
は
、
『
古
事
記
』
の
詳
細
な
注
釈
で
あ
る
『
古

事
記
伝
』
の
総
論
で
、

　
　
　
　
コ
コ
ロ
　
コ
ト
　
　
コ
ト
パ
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヒ
カ
ナ

　
　
　
「
意
と
事
と
言
と
は
、
み
な
相
称
へ
る
物
に
し
て
、
上
ッ
代
は
、
意
も
二
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も
言
も
上
ッ
代
、
後
ノ
代
は
、
意
も
事
も
言
も
後
ノ
代
」

と
、
云
っ
て
ゐ
ま
す
し
、
学
問
の
方
法
論
を
ま
と
め
た
『
う
ひ
山
踏
み
一
で
も
、

大
体
、
同
じ
や
う
な
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
バ
　
　
　
　
ワ
ザ
　
　
　
　
コ
コ
ロ

　
　
　
「
今
の
世
に
在
て
、
そ
の
上
代
の
人
の
、
言
を
も
事
を
も
心
を
も
、
考
へ

　
　
　
し
ら
ん
と
す
る
に
、
そ
の
い
へ
り
し
言
は
、
歌
に
伝
は
り
、
な
せ
り
し
事

　
　
　
は
、
史
に
伝
は
れ
る
を
、
そ
の
史
も
、
言
を
以
て
記
し
た
れ
ば
、
言
の
外

　
　
　
な
ら
ず
、
心
の
さ
ま
も
、
又
歌
に
て
知
ル
べ
し
、
言
と
事
と
心
と
は
其
さ

　
　
　
ま
相
か
な
へ
る
も
の
な
れ
ば
、
後
世
に
し
て
、
古
の
人
の
、
思
へ
る
心
、

　
　
　
な
せ
る
事
を
し
り
て
、
そ
の
世
の
有
さ
ま
を
、
ま
さ
し
く
し
る
べ
き
こ
と

　
　
　
は
、
古
言
古
歌
に
あ
る
也
」
（
「
う
ひ
山
踏
み
』
一
（
ラ
）
）

と
、
こ
～
で
は
、
一
そ
う
詳
し
く
述
べ
て
を
り
ま
す
。
本
居
宣
長
は
、
こ
と
ば
は

事
柄
を
伝
へ
る
単
な
る
手
段
と
見
な
い
で
、
こ
と
ば
が
、
即
ち
、
事
柄
で
あ
る
と

し
て
み
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
「
こ
と
ば
」
と
い
ふ
日
本
語
は
、

事
柄
と
こ
と
ば
に
共
通
す
る
「
こ
と
」
か
ら
咲
き
出
し
た
花
び
ら
と
解
し
て
み
る

の
に
通
じ
ま
す
。

　
現
代
で
も
、
中
国
文
学
の
吉
川
幸
次
郎
は
、
「
存
在
は
こ
と
ば
の
た
め
に
あ
る
」

と
い
ふ
逆
説
的
表
現
を
好
ん
で
用
ゐ
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の
「
存
在
」
と
い
ふ
の

は
、
存
在
と
存
在
者
と
を
区
別
し
て
み
な
い
乙
思
ひ
ま
す
が
、
普
通
に
は
、
さ
う

い
ふ
存
在
を
、
こ
と
ば
が
伝
へ
る
と
思
は
れ
て
る
ま
す
。
し
か
し
、
こ
と
ば
が
存

在
を
作
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
文
学
作
品
、
特
に
、
詩
の
場
合
が
さ
う
で
す
。

　
例
へ
ば
、
『
百
人
一
首
』
に
も
入
っ
て
み
る
、
寂
蓮
法
師
の
歌
、

　
　
　
村
雨
の
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
ま
き
の
葉
に
霧
た
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
ぐ
れ

一
時
的
に
サ
ッ
と
降
る
村
雨
、
そ
の
村
雨
が
降
り
過
ぎ
て
、
ま
だ
乾
か
な
い
木
々

の
葉
の
あ
た
り
に
は
、
も
う
夕
霧
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
て
、
秋
の
夕
暮
の
感
じ
が
、

し
み
酒
＼
と
す
る
と
い
ふ
の
で
す
。
こ
の
歌
は
、
ま
る
で
一
幅
の
日
本
画
を
見
る

や
う
だ
、
と
、
よ
く
云
は
れ
ま
す
が
、
こ
の
や
う
な
情
景
が
、
ま
つ
あ
っ
て
、
そ

れ
を
受
身
に
写
し
た
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
情
景
を
作

っ
て
み
る
の
で
す
。
こ
の
歌
を
生
む
何
程
か
の
動
機
と
な
っ
た
情
景
は
あ
っ
た
で

せ
う
。
し
か
し
、
そ
の
情
景
と
い
ふ
存
在
は
、
こ
の
歌
の
た
め
の
素
材
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。
一
旦
、
歌
が
出
来
上
が
っ
て
了
へ
ば
、
今
度
は
、
こ
と
ば
が
存
在
を
作
り

ま
す
。
こ
の
歌
を
読
ん
で
、
私
た
ち
が
、
い
か
に
も
実
際
の
景
色
を
詠
ん
だ
歌
だ
、

と
思
ふ
な
ら
、
そ
れ
は
錯
覚
で
す
。
こ
の
歌
が
、
自
然
の
景
色
を
作
っ
た
の
で
す
。

こ
と
ば
は
存
在
を
伝
達
す
る
単
な
る
道
具
で
は
な
く
て
、
存
在
は
こ
と
ば
を
生
む

た
め
の
素
材
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
理
由
が
、
こ
〉
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
何
も
詩
や
歌
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
説
で
も
、
同
様
で

す
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
」
は
、
実
際
に
あ
っ
た
鉄
道
自
殺

を
ヒ
ン
ト
に
書
か
れ
た
の
で
す
が
、
美
貌
の
人
妻
の
愛
と
苦
悩
の
存
在
に
、
実
際

の
鉄
道
自
殺
は
、
何
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
や
う
な
愛
と
苦
悩
の
存
在
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
ト
ル
ス
ト
イ
が
写
し
取
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
と
ば
の

芸
術
で
あ
る
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
」
と
い
ふ
小
説
が
、
あ
の
や
う
な
存
在
を

作
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（
八
）
　
を
は
り
に

　
こ
と
ば
は
、
と
ら
へ
や
す
い
や
う
で
あ
り
な
が
ら
と
ら
へ
た
と
思
ふ
と
、
す
る

り
と
手
か
ら
逃
げ
て
行
き
ま
す
。

　
「
犬
」
と
い
ふ
こ
と
ば
は
、
誰
で
も
知
っ
て
ゐ
ま
す
。
「
犬
」
と
い
ふ
こ
と
ば
が
、

何
を
指
し
て
み
る
か
、
日
本
人
な
ら
、
知
ら
な
い
人
は
ゐ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、

「
犬
」
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
の
世
の
中
に
一
匹
も
み
な
い
と
い
「
ふ
の
で
す
。
中
国
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の
諸
子
百
家
の
一
人
で
あ
る
公
孫
龍
（
前
三
二
〇
？
1
前
二
五
〇
？
）
は
、
「
白
馬

非
馬
」
、
白
い
馬
は
馬
で
は
な
い
、
と
云
ひ
ま
し
た
。
白
い
馬
と
か
、
栗
毛
の
馬
と

か
は
み
る
が
、
そ
の
ど
れ
で
も
な
い
馬
と
い
ふ
も
の
は
み
な
い
、
と
い
ふ
の
で
す
。

だ
か
ら
、
白
い
馬
は
、
馬
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
同
じ
理
由
か
ら
、
「
犬
」
と
い
ふ

も
の
は
み
ま
せ
ん
。
み
る
の
は
、
黒
い
犬
と
か
、
ブ
チ
の
犬
で
す
。

　
先
に
、
私
は
「
彼
は
部
屋
に
入
る
と
、
帽
子
と
外
套
を
脱
い
で
、
そ
れ
か
ら
窓

辺
に
行
っ
た
」
と
い
ふ
や
う
な
表
現
は
、
今
日
の
小
説
で
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味

と
な
っ
た
、
と
云
ひ
ま
し
た
。
さ
う
い
ふ
描
写
は
、
映
画
の
方
が
、
小
説
よ
り
も
、

す
ぐ
れ
て
み
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
さ
う
と
ば
か
り
は
単
純
に
云
へ
な
い
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。
映
画
で
な
ら
、
「
彼
」
は
何
ら
か
の
具
体
的
な
男
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
し
、
部
屋
も
豪
華
か
、
質
素
か
、
帽
子
は
ソ
フ
ト
か
、
毛
皮
か
、
外
套

の
色
は
グ
レ
ー
か
、
黒
か
、
そ
れ
と
も
茶
色
か
、
形
は
シ
ン
グ
ル
か
、
ダ
ブ
ル
か
、

等
々
、
ど
れ
か
一
つ
に
決
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
の

場
合
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
包
含
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
こ
と
ば
と
い
ふ
も
の
は
、
大
へ
ん
日
常
的
で
、
あ
り
ふ
れ
て
み
る
の
で
す
が
、

な
か
く
そ
の
全
貌
を
見
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
「
あ
ら
は
」
で
あ
り
な
が
ら
「
神
秘

に
満
ち
て
み
る
」
の
が
、
こ
と
ば
で
あ
り
ま
す
。
「
人
間
と
は
何
か
」
と
か
、
「
存

在
と
は
何
か
」
と
同
じ
や
う
に
、
こ
と
ば
に
対
す
る
問
ひ
も
ま
た
、
永
遠
に
問
は

れ
つ
ゴ
け
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
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