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独
自
性
の
つ
く
り
か
た

＿
＿
坂
口
安
吾
「
石
の
思
ひ
」「
日
本
文
化
私
観
」
の
叙
法
＿
＿山

路　

敦
史 

　
　

Ⅰ　

図
式
的
論
法
―
―
「
石
の
思
ひ
」

　

作
者
自
身
が
「
自
伝
的
意
味
を
も
つ
作
品
）
1
（

」
と
位
置
づ
け
た
坂
口

安
吾「
石
の
思
ひ
」（『
光　

LA
CLA

RT
É

』一
九
四
六
・
一
一
）で
は
、

「
中
学
校
を
ど
う
し
て
も
休
ん
で
海
の
松
林
で
ひ
つ
く
り
か
へ
つ
て

空
を
眺
め
て
暮
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
か
ら
、
私
の
ふ
る
さ
と
の

家
は
空
と
、
海
と
、
砂
と
、
松
林
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
吹
く
風
で
あ

り
、
風
の
音
で
あ
つ
た
」
と
し
て
、「
私
」
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
設

定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
回
想
す
る
現
在
の
「
私
」
の
風
景
観
と
通
底

し
て
お
り
、「
私
は
今
日
も
尚
、
何
よ
り
も
海
が
好
き
だ
。
単
調
な

砂
浜
が
好
き
だ
。
海
岸
に
ね
こ
ろ
ん
で
海
と
空
を
見
て
ゐ
る
と
、
私

は
一
日
ね
こ
ろ
ん
で
ゐ
て
も
、
何
か
心
が
み
た
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
あ

る
。「
海
」
や
「
砂
浜
」、「
空
」
な
ど
で
「
心
が
み
た
さ
れ
て
ゐ
る
」

理
由
は
、「
そ
れ
は
少
年
の
頃
否
応
な
く
心
に
植
ゑ
つ
け
ら
れ
た
私

の
心
で
あ
り
、
ふ
る
さ
と
の
情
で
あ
つ
た
か
ら
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　
「
文
学
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
〝
原
風
景
〟
を
持
っ
て
い
る
」

と
論
じ
た
奥
野
健
男
は
、「
石
の
思
ひ
」
や
初
期
の
短
篇
小
説
「
ふ

る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」（『
青
い
馬
』
創
刊
号
、
一
九
三
一
・
五
）

を
参
照
し
、
安
吾
の
「
原
風
景
」
の
一
つ
に
「
少
年
の
日
、
砂
丘
か

ら
見
た
沁
み
る
蒼
空
、
透
明
な
光
、
風
、
海
、
波
、
空
気
」
を
挙
げ

て
い
る
）
2
（

。
奥
野
が
こ
れ
ら
を
「
原
風
景
」
と
し
た
の
は
、
ま
ず
何
よ

り
「
自
伝
的
意
味
を
も
つ
作
品
」
に
如
上
の
風
景
描
写
と
そ
れ
へ
の

愛
着
が
出
て
き
て
、
し
か
も
そ
れ
が
「
ふ
る
さ
と
」
と
名
指
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
理
由
だ
ろ
う
が
、「
石
の
思
ひ
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

風
景
に
対
す
る
「
私
」
の
愛
自
体
は
個
人
的
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、

特
異
な
も
の
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

　

だ
か
ら
、風
景
描
写
が
「
固
有
の
〝
原
風
景
〟」
と
な
る
に
は
、「
石

の
思
ひ
」の
叙
法
の
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、「
私
」

が
「
今
日
」
も
「
海
」
や
「
単
調
な
砂
浜
」、「
空
」
な
ど
を
好
む
理

由
は
、
少
年
時
代
の
記
憶
と
結
び
つ
い
た
「
ふ
る
さ
と
」
に
よ
る
も

の
な
ど
と
は
「
気
付
か
ず
に
ゐ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
で
は
、
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ど
の
よ
う
に
し
て
「
私
」
は
「
海
」
や
「
空
」
を
自
ら
の
「
ふ
る
さ

と
」
に
定
位
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
が
テ
ク
ス
ト
に
は
詳

細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　

私
は
然
し
、
そ
れ
を
気
付
か
ず
に
ゐ
た
。
そ
し
て
人
間
と
い

ふ
も
の
は
誰
で
も
海
と
か
空
と
か
砂
漠
と
か
高
原
と
か
、
さ
う

い
ふ
涯
の
な
い
虚
し
さ
を
愛
す
の
だ
ら
う
と
考
へ
て
ゐ
た
。
私

は
山
あ
り
渓
あ
り
と
い
ふ
山
水
の
風
景
に
は
心
の
慰
ま
な
い
た

ち
で
あ
つ
た
。
あ
る
と
き
北
原
武
夫
が
ど
こ
か
風
景
の
よ
い
温

泉
は
な
い
か
と
訊
く
の
で
、
新
鹿
沢
温
泉
を
教
へ
た
。
こ
ゝ
は

浅
間
高
原
に
あ
り
、
た
ゞ
広
茫
た
る
涯
の
な
い
草
原
で
、
樹
木

の
影
も
な
い
と
こ
ろ
だ
。
私
の
好
き
な
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
と

こ
ろ
が
北
原
は
こ
ゝ
へ
行
つ
て
帰
つ
て
き
て
、
あ
ん
な
風
色
の

悪
い
と
こ
ろ
は
な
い
と
言
ふ
。
北
原
が
あ
ま
り
本
気
に
そ
の
風

景
の
単
調
さ
を
憎
ん
で
ゐ
る
の
で
、
そ
の
と
き
私
は
始
め
て
び

つ
く
り
気
が
つ
い
て
、
私
の
好
む
風
景
に
一
般
性
が
な
い
こ
と

を
疑
ぐ
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
箱
根
の
風
景
な
ど
が
好
き

で
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
そ
の
後
気
付
い
て
み
る
と
人
間
の
九
分

九
里
は
私
の
好
む
風
景
よ
り
も
山
水
の
変
化
の
多
い
風
景
の
方

が
好
き
な
も
の
だ
。
そ
し
て
私
は
、
私
が
な
ぜ
海
や
空
を
眺
め

て
ゐ
る
と
一
日
ね
こ
ろ
ん
で
ゐ
て
も
充
ち
足
り
て
ゐ
ら
れ
る

か
、
少
年
の
頃
の
思
ひ
出
、
そ
の
原
因
が
分
つ
て
き
た
。

　
「
私
」
の
風
景
観
を
「
一
般
性
が
な
い
こ
と
」
と
し
て
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
特
異
な
感
性
の
持
主
と
し
て
の
「
私
」
を
設
定
し
て

い
る
。「
そ
し
て
人
間
と
い
ふ
も
の
は
誰
で
も
海
と
か
空
と
か
砂
漠

と
か
高
原
と
か
、
さ
う
い
ふ
涯
の
な
い
虚
し
さ
を
愛
す
の
だ
ら
う
と

考
へ
て
ゐ
た
」
と
い
う
部
分
は
、
否
定
さ
れ
る
た
め
に
の
み
存
在
す

る
前
提
で
あ
る
。「
人
間
と
い
ふ
も
の
」
と
風
景
感
覚
を
共
有
し
て

い
る
と
考
え
て
い
た
「
私
」
が
、
そ
れ
が
思
い
込
み
で
あ
っ
た
と
自

覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
一
般
性
」
と
は
異
な
る
特
異
な
風
景
観

の
持
主
と
し
て
「
私
」
を
演
出
し
て
い
る
。

　

そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
の
「
北
原
武
夫
」
と

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
単
に
「
私
」
と
「
北
原
武
夫
」
と
の
風
景

の
好
み
が
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
他
愛
も
な
い
や
り
と
り

が
、「
人
間
と
い
ふ
も
の
」
が
好
む
風
景
の
「
一
般
性
」
の
レ
ベ
ル

へ
と
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
。
個
々
人
の
趣
味
嗜
好
を
め
ぐ
る
や
り
と

り
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
北
原
武
夫
」
の
方
を
一
般
人

の
代
表
の
よ
う
に
設
定
し
、「
北
原
武
夫
」
と
は
好
み
が
ま
っ
た
く

合
わ
な
い
「
私
」
の
方
が
特
異
な
風
景
観
の
持
主
な
の
だ
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
。

　

と
は
い
え
、「
北
原
武
夫
」
個
人
を
「
人
間
と
い
ふ
も
の
」
の
代

表
と
す
る
だ
け
で
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、「
彼
は
箱
根
の
風
景
な

ど
が
好
き
で
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
そ
の
後
気
付
い
て
み
る
と
人
間
の

九
分
九
里
は
私
の
好
む
風
景
よ
り
も
山
水
の
変
化
の
多
い
風
景
の
方

が
好
き
な
も
の
だ
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
北
原
武
夫
」
と
の
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や
り
と
り
を
通
じ
て
、「
私
」
自
身
の
風
景
観
を
自
己
分
析
す
る
過

程
も
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
は
少
し
勢
い
を
落
と
す
調
整

が
か
け
ら
れ
て
い
て
、「
私
の
好
む
風
景
」
と
「
山
水
の
変
化
の
多

い
風
景
」
と
を
二
者
択
一
で
ど
ち
ら
を
採
る
の
か
で
は
な
く
、
両
者

は
あ
く
ま
で
比
較
の
対
象
で
あ
り
、「
山
水
の
変
化
の
多
い
風
景
」

を
好
み
な
が
ら
、
一
方
で
「
私
の
好
む
風
景
」
に
も
関
心
を
寄
せ
る

と
い
っ
た
よ
う
な
風
景
観
の
存
在
は
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か

し
、
こ
こ
よ
り
も
前
の
「
私
は
山
あ
り
渓
あ
り
と
い
ふ
山
水
の
風
景

に
は
心
の
慰
ま
な
い
た
ち
で
あ
つ
た
」
と
い
う
叙
述
に
よ
っ
て
、「
人

間
の
九
分
九
里
」
と
「
私
」
と
を
区
別
し
、
特
異
な
風
景
観
の
持
主

で
あ
る
「
私
」
を
演
出
し
た
後
、
こ
う
し
た
風
景
観
が
形
成
さ
れ
た

要
因
を
「
少
年
の
頃
の
思
ひ
出
」
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
事
後
的
に

「
ふ
る
さ
と
」
を
制
作
（
捏
造
）
す
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
私
」
／
「
北
原
武
夫
」
と
い
う
対
立

図
式
を
設
定
し
た
後
、
後
者
に
「
人
間
」
や
「
九
分
九
里
」、「
一
般

性
」
を
装
填
す
る
と
い
う
叙
法
が
用
い
ら
れ
る
の
に
加
え
、「
単
調

な
風
景
」
／
「
山
水
の
変
化
の
多
い
風
景
」
の
対
立
図
式
も
用
い
ら

れ
て
、「
人
間
の
九
分
九
里
」
は
前
者
よ
り
も
後
者
の
方
を
好
む
が
、

「
私
」
自
身
は
後
者
を
好
ま
な
い
と
い
う
論
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、「
山
水
の
変
化
の
多
い
風
景
」
に
批
判
的
な
点
に
つ

い
て
の
背
景
は
、「
日
本
文
学
は
風
景
の
美
に
あ
こ
が
れ
る
」
が
「
私

は
風
景
の
中
で
安
息
し
た
い
と
は
思
は
な
い
」
と
い
う
「
デ
カ
ダ
ン

文
学
論
」（『
新
潮
』
一
九
四
六
・
一
〇
）
や
そ
の
「
風
景
の
美
」
に

「
安
息
」
し
て
い
る
作
家
と
し
て
永
井
荷
風
を
痛
烈
に
批
判
し
た
「
通

俗
作
家　

荷
風
―
―
『
問
は
ず
語
り
』
を
中
心
と
し
て
」（『
日
本
読

書
新
聞
』
一
九
四
六
・
八
・
二
八
）
と
い
っ
た
「
石
の
思
ひ
」
と
同

時
期
の
テ
ク
ス
ト
を
鑑
み
れ
ば
理
解
で
き
る
。
こ
の
時
期
の
安
吾
が

自
ら
の
風
景
観
を
「
一
般
性
」
か
ら
切
断
し
、
独
自
な
も
の
と
し
て

演
出
し
て
い
く
必
要
に
駆
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
「
石
の
思
ひ
」
で
は
、あ
ら
か
じ
め
「
私
」
自
身
が
「
海
」
や
「
空
」、

「
砂
丘
」
な
ど
に
少
年
時
代
の
思
い
出
に
影
響
さ
れ
て
「
ふ
る
さ
と
」

を
感
じ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
提
示
し
て
か
ら
、
そ
れ
を
丁
寧
に
検

証
し
て
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ふ
る
さ
と
」
生
成
の
現
場
に
読

者
を
巻
き
込
み
、
独
自
性
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
だ
。

Ⅱ　
「
必
要
」
の
必
要
性
―
―
「
日
本
文
化
私
観
」

　
「
石
の
思
ひ
」
の
叙
法
は
、そ
れ
以
前
の
「
日
本
文
化
私
観
」（『
現

代
文
学
』
一
九
四
二
・
三
）
と
通
じ
て
い
る
。

小
菅
刑
所
と
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
工
場
。
こ
の
二
つ
の
関
聯
に
就

て
、
僕
は
ふ
と
思
ふ
こ
と
が
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
ど
ち
ら

に
も
、
僕
の
郷
愁
を
ゆ
り
う
ご
か
す
逞
し
い
美
感
が
あ
る
と
い

ふ
以
外
に
は
、
強
い
て
考
へ
て
み
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。
法
隆

寺
だ
の
平
等
院
の
美
し
さ
と
は
全
然
違
ふ
。
し
か
も
、
法
隆
寺
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だ
の
平
等
院
は
、古
代
と
か
歴
史
と
い
ふ
も
の
を
念
頭
に
入
れ
、

一
応
、何
か
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
美
し
さ
で
あ
る
。

直
接
心
に
突
当
り
、
は
ら
わ
た
に
食
込
ん
で
く
る
も
の
で
は
な

い
。
ど
こ
か
し
ら
物
足
り
な
さ
を
補
は
な
け
れ
ば
、
納
得
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
小
菅
刑
務
所
と
ド
ラ
イ
ア
イ
ス

の
工
場
は
、
も
つ
と
直
接
突
当
り
、
補
ふ
何
物
も
な
く
、
僕
の

心
を
す
ぐ
郷
愁
へ
導
い
て
行
く
力
が
あ
つ
た
。
な
ぜ
だ
ら
う
、

と
い
ふ
こ
と
を
、
僕
は
考
へ
ず
に
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
「
小
菅
刑
務
所
と
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
工
場
」
の
「
二
つ
の
関
聯
」

に
つ
い
て
、簡
単
に
言
語
化
し
て
披
露
す
る
の
で
は
な
く
、勿
体
ぶ
っ

て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
、
後
に
出
て
く
る
「
必
要
」
と
い
う
語
に
重

み
を
与
え
る
効
果
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、「
僕
の
郷
愁
を
ゆ
り
う

ご
か
す
逞
し
い
美
感
が
あ
る
と
い
ふ
以
外
に
は
、
強
い
て
考
へ
て
み

た
こ
と
が
な
か
つ
た
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、「
郷
愁
を
ゆ
り

う
ご
か
す
逞
し
い
美
感
」
を
結
論
に
し
て
い
な
い
こ
と
自
体
が
意
味

を
持
つ
。「
郷
愁
」
と
い
う
言
葉
で
満
足
し
て
思
考
を
止
め
る
の
で

は
な
く
、「
郷
愁
へ
導
い
て
行
く
力
」
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
し
か
も
そ
れ
を
安
易
に
言
語
化
し
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
、
重
み
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
だ
。
第
二
に
、
容
易
に

言
語
化
で
き
な
い
曖
昧
さ
を
既
存
の
価
値
観
に
回
収
さ
れ
な
い
よ
う

に
、「
法
隆
寺
だ
の
平
等
院
の
美
し
さ
」
と
い
う
「
一
応
、
何
か
納

得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
美
し
さ
」
と
は
「
全
然
違
ふ
」
点
だ

け
は
早
め
に
は
っ
き
り
と
断
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な

美
意
識
と
は
全
く
異
な
る
「
僕
」
独
自
の
「
私
観
」
で
あ
る
こ
と
だ

け
は
強
調
さ
れ
る
の
だ
。

　
「
小
菅
刑
務
所
」
と
「
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
工
場
」
に
加
え
、「
帝
国

の
無
敵
駆
逐
艦
」
の
「
美
し
さ
」
が
契
機
と
さ
れ
て
、「
さ
う
し
て
、

小
菅
刑
務
所
と
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
工
場
と
軍
艦
と
、
こ
の
三
つ
の
も

の
を
一
つ
に
し
て
、
そ
の
美
し
さ
の
正
体
を
思
ひ
だ
し
て
ゐ
た
の
で

あ
つ
た
」
と
い
う
形
で
、い
よ
い
よ
そ
の
「
正
体
」
が
明
か
さ
れ
る
。

こ
の
三
つ
の
も
の
が
、
な
ぜ
、
か
く
も
美
し
い
か
。
こ
ゝ
に
は
、

美
し
く
す
る
た
め
に
加
工
し
た
美
し
さ
が
、
一
切
な
い
。
美
と

い
ふ
も
の
ゝ
立
場
か
ら
附
加
へ
た
一
本
の
柱
も
鋼
鉄
も
な
く
、

美
し
く
な
い
と
い
ふ
理
由
に
よ
つ
て
取
去
つ
た
一
本
の
柱
も
鋼

鉄
も
な
い
。
た
ゞ
、
必
要
な
も
の
ゝ
み
が
、
必
要
な
場
所
に
置

か
れ
た
。
さ
う
し
て
、
不
要
な
る
物
は
す
べ
て
除
か
れ
、
必
要

の
み
が
要
求
す
る
独
自
の
形
が
出
来
上
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
に
似
る
外
に
は
、
他
の
何
物
に
も
似
て
ゐ

な
い
形
で
あ
る
。
必
要
に
よ
つ
て
柱
は
遠
慮
な
く
歪
め
ら
れ
、

鋼
鉄
は
デ
コ
ボ
コ
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
レ
ー
ル
は
突
然
頭
上

か
ら
飛
出
し
て
く
る
。す
べ
て
は
、た
ゞ
、必
要
と
い
ふ
こ
と
だ
。

　

大
切
な
の
は
、「
美
し
さ
の
正
体
」
か
ら
「
美
と
い
ふ
も
の
ゝ
立
場
」

が
追
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。「
美
し
さ
の
正
体
」
を
考
察
す
る
う
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え
で
、「
美
と
い
ふ
も
の
ゝ
立
場
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
「
正
体
」
を
考
え
る
枠
組
み
を
読
者
か
ら
奪
い
、
ポ
ッ
カ
リ
と

し
た
空
所
を
充
填
す
る
言
葉
が
ま
さ
に
必
要
と
さ
れ
た
瞬
間
に
、「
必

要
」
と
い
う
語
が
満
を
持
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

池
内
紀
は
、「
僕
は
日
本
の
古
代
文
化
に
就
て
殆
ど
知
識
を
持
つ

て
ゐ
な
い
。
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
絶
賛
す
る
桂
離
宮
も
見
た
こ
と

が
な
く
、
玉
泉
も
大
雅
堂
も
竹
田
も
鉄
斎
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」

云
々
と
い
っ
た
書
き
出
し
に
つ
い
て
、「
否
定
語
ず
く
め
の
冒
頭
が

旧
来
の
思
想
の
大
胆
な
否
定
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
」
と
述
べ

て
い
る
）
3
（

。
ま
た
、高
橋
英
夫
は
「「
生
活
の
必
要
」
を
説
く
に
あ
た
っ

て
、「
美
」
や
「
伝
統
」
や
「
調
和
」
は
不
用
で
あ
り
無
価
値
で
あ

る
と
こ
と
さ
ら
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
理
的
必
然
性
は
何
も

な
い
筈
」
と
し
て
、「
否
定
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
指
摘
し
て
い
る
）
4
（

。

先
の
引
用
箇
所
で
は
、「
～
な
い
」
と
い
う
否
定
語
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
、「
美
と
い
ふ
も
の
ゝ
立
場
」
や
「
そ
の
ほ
か
の
ど

の
や
う
な
旧
来
の
観
念
」
と
も
異
な
る
、
そ
れ
こ
そ
「
必
要
」
な
も

の
だ
け
が
最
後
に
残
る
よ
う
な
論
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
必
要
」

こ
そ
が
「
す
べ
て
」
を
担
う
か
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
っ
た
く
無
関
係
な
「
小
菅

刑
務
所
」
と
「
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
工
場
」
と
「
軍
艦
」
と
を
同
じ
土

俵
に
配
置
し
、
三
者
に
共
通
す
る
「
郷
愁
」
や
「
美
し
さ
」
に
つ
い

て
、
掘
り
下
げ
た
思
考
の
賜
物
で
あ
る
「
必
要
」
と
い
う
語
が
日
常

語
と
は
異
な
る
批
評
性
を
纏
っ
て
独
自
化
を
被
る
の
だ
。
既
に
同
時

代
の
時
点
で
、
杉
山
英
樹
「
ユ
ニ
ッ
ク
な
文
章
」（『
現
代
文
学
』
一

九
四
二
・
四
）
の
よ
う
な
「
小
菅
に
関
す
る
限
り
は
、
完
全
に
間
違

つ
て
ゐ
る
や
う
だ
」
と
し
な
が
ら
も
、「
大
い
に
議
論
が
あ
る
と
こ

ろ
だ
が
、
こ
の
文
章
で
は
や
は
り
か
う
い
ふ
風
に
か
く
以
外
に
は
仕

方
が
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
る
。
賭
け
の
や
う
な
も
の

だ
。
こ
れ
か
あ
れ
か
で
は
な
く
、
こ
れ
が
一
つ
だ
」
と
い
う
評
価
が

提
出
さ
れ
て
い
た
）
5
（

。「
こ
れ
か
あ
れ
か
」
と
い
っ
た
ほ
か
の
選
択
肢

を
読
み
手
の
頭
に
浮
か
べ
る
暇
も
与
え
な
い
よ
う
な
「
賭
け
の
や
う

な
も
の
」
と
も
評
さ
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
こ
そ
が
、「
日
本
文
化
私
観
」

を
単
な
る
「
私
観
」
風
の
エ
ッ
セ
ー
か
ら
文
化
論
へ
と
格
上
げ
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
事
実
関
係
に
支
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

益
田
勝
実
は
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」（『
都
新
聞
』
一
九
四
一
・

一
一
・
二
〇
～
二
二
）
の
教
材
的
価
値
に
触
れ
て
、「
坂
口
安
吾
は

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
大
好
き
」
で
あ
り
、「
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
大
き
な
レ
ト

リ
ッ
ク
だ
」
と
述
べ
た
が
）
6
（

、「
日
本
文
化
私
観
」
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、「
必
要
」
と
い
う
言
葉
が
「
小
菅
刑
務
所
」
な
ど
に
感
じ
た

「
郷
愁
」
の
「
正
体
」
を
説
明
す
る
た
め
に
ま
さ
に
必
要
と
さ
れ
る

経
緯
を
丁
寧
に
説
明
す
る
た
め
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。

　

だ
が
、
ひ
と
た
び
「
必
要
」
と
い
う
語
を
提
示
す
る
や
否
や
今
度

は
逆
に
ま
っ
た
く
何
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
挿
む
こ
と
な
く
、
話
題
を
一

気
に
「
文
学
」
へ
と
転
換
し
て
み
せ
る
。

僕
の
仕
事
で
あ
る
文
学
が
、
全
く
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
だ
。
美
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し
く
見
せ
る
た
め
の
一
行
が
あ
つ
て
も
な
ら
ぬ
。
美
は
、
特
に

美
を
意
識
し
て
成
さ
れ
た
所
か
ら
は
生
れ
て
こ
な
い
。
ど
う
し

て
も
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
書
く
必
要
の
あ
る
こ
と
、
た
ゞ
、

そ
の
や
む
べ
か
ら
ざ
る
必
要
に
の
み
応
じ
て
、
書
き
つ
く
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
「
必
要
」
で
あ
り
、一
も
二
も
百
も
、

終
始
一
貫
た
ゞ
「
必
要
」
の
み
。
さ
う
し
て
、
こ
の
「
や
む
べ

か
ら
ざ
る
実
質
」
が
も
と
め
た
所
の
独
自
の
形
態
が
、
美
を
生

む
の
だ
。
実
質
か
ら
の
要
求
を
外
れ
、
美
的
と
か
詩
的
と
か
い

ふ
立
場
に
立
つ
て
一
本
の
柱
を
立
て
ゝ
も
、
そ
れ
は
、
も
う
、

た
わ
い
も
な
い
細
工
物
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
こ
れ
が
、
散
文
の

精
神
で
あ
り
、
小
説
の
真
骨
頂
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
同
時
に
、

あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
大
道
な
の
だ
。

　
「
必
要
」
と
い
う
言
葉
が
示
さ
れ
た
直
後
、
そ
れ
が
「
文
学
」
の

核
心
に
も
通
ず
る
よ
う
な
汎
用
性
の
あ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
も
即
座

に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
汎
用
性
と
は
、「
必
要
」
に
あ
ら
か

じ
め
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、建
築
の
話
題
か
ら
一
気
に「
文

学
」
へ
と
話
を
移
し
て
み
せ
る
そ
の
大
胆
な
越
境
と
も
見
え
る
よ
う

な
叙
法
に
よ
っ
て
事
後
的
に
生
成
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
も
、「
全
く
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
だ
」
と
い
う
指
示
代
名
詞
が

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
方
か
ら
自
発
的
に
こ
れ

ま
で
の
「
必
要
」
に
ま
つ
わ
る
文
脈
を
把
握
し
て
「
そ
れ
」
に
適
切

な
言
葉
を
代
入
し
、論
旨
に
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
必

要
」
と
い
う
語
の
必
要
性
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
つ
い
て
い
け
な

い
よ
う
な
大
胆
な
話
題
の
転
換
あ
る
い
は
飛
躍
を
み
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
必
要
」
の
必
要
性
が
自
作
自
演
的
に
つ
く
り
だ
さ
れ
て

い
る
の
だ
。
山
根
龍
一
が
「〈
必
要
〉
の
連
呼
に
よ
る
〈
散
文
の
精

神
〉
の
主
張
と
い
う
強
い
語
調
」
に
よ
っ
て
「
結
論
部
」
の
み
が
取

り
上
げ
ら
れ
が
ち
な
「
日
本
文
化
私
観
」
の
「
思
考
過
程
に
こ
そ
眼

を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
た
よ
う
に
）
7
（

、
こ
こ
で

は
せ
っ
か
く
つ
い
て
き
た
読
者
を
「
必
要
」
の
虜
に
す
る
た
め
に
も
、

「
た
だ
「
必
要
」
で
あ
り
、一
も
二
も
百
も
、終
始
一
貫
た
ゞ
「
必
要
」

の
み
。」
と
い
う
そ
れ
以
外
に
道
は
な
い
か
の
よ
う
な
力
強
い
断
言

に
加
え
、こ
こ
に
き
て
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
付
け
て
も
っ
と
も
ら
し
く「
必

要
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
連
の
叙
述
の
着
地

点
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
「
必
要
」
の
必
要
性
を
成
立
さ
せ
れ
ば
、「
散

文
の
精
神
」
な
る
も
の
も
「
芸
術
の
大
道
」
な
る
も
の
の
「
正
体
」

も
ま
た
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ　
「
必
要
」
の
実
用
性

　
「
日
本
文
化
私
観
」
の
「
美
し
さ
の
正
体
」
が
明
か
さ
れ
る
ま
で

の
過
程
に
つ
い
て
、
柄
谷
行
人
は
「
そ
れ
は
彼
の
い
わ
ば
一
回
的
な

経
験
で
あ
り
、
内
省
の
な
か
で
純
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
生
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活
」
と
し
て
、「
思
想
」
と
し
て
定
着
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
が
）
8
（

、「
必
要
」
に
し
ろ
「
石
の
思
ひ
」
に
お
け
る
風
景

に
し
ろ
、
ま
さ
に
「
僕
」
や
「
私
」
と
い
う
一
人
称
形
式
の
採
用
に

よ
っ
て
そ
の
「
内
省
」
を
丁
寧
に
描
き
、
読
者
を
巻
き
込
ん
で
い
く

叙
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
語
は
「
思
想
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

テ
ク
ス
ト
と
そ
の
読
者
の
な
か
に
「
定
着
」
さ
せ
ら
れ
る
と
い
え
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
福
田
和
也
が
柄
谷
の
批
評
の
文
体
に
つ
い
て
、

「
読
者
を
批
評
の
現
場
に
引
き
ず
り
込
む
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表
現

力
」
）
9
（

を
指
摘
し
た
こ
と
と
同
様
の
力
が
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
に
刻
ま
れ

て
い
た
と
い
え
る
。
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
、
柄
谷
の
批
評
の

仕
掛
け
や
そ
の
ほ
か
の
批
評
の
文
章
の
構
築
の
さ
れ
方
を
検
証
す
る

こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
安
吾
自
身
の
テ
ク
ス
ト
も
内

容
面
だ
け
で
な
く
、
そ
の
叙
法
の
観
点
か
ら
の
再
読
が
必
要
だ
。

柄
谷
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
一
・
七
）
に

つ
い
て
、
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
「
抽
象
的
で
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル

な
無
機
的
な
世
界
に
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
「
な
ぜ
な
ら
、

ふ
つ
う
「
ふ
る
さ
と
」
と
は
、
ひ
と
を
温
か
く
包
み
込
み
安
ら
ぎ
を

与
え
る
も
の
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
「
ふ
つ
う
」
の
ふ
る

さ
と
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
安
吾
の
独
自
性
、
い
わ
ゆ
る
〝
可
能
性

の
中
心
〟
を
語
っ
て
い
た
）
（1
（

。

　

し
か
し
、
柄
谷
の
「
ふ
つ
う
」
に
は
、
石
川
啄
木
の
よ
う
な
「
石

を
も
て
追
は
る
る
ご
と
く
／
ふ
る
さ
と
を
出
で
し
か
な
し
み
／
消
ゆ

る
時
な
し
」（『
一
握
の
砂
』
一
九
一
〇
、東
雲
堂
書
店
）
と
い
う
「
反

故
郷
の
物
語
」
の
存
在
や
「
故
郷
の
物
語
の
複
雑
さ
は
、
反
故
郷
の

物
語
を
含
ん
だ
か
た
ち
で
故
郷
の
物
語
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
」
と

い
っ
た
文
脈
は
排
除
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
柄
谷
の
用
い
る
「
ふ
つ
う
」
と

は
、
ち
ょ
う
ど
安
吾
が
「
一
般
性
」
を
駆
使
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な

仕
方
で
、
安
吾
の
独
自
性
を
語
り
や
す
く
す
る
た
め
に
拵
え
ら
れ
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
。「
石
の
思
ひ
」
の
「
私
」
が
「
北
原
武
夫
」
に

「
風
景
の
単
調
さ
」
を
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
の
好
む
風

景
に
一
般
性
が
な
い
こ
と
を
疑
ぐ
り
だ
し
た
」
と
い
う
箇
所
を
踏
ま

え
、
柄
谷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
（1
（

。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
小
菅
刑
務
所
や
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
の
工

場
が
気
に
入
る
彼
の
感
受
性
は
一
般
性
を
も
た
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
出
立
す
る
彼
の
論
理
も
一
般
性
を
も
た

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
そ
れ
が
特
異
感
覚

の
誇
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
う
で
あ
る
ほ
か
は
な

い
。
し
か
し
、そ
れ
ら
の
単
調
で
殺
風
景
な
形
観
に
「
懐
し
さ
」

を
お
ぼ
え
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
を
考
え
て
い
っ
た
は
て
に
、
彼

は
そ
れ
が
も
う「
生
存
そ
れ
自
体
が
孕
ん
で
い
る
絶
対
の
孤
独
」

で
あ
り
、
特
異
で
も
何
で
も
な
く
、
ど
ん
な
思
想
も
生
活
も
そ

こ
か
ら
出
発
す
る
ほ
か
な
い
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
発

見
し
た
の
だ
。

　
「
一
般
性
を
も
た
な
い
」
は
ず
の
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
般
に
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流
通
す
る
平
易
な
語
を
鍵
語
に
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
安
吾
の
言

葉
を
特
別
な
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、

「
一
般
性
」
か
ら
の
逸
脱
を
語
り
、
異
端
な
独
自
性
を
セ
ル
フ
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
し
て
い
く
叙
法
に
も
っ
と
目
を
向
け
る
こ
と
が
安
吾
の
テ

ク
ス
ト
を
読
み
直
す
意
義
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
日
本
文
化
私
観
」
で
示
さ
れ
た
「
必
要
」
と
い
う
語
は
、「
独
自

の
形
態
」
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
用
い
よ
う
と
す
る
と
、
相
当
使
い

づ
ら
い
。
個
別
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
際
に
、「
美
し
く

見
せ
る
た
め
の
一
行
」
な
ど
が
存
在
し
な
い
「
書
く
必
要
の
あ
る
こ

と
」
だ
け
が
書
か
れ
た
作
品
な
の
だ
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
も

説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
不
要
と
も
思
わ
れ
る
細
部

や
逸
脱
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
の
ミ
ス
な
ど
も
す
べ
て
「
書
く
必
要

の
あ
る
こ
と
」
の
次
元
に
回
収
す
る
こ
と
は
、
作
り
手
の
神
聖
視
へ

と
つ
な
が
り
、
作
品
へ
の
批
判
を
困
難
に
し
て
し
ま
う
。「
散
文
の

精
神
」
や
「
文
学
」、「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
大
道
」
な
ど
と
い
っ
た
抽

象
的
な
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
「
必
要
」
を
使
お
う
に
も
、
そ
れ

は
既
に
「
日
本
文
化
私
観
」
で
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、

個
別
の
テ
ク
ス
ト
に
「
必
要
」
を
あ
て
は
め
て
も
「
日
本
文
化
私
観
」

の
論
旨
を
実
証
す
る
だ
け
で
あ
る
。

　
「
必
要
」
と
は
、
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
に
限
ら
ず
、
同
時
代
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
や
普
段
の
身
の
回
り
の
「
生
活
」
を
考
察
す
る
際
な
ど
に

使
お
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
使
え
る
概
念
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と

も
そ
れ
を
使
っ
た
と
こ
ろ
で
使
っ
た
も
の
に
は
独
自
性
な
ど
宿
ら
な

い
。「
必
要
」
を
提
示
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
日
本
文
化
私
観
」
の
目

的
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
独
自
性
や
必
要
性
は
「
日
本
文
化
私
観
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
（
の
み
）
宿
り
、
読
者
に
と
っ
て
の
実
用
性
を

汲
み
出
す
の
は
、
難
し
い
。「
必
要
」
を
支
え
て
い
る
の
は
、「
不
思

議
に
心
を
惹
か
れ
る
眺
め
」
を
起
源
と
し
て
そ
の
「
正
体
」
が
突
き

止
め
ら
れ
る
ま
で
の
一
連
の
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
が
叙
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
既
に
定
着
し
た
批
評
用
語
と
し
て

使
わ
ざ
る
を
得
な
い
読
者
と
は
異
な
り
、「
正
体
」
に
つ
い
て
言
語

化
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
語
は
、「
日
本
文
化
私
観
」
と
い
う

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
の
み
一
回
的
な
意
義
を
持
ち
得
る
と
い
え
る
。

　
「
必
要
」
と
い
う
語
を
使
う
こ
と
が
「
日
本
文
化
私
観
」
の
存
在

意
義
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
を

使
わ
ず
に
安
吾
を
論
じ
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
エ
ッ

セ
ー
の
言
葉
に
引
き
ず
ら
れ
ず
に
小
説
を
読
み
直
す
と
い
う
方
法
は

こ
れ
に
あ
た
る
。
だ
が
、本
稿
で
述
べ
た
「
日
本
文
化
私
観
」
の
「
必

要
」
や
「
石
の
思
ひ
」
に
お
け
る
風
景
観
は
、そ
も
そ
も
「
一
般
性
」

が
な
く
、「
九
分
九
里
の
人
間
」
に
は
理
解
の
及
ば
な
い
感
受
性
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
言
葉
に
反
発
す
る
こ
と
も
ま
た
、「
日
本
文

化
私
観
」
や
「
石
の
思
ひ
」
の
逸
脱
し
た
独
自
性
を
強
化
す
る
こ
と

に
な
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
ろ
う
と
も
テ
ク
ス
ト
に

奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
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こ
ろ
こ
そ
、
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
の
大
き
な
魅
力
な
の
で
あ
り
、
し
か

し
安
吾
を
読
む
際
に
も
っ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
な
の

で
あ
る
。

　

大
岡
昇
平
は
、
安
吾
が
「「
教
祖
」
と
い
は
れ
る
ほ
ど
大
衆
的
人

気
を
博
し
た
所
以
は
、
作
品
よ
り
も
そ
の
ポ
ー
ズ
に
負
ふ
と
こ
ろ
が

多
か
つ
た
ら
し
い
」
と
し
、「「
堕
落
論
」
か
ら
「
巷
談
」
に
到
る
彼

の
エ
ッ
セ
ー
は
、
そ
れ
ほ
ど
條
理
の
通
つ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ

の
独
断
論
理
を
支
へ
る
一
種
の
気
分
的
な
粘
着
性
が
、
一
種
の
説
得

力
と
な
つ
て
現
は
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
）
（1
（

、
大
岡
が
述
べ
た

以
外
の
テ
ク
ス
ト
も
含
め
、
そ
の
叙
法
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

「
説
得
力
」
を
検
証
す
る
こ
と
が
、
安
吾
を
「
教
祖
」
に
し
な
い
た

め
の
方
法
だ
ろ
う
）
（1
（

。

注（
1
）　

坂
口
安
吾
「
あ
と
が
き
」（『
い
づ
こ
へ
』
一
九
四
七
・
五
、
真
光
社
）。

（
2
）　 

奥
野
健
男
『
増
補　

文
学
に
お
け
る
原
風
景
―
―
原
っ
ぱ
・
洞
窟
の

幻
想
』（
一
九
八
九
、
集
英
社
）、
四
一
～
四
二
ペ
ー
ジ
。
奥
野
が
述

べ
る
「
原
風
景
」
と
は
、「
そ
の
作
家
の
魂
に
焼
付
い
て
永
遠
に
離

れ
な
く
な
っ
た
、記
憶
の
ひ
と
こ
ま
」を「
核
」と
す
る「
原
イ
メ
ー
ジ
」

を
支
え
る
「
広
く
深
い
フ
ィ
ー
ル
ド
全
体
」
を
指
す
（
四
四
ペ
ー
ジ
）。

（
3
）　 

池
内
紀「「
私
観
」の
読
み
方
」（『
坂
口
安
吾
全
集
』第
三
巻
月
報
一
一
、

一
九
九
九
、筑
摩
書
房
）。
な
お
、池
内
は
全
四
章
で
構
成
さ
れ
る
「
日

本
文
化
私
観
」
に
お
い
て
、
一
を
除
く
二
～
四
の
書
き
出
し
が
酷
似

し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
日
本
文
化
私
観
」
の
叙
法
を
総
体

と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
本
稿
で
言
及
し
た
「
必
要
」

に
つ
い
て
の
箇
所
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
へ
の
目
配
り
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
点
は
機
会
を
改
め
た
い
。

（
4
）　

高
橋
英
夫
「
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
」（『
新
潮
』
一
九
九
一
・
七
）。 

（
5
）　 

杉
山
の
評
に
よ
れ
ば
、「
僕
の
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
運
動
場
や
あ

あ
い
ふ
建
物
に
た
い
す
る
美
学
の
や
う
な
も
の
が
あ
つ
て
小
菅
な

ど
、
殆
ん
ど
世
界
中
の
代
表
的
な
「
美
し
い
刑
務
所
」
の
建
築
様
式

を
比
較
研
究
し
た
う
へ
で
、
あ
あ
つ
く
つ
た
の
だ
さ
う
だ
」
と
い
う
。

な
お
、
杉
山
が
言
及
す
る
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
来
日
時
の
小
菅
刑
務
所
の

評
価
に
つ
い
て
は
、『
読
売
新
聞
』（
一
九
三
二
・
五
・
二
〇
、
朝
刊
）

が
、「
囚
人
に
敬
礼
さ
れ
チ
ャ
プ
さ
ん
恐
縮　

小
菅
刑
務
所
俄
か
見

学
」
の
見
出
し
で
、「
い
や
実
に
立
派
な
も
の
で
す
ね
。
私
は
日
本

に
こ
ん
な
立
派
な
監
獄
が
あ
ら
う
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
で
し
た
」や「
明

る
く
て
気
持
ち
が
良
い
、
実
に
良
い
設
備
だ
」
と
い
っ
た
発
言
を
報

じ
て
い
る
。

（
6
）　 

益
田
勝
実『
国
語
科
教
育
法
』（
一
九
八
一
、法
政
大
学
通
信
教
育
部
）、

引
用
は
『
益
田
勝
実
の
仕
事
』
第
五
巻
（
二
〇
〇
六
、
ち
く
ま
学
芸

文
庫
）、
五
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
7
）　 
山
根
龍
一
「
坂
口
安
吾
「
日
本
文
化
私
観
」
論
―
―
記
憶
の
問
題
を

中
心
に
」（『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
一
〇
・
五
）。

（
8
）　 

柄
谷
行
人
「『
日
本
文
化
私
観
』
論
」（『
文
藝
』
一
九
七
五
・
五
、七
）、
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引
用
は
『
坂
口
安
吾
論
』（
二
〇
一
七
、
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
）、
一
六

三
ペ
ー
ジ
。

（
9
）　 
福
田
和
也
「
柄
谷
行
人
氏
と
日
本
の
批
評
」（『
甘
美
な
人
生
』
一
九

九
五
、
新
潮
社
）、
引
用
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
（
二
〇
〇
〇
）、
二

四
ペ
ー
ジ
。

（
10
）　

柄
谷
前
掲
書
（
８
）、
一
四
九
ペ
ー
ジ
。 

（
11
）　 

成
田
龍
一
「
都
市
空
間
と
「
故
郷
」」（
成
田
龍
一
・
藤
井
淑
禎
・
安

井
眞
奈
美
・
内
田
隆
三
・
岩
田
重
則
『
故
郷
の
喪
失
と
再
生
』
二
〇

〇
〇
、
青
弓
社
）、
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
12
）　 

柄
谷
前
掲
書
（
８
）、
一
六
五
～
一
六
六
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
柄
谷
は

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
岩
だ
ら
け
の
景
色
の
な
か
で
―
―
サ
ブ
ラ
イ
ム
と

安
吾
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
二
五
巻
第
三
号
、二
〇
〇
〇
・
五
）
で
、「
一

般
性
」
と
「
普
遍
性
」
に
つ
い
て
、「
一
般
性
は
経
験
に
も
と
づ
く
が
、

普
遍
性
は
理
性
に
よ
る
飛
躍
を
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
区
別

し
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、「
安
吾
は
一
般
的
で
な
い
、
そ
の
意
味

で
は
特
異
的
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
安
吾
の
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
普
遍
的
で
す
」

と
述
べ
て
い
る
。

（
13
）　

大
岡
昇
平
「
放
浪
者
坂
口
安
吾
」（『
文
學
界
』
一
九
五
一
・
一
）。

（
14
）　 

山
路
敦
史
「
ふ
た
つ
の
〈
教
祖
の
文
学
〉
―
―
坂
口
安
吾
「
教
祖
の

文
学
」
と
色
川
武
大
「
眼
の
性
の
よ
さ
」」（
武
蔵
野
大
学
国
文
学
会

二
〇
二
〇
年
度
研
究
大
会
、
二
〇
二
〇
・
一
二
・
二
六
、
口
頭
発
表
）

で
試
み
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
別
稿
を
準
備
し

て
い
る
。

〔
附
記
〕　 

坂
口
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、『
坂
口
安
吾
全
集
』（
一
九
九

八
～
二
〇
一
二
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。


