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一 

三
浦
哲
郎
「
盆
土
産
」
に
お
け
る
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」 

―
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
を
応
用
し
た
文
学
教
材
研
究
― 

和 

田 
 

 

崇 
 

【
要
旨
】 

 

本
稿
は
、
光
村
図
書
の
中
学
二
年
生
用
の
国
語
教
科
書
『
国
語
2
』
に
収
録
さ
れ
た

三
浦
哲
郎
の
短
編
小
説
「
盆
土
産
」
を
分
析
し
た
作
品
論
で
あ
る
。
分
析
方
法
と
し
て

は
、
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
を
援
用
し
、
諸
本
の
本
文
校
訂
を
た
ど
り
な
が
ら
、

そ
こ
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
の
校
異
に
着
目
し
、

そ
の
違
い
の
意
味
を
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
断
っ
て
お
け
ば
、「
え
び

フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
の
校
異
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
す
で
に
加
藤

郁
夫
（
二
〇
〇
六
）
や
三
村
孝
志
（
二
〇
一
〇
）
、
昌
二
佳
広
（
二
〇
一
一
）
が
論
じ
て

い
る
。
だ
が
、
改
訂
前
後
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
評
価
づ
け
や
、
校
異
に
よ
っ
て
導
き

出
さ
れ
る
「
語
り
手
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

本
稿
で
は
、
校
異
と
語
り
手
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
に
示
唆
を
受
け
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で

と
は
異
な
る
「
盆
土
産
」
の
校
異
に
対
す
る
評
価
を
打
ち
だ
し
、
そ
れ
を
教
材
研
究
へ

と
結
び
つ
け
る
た
め
の
新
た
な
物
語
の
解
釈
を
提
示
し
た
。 

  

【
本
文
】 は

じ
め
に 

 

短
編
小
説
「
盆
土
産
」
は
、
雑
誌
『
海
』（
中
央
公
論
社
）
の
一
九
七
九
年
一
〇
月
号

に
初
め
て
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
、
短
編
集
『
冬
の
雁
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
〇
年
）
に

収
め
ら
れ
た
（
書
誌
に
つ
い
て
は
本
稿
第
一
節
で
詳
述
す
る
）
。 

 

作
者
の
三
浦
哲て

つ

郎お

は
、
一
九
三
一
年
に
青
森
県
八
戸
市
に
生
ま
れ
、
四
九
年
に
高
校

を
卒
業
後
、
早
稲
田
大
学
経
済
学
部
に
入
学
し
た
が
、
次
兄
の
失
踪
に
絶
望
し
て
大
学

を
中
退
し
て
帰
郷
し
、
二
年
間
、
郷
里
の
八
戸
で
中
学
教
師
を
勤
め
た
。
そ
の
た
め
、

「
汁
粉
に
酔
う
の
記
」
（
『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
一
一
月
一
二
日
）
の
よ
う
に
、
彼

の
中
学
教
師
時
代
を
彷
彿
と
さ
せ
る
作
品
が
あ
る
ほ
か
、「
盆
土
産
」
の
よ
う
に
、
青
少

年
の
微
妙
な
心
理
を
描
い
た
作
品
も
多
く
描
い
て
い
る
。
五
二
年
に
教
師
を
辞
め
る
と
、

次
第
に
文
学
へ
の
志
を
強
め
、
二
二
歳
で
早
稲
田
大
学
仏
文
科
に
再
入
学
し
、
同
人
誌

に
発
表
し
た
作
品
が
注
目
を
集
め
、
六
〇
年
一
〇
月
号
の
『
新
潮
』
に
発
表
し
た
中
編

小
説
「
忍
ぶ
川
」
で
第
四
四
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
。
そ
の
後
も
、
長
編
小
説
「
海
の

道
」
（
『
文
学
界
』
一
九
六
七
年
一
月
号
～
六
九
年
一
〇
月
号
連
載
）
な
ど
多
数
の
作
品

を
執
筆
し
、
二
〇
一
〇
年
に
七
九
歳
で
死
去
し
た
。
注
（
1
） 

三
浦
哲
郎
の
作
品
の
中
で
「
盆
土
産
」
は
、
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
「
忍
ぶ
川
」
な
ど

に
比
べ
、
そ
れ
ほ
ど
文
壇
に
注
目
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
く

こ
の
作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。 

 
『
読
ん
で
お
き
た
い
名
著
案
内
：
教
科
書
掲
載
作
品
小
・
中
学
校
編
』（
日
外
ア
ソ
シ

エ
ー
ツ
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
る
と
、「
盆
土
産
」
の
教
科
書
収
録
は
、
光
村
図
書
が
一

九
八
七
年
に
発
行
し
、
八
九
年
度
ま
で
使
用
さ
れ
た
中
学
二
年
生
配
当
の
『
国
語
2
』

が
最
初
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
九
〇
年
か
ら
九
二
年
度
ま
で
使
用
さ
れ
た
『
国
語
2
』

に
も
再
録
さ
れ
、
そ
の
後
、
一
四
年
間
教
科
書
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
二
〇



―  137  ―

和 田   崇 

 

二 

〇
六
年
に
再
び
光
村
図
書
の
『
国
語
2
』
に
掲
載
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
同
教
科
書

に
収
録
さ
れ
続
け
て
い
る
。
い
わ
ば
光
村
図
書
の
定
番
教
材
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
の
「
盆
土
産
」
の
梗
概
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
テ
ク
ス
ト
で
は
、
主
人
公

な
い
し
視
点
人
物
を
語
り
手
と
し
て
、「
僕
」
や
「
私
」
な
ど
の
自
称
を
用
い
ず
に
物
語

が
展
開
す
る
。
主
人
公
も
し
く
は
視
点
人
物
を
「
（
小
三
の
）
息
子
」
と
仮
称
す
る
と
、

息
子
の
家
庭
は
、
祖
母
、
父
、
姉
の
四
人
家
族
で
、
祖
父
と
母
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て

い
る
。
作
者
の
郷
里
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
点
や
直
接
話
法
で
記
さ
れ
る
方
言
の
特
徴
、

当
時
の
東
北
行
き
列
車
の
発
着
口
で
あ
っ
た
上
野
駅
か
ら
「
夜
行
で
お
よ
そ
八
時
間
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
舞
台
は
お
そ
ら
く
青
森
の
田
舎
町
で
あ
る
。
ま
た
、

父
親
は
東
京
の
工
事
現
場
で
出
稼
ぎ
労
働
を
し
て
お
り
、
盆
と
正
月
ぐ
ら
い
し
か
家
に

帰
っ
て
来
な
い
。
そ
の
父
が
、
正
月
休
み
で
帰
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
今
年
の
盆
に
は

帰
れ
ぬ
だ
ろ
う
と
話
し
て
お
き
な
が
ら
、
盆
直
前
に
な
っ
て
速
達
の
手
紙
を
よ
こ
し
、

盆
に
は
帰
る
こ
と
と
、
え
び
フ
ラ
イ
を
土
産
に
す
る
か
ら
油
と
ソ
ー
ス
を
買
っ
て
お
く

よ
う
に
指
示
し
た
。 

 

物
語
内
の
時
間
は
、
そ
の
速
達
が
届
い
た
翌
日
、
盆
入
り
前
日
の
八
月
一
二
日
か
ら

始
ま
る
。
父
か
ら
の
急
な
連
絡
に
よ
り
、
息
子
は
父
親
の
好
物
で
あ
る
生
蕎
麦
の
出
汁

に
使
う
雑
魚
を
川
へ
釣
り
に
来
て
い
た
。
釣
り
を
し
な
が
ら
、
息
子
は
速
達
が
届
い
た

昨
夜
か
ら
現
在
ま
で
を
振
り
返
り
、
ま
だ
見
ぬ
え
び
フ
ラ
イ
が
ど
ん
な
食
べ
物
か
想
像

を
め
ぐ
ら
せ
る
。
ま
た
、
息
子
は
え
び
、
、
フ
ラ
イ
の
こ
と
を
「
え
ん
び

、
、
、
フ
ラ
イ
」
と
発
音

し
、
自
分
で
は
正
確
に
言
え
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
周
り
に
は
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
て

い
る
ら
し
く
、
姉
に
訂
正
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
息
子
が
雑
魚
を
釣
り

終
え
、
父
を
迎
え
る
準
備
が
整
う
と
、
父
親
は
予
定
ど
お
り
に
帰
っ
て
来
た
。
息
子
や

姉
に
と
っ
て
は
、
え
び
フ
ラ
イ
の
み
な
ら
ず
、
保
存
用
に
同
梱
し
た
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
も

初
め
て
見
る
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
初
め
て
食
べ
た
え
び
フ
ラ
イ
は
、
「
い
い
歯
応
え
」

で
「
え
も
い
わ
れ
な
い
う
ま
さ
」
で
あ
っ
た
。
翌
日
の
午
後
、
家
族
は
墓
参
り
に
出
か

け
、
祖
母
の
念
仏
に
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
い
う
言
葉
が
混
じ
る
の
を
聞
い
た
息
子
は
、

早
死
に
し
た
母
は
え
び
フ
ラ
イ
の
よ
う
な
お
い
し
い
も
の
を
一
度
も
食
べ
ず
に
死
ん
だ

の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
そ
の
日
の
夕
方
に
再
び

東
京
へ
向
か
う
父
を
見
送
る
際
に
は
、
正
月
に
も
え
び
フ
ラ
イ
を
持
っ
て
帰
る
こ
と
を

促
す
か
の
よ
う
に
、
別
れ
の
あ
い
さ
つ
を
言
う
つ
も
り
が
不
意
に
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」

と
口
に
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。 

 

「
盆
土
産
」
に
つ
い
て
は
、
光
村
図
書
一
社
の
み
が
収
録
し
続
け
て
い
る
定
番
教
材

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
先
行
研
究
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
特
に
、
授
業
実
践
の
論
文
が

ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
お
り
、
文
学
研
究
の
分
野
で
は
そ
れ
ほ
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
光
村
図
書
の
指
導
書
が
「
指
導
の
展
開
例
」
と
し
て
第
四
時
の
目
標
と
し
て

掲
げ
て
い
る
「
少
年
の
父
親
に
対
す
る
思
い
」
や
「
家
族
の
き
ず
な
」
注
（
2
）

と
い
っ
た

主
題
が
、
比
較
的
容
易
に
捉
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。 

 

先
行
研
究
の
中
で
は
、
加
藤
郁
夫
の
「
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
―
―

「
盆
土
産
」（
三
浦
哲
郎
）
の
改
訂
に
関
わ
っ
て
」（
『
日
文
協
国
語
教
育
』
三
六
号
、
日

本
文
学
協
会
国
語
教
育
部
会
、
二
〇
〇
六
年
）
が
、
自
選
全
集
へ
再
収
録
さ
れ
る
際
の

改
訂
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
論
者
の
関
心
と
重
な
る
。
加
藤
は
、
川
で
冷
や
し
て
お
い

た
父
親
の
ビ
ー
ル
を
息
子
が
取
り
に
行
く
際
、
隣
の
喜
作
と
出
会
い
、
そ
こ
で
息
子
と

喜
作
の
両
方
が
発
し
た
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
い
う
言
葉
が
、
初
出
や
初
収
録
単
行
本
と

異
な
り
、
自
選
全
集
で
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
に
改
め
ら
れ
た
点
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、

加
藤
は
こ
の
改
訂
を
、
「
語
り
手
と
語
ら
れ
る
対
象
と
の
距
離
を
よ
り
鮮
明
に
し
て
、
」

語
り
手
で
あ
る
「
大
人
に
な
っ
た
息
子
」
が
「
あ
た
か
も
小
三
の
息
子
が
語
っ
て
い
る

よ
う
に
見
せ
る
」「
語
り
の
仕
掛
け
」
を
可
視
化
す
る
も
の
と
し
て
意
義
づ
け
た
。
加
藤

の
論
考
は
、
お
そ
ら
く
「
盆
土
産
」
の
校
異
を
指
摘
し
た
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
三
村
孝
志
の
「
三
浦
哲
郎
「
盆
土
産
」
論
」
（
『
新
大
國
語
』
三
三
号
、
新
潟

大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
作
品
の
舞
台
や
時
代
設
定
、
語

り
の
特
徴
、
母
を
不
在
に
し
た
意
味
な
ど
、
テ
ク
ス
ト
を
紐
解
く
多
角
的
な
視
点
を
提

示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
論
に
お
い
て
は
、
前
掲
の
加
藤
論
を
引
用
し
て
校
異
や
語
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三 

り
の
問
題
に
も
踏
み
込
ん
で
お
り
、
加
藤
論
の
修
正
も
図
っ
て
い
る
。
注
（
3
）

加
藤
も
三

村
も
、
校
異
を
語
り
の
問
題
に
結
び
付
け
て
い
る
点
が
興
味
深
い
（
校
異
と
語
り
の
関

係
に
つ
い
て
は
本
稿
第
二
節
で
詳
述
す
る
）
。 

 

さ
ら
に
、
昌
二
佳
広
の
「
文
学
教
材
「
盆
土
産
」（
三
浦
哲
郎
）
の
教
材
研
究
―
「
語

り
」
の
問
題
と
そ
の
教
材
性
」
（
『
茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
：
教
育
科
学
』
六
〇
号
、

二
〇
一
一
年
）
は
、
加
藤
論
と
二
村
論
が
指
摘
し
た
校
異
も
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
物
語

世
界
に
内
在
す
る
生
身
の
人
物
が
語
り
手
で
あ
り
な
が
ら
「
僕
は
」「
俺
は
」
と
い
っ
た

主
語
が
一
切
用
い
ら
れ
」
ず
、「
一
見
小
学
三
年
生
の
少
年
で
あ
り
な
が
ら
、
小
学
三
年

生
の
用
い
る
そ
れ
と
は
到
底
思
え
な
い
語
彙
・
言
い
回
し
・
構
文
を
も
っ
て
語
る
」「
特

殊
な
「
語
り
」
の
方
法
」
に
注
目
し
、
そ
の
認
識
を
教
材
研
究
に
導
入
す
る
可
能
性
を

示
し
て
い
る
。
本
稿
に
示
唆
を
与
え
た
論
考
で
あ
り
、「
盆
土
産
」
の
語
り
手
の
問
題
を

教
材
研
究
に
応
用
す
る
う
え
で
、
現
時
点
で
最
も
真
摯
に
取
り
組
ん
だ
論
考
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
語
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
野
中
潤
の
「
教
材
と
し
て
の
「
盆
土
産
」（
三
浦

哲
郎
）
」
（
『
国
文
学
論
考
』
五
三
号
、
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
七
年
）

に
お
い
て
も
、「
叙
述
さ
れ
て
い
る
表
現
の
態
様
は
、
明
ら
か
に
小
学
三
年
生
の
も
の
で

は
な
い
。
視
点
人
物
が
少
年
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
に
寄
り
添
い
な
が
ら
そ
の
行
動
や

心
理
を
描
写
し
て
い
る
存
在
が
別
個
に
存
在
す
る
」
と
、
昌
二
論
と
ほ
ぼ
同
様
の
考
え

が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
多
く
は
、
視
点
人
物
に
対
し
て
人
称
代
名
詞
を
用
い

な
い
「
盆
土
産
」
の
特
異
な
語
り
手
に
着
目
し
て
お
り
、
そ
れ
と
諸
本
の
異
同
を
関
連

づ
け
て
い
る
論
考
も
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
論
を
参
考
に
し
つ
つ
、

諸
本
の
異
同
を
改
め
て
提
示
し
て
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
、
最
良

の
テ
ク
ス
ト
を
識
別
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
現
行
の
教
科
書
本
文
に
対
す
る

評
価
と
意
味
づ
け
を
行
い
、
語
り
の
位
相
を
応
用
し
た
新
た
な
物
語
の
解
釈
を
提
示
し

た
い
。 

 

一 

「
盆
土
産
」
の
書
誌
と
校
異 

 

ま
ず
、
改
め
て
書
誌
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
冒
頭
で
既
述
し
た
と
お
り
、

「
盆
土
産
」
の
初
出
誌
は
『
海
』
一
九
七
九
年
一
〇
月
号
で
あ
り
、
初
収
録
単
行
本
（
以

下
、
初
版
本
と
略
す
）
は
『
冬
の
雁
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
〇
年
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、

現
在
ま
で
「
盆
土
産
」
を
収
録
し
続
け
て
い
る
光
村
図
書
版
『
国
語
2
』
で
は
、
底
本

に
こ
の
初
版
本
の
『
冬
の
雁
』
を
用
い
て
い
る
注
（
4
）
。
し
か
し
、「
盆
土
産
」
は
そ
の
後

も
い
く
つ
か
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

初
出
と
初
版
本
を
除
い
た
「
盆
土
産
」
の
書
誌
を
、
左
に
列
挙
す
る
。 

・
『
三
浦
哲
郎
自
選
全
集
』
第
8
巻
（
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
） 

・
『
冬
の
雁
』
（
文
藝
春
秋
社
（
文
春
文
庫
）
、
一
九
八
九
年
） 

・
浅
田
次
郎
〔
選
〕
・
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
〔
編
〕
『
人
恋
し
い
雨
の
夜
に
：
せ
つ
な

い
小
説
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
（
光
文
社
（
光
文
社
文
庫
）
、
二
〇
〇
六
年
） 

・『
教
科
書
名
短
篇
：
少
年
時
代
』（
中
央
公
論
新
社
（
中
公
文
庫
）
、
二
〇
一
六
年
） 

 

三
浦
哲
郎
が
二
〇
一
〇
年
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
中
公
文
庫
版
の

『
教
科
書
名
短
篇
』
で
は
、
作
者
自
ら
の
校
正
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
光
文
社

文
庫
版
の
『
人
恋
し
い
雨
の
夜
に
』
も
、
底
本
に
文
春
文
庫
版
『
冬
の
雁
』
を
用
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
春
文
庫
版
は
自
選
全
集
を
底
本
と
し
て
お
り
、

難
読
漢
字
へ
新
た
に
ル
ビ
を
振
る
校
訂
し
か
確
認
で
き
な
い
注
（
5
）
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
う
ち
、
初
出
か
ら
自
選
全
集
ま
で
の
校
異
を
示
す
こ
と
に
し
た
。 

こ
こ
で
断
っ
て
お
く
と
、
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、「
盆
土
産
」
の
本
文
異
同
の
調
査

は
す
で
に
先
行
研
究
で
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
特
に
昌
二
佳
広
の
論
考
で
は
、
教
科
書

の
異
同
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
大
い
に
参
考
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
な
ぜ
先
行

論
で
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
の
校
異
ば
か
り
が
問
題
視
さ
れ
る
の
か
、

そ
れ
を
視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
ま
た
、
資
料
と
し
て
再
利
用
し
や
す
く

す
る
た
め
に
も
、
諸
本
の
異
同
を
詳
し
く
提
示
し
て
お
き
た
い
【
巻
末
に
掲
載
】
。 

初
出
誌
か
ら
初
版
本
へ
の
校
異
で
最
も
多
い
の
は
、
11
～
14
の
よ
う
な
読
点
の
追
加
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四 

で
あ
る
。
ま
た
、
父
親
の
禿
げ
た
額
の
日
焼
け
痕
を
「
色
褪
せ
て
い
た
」
か
ら
「
生
白

か
っ
た
」
と
変
え
た
21
や
、
隣
の
喜
作
が
着
て
い
る
彼
の
父
親
か
ら
の
土
産
で
あ
ろ
う

「
派
手
な
色
の
横
縞
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
に
「
真
新
し
い
」
と
い
う
形
容
を
加
え
た
28
な
ど
、

表
現
そ
の
も
の
に
関
わ
る
大
き
な
校
訂
も
施
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
最
も
大
き
な
校
異

は
、
地
の
文
に
お
け
る
「
え
び
」
と
「
え
ん
び
」
の
傍
点
が
欠
落
し
た
4
で
あ
ろ
う
。

傍
点
の
有
無
に
よ
っ
て
、
息
子
が
彼
の
内
面
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
両
者
の
違
い
を
認
識

で
き
て
い
る
か
に
差
が
生
じ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
自
選
全
集
の
際
に
再
び

傍
点
を
振
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
純
な
見
落
と
し
や
誤
植
の
可
能
性
も
あ
る
。 

 

初
版
本
か
ら
自
選
全
集
へ
の
校
訂
で
は
、
16
～
20
で
集
中
的
に
確
認
で
き
る
よ
う
な

漢
字
と
ひ
ら
が
な
表
記
の
校
異
が
多
い
。
そ
し
て
、
表
を
俯
瞰
す
る
と
、
や
は
り
30
と

31
の
変
化
、
先
行
論
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
息
子
と
喜
作
と
の
会
話
に
お
け
る

「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
の
違
い
が
突
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

繰
り
返
し
と
な
る
が
、
過
去
の
物
も
含
め
て
教
科
書
の
本
文
は
、
初
版
本
を
底
本
と

し
て
い
る
注
（
6
）
。
掲
載
に
当
た
っ
て
は
、
た
と
え
ば
「
き
こ
え
る
」
を
「
聞
こ
え
る
」

に
直
し
た
い
わ
ゆ
る
教
育
漢
字
の
使
用
や
、「
勿
論
」
を
「
も
ち
ろ
ん
」
と
す
る
よ
う
な

公
用
文
の
ル
ー
ル
に
も
と
づ
く
校
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
問
題
の
箇
所
は
初
版

本
ど
お
り
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

作
者
で
あ
る
三
浦
自
身
が
、
決
定
稿
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
校
訂
し
た
自
選
全
集
な
い
し

文
春
文
庫
版
『
冬
の
雁
』
を
光
村
図
書
は
出
典
と
せ
ず
、
あ
る
い
は
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」

へ
の
修
正
も
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
、
昌
二
は
、
「
『
教
師
用
指
導
書
』

に
も
、
出
典
文
献
を
示
す
の
み
で
右
の
こ
と
（
＊
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」

の
校
異
―
―
引
用
者
注
）
に
関
す
る
注
記
・
解
説
な
ど
は
特
に
見
ら
れ
な
い
の
で
、
少
な

く
と
も
、
敢
え
て
積
極
的
に
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
し
た
と
は
受
け
止
め
ら
れ
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。
同
氏
が
行
論
上
で
引
用
し
た
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」

へ
の
着
目
を
促
す
教
科
書
の
問
い
に
対
す
る
指
導
書
の
解
答
例
を
見
て
も
、
積
極
的
な

理
由
が
あ
っ
て
出
典
を
選
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
判
断
は
納
得
で
き
る
。 

し
か
し
、
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
偶
然
に
も
、
あ
る
い
は
揶
揄
的
に
表
現
す
れ
ば

安
易
に
選
定
さ
れ
た
教
科
書
の
出
典
で
あ
る
初
版
本
の
テ
ク
ス
ト
は
、
物
語
の
解
釈
に

新
た
な
地
平
を
ひ
ら
く
最
良
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
論
者
は
判
断
す
る
。
次
節
で
は
、

そ
の
理
由
を
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

二 

「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
の
校
異
の
解
釈 

 

「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
の
校
異
が
発
生
し
た
場
面
を
改
め
て
検
討

す
る
た
め
に
、
現
行
の
教
科
書
（
『
国
語
2
』
光
村
図
書
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
の
本
文

か
ら
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
。 

 
 

「
父
っ
ち
ゃ
、
帰
っ
た
て
な
？
」 

 
 

 

喜
作
は
一
級
上
の
四
年
生
だ
が
、
偉
そ
う
に
腕
組
み
を
し
て
こ
ち
ら
の
ぬ
れ
た

ビ
ー
ル
を
じ
ろ
じ
ろ
見
な
が
ら
そ
う
言
う
の
で
、 

 
 

「
ん
だ
。
」 

 
 

と
う
な
ず
い
て
か
ら
、
土
産
は
何
か
と
き
か
れ
る
前
に
、 

 
 

「
え
び
フ
ラ
イ
」 

 
 

と
言
っ
た
。 

 
 

 

喜
作
は
気
勢
を
そ
が
れ
た
よ
う
に
、
口
を
開
け
た
ま
ま
き
ょ
と
ん
と
し
て
い
た
。 

「
…
…
な
ん
ど
え
？
」 

「
え
び
フ
ラ
イ
。
」 

「
…
…
え
び
フ
ラ
イ
っ
て
、
何
せ
。
」 

 

そ
れ
が
知
り
た
け
れ
ば
家
に
来
て
み
ろ
。
そ
う
言
い
た
か
っ
た
が
、
見
せ
る
だ

け
で
も
も
っ
た
い
な
い
の
に
、
つ
い
で
に
一
口
と
言
わ
れ
る
の
が
怖
く
て
、 

「
な
ん
で
も
ね
っ
す
。
」 

と
通
り
過
ぎ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
九
八
～
九
九
頁
） 

 

傍
線
を
引
い
た
三
箇
所
が
、
最
終
的
に
三
浦
哲
郎
に
よ
っ
て
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と

校
訂
さ
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
カ
ギ
括
弧
を
用
い
た
直
接
話
法
で
実
際
に
音
声
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五 

と
し
て
発
話
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
梗
概
で
述
べ
た
よ
う
に
、
息
子
は
え
び
フ
ラ
イ
を

正
確
に
発
音
で
き
ず
、
喜
作
も
同
じ
方
言
の
圏
内
に
住
む
子
ど
も
で
あ
る
た
め
、
二
人

と
も
一
律
に
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
発
音
し
た
と
す
る
校
訂
は
妥
当
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
だ
が
、
も
し
も
そ
れ
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
え
び
フ
ラ
イ
と
は
ど
の
よ
う
な
物
か

祖
母
に
尋
ね
て
「
…
…
う
め
も
ん
せ
。
」
と
返
答
が
あ
っ
た
直
後
、「
「
え
び
フ
ラ
イ
…
…
。
」

／
と
、
つ
ぶ
や
い
て
み
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
」
（
九
五
頁
）
と
語
ら
れ
る
こ
の

「
え
び
フ
ラ
イ
」
も
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
カ
ギ
括
弧
を

テ
ク
ス
ト
冒
頭
の
地
の
文
に
呼
応
す
る
強
調
だ
と
か
、
息
子
の
内
面
に
お
け
る
モ
ノ
ロ

ー
グ
だ
と
解
釈
す
る
の
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
の
ほ
か
の
箇
所
で
「
」
が

実
際
に
発
話
さ
れ
た
音
声
で
、『
』
が
筆
記
文
字
や
括
復
法
の
再
現
で
あ
る
と
い
う
よ
う

に
表
記
が
規
則
化
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
「
え
び
フ
ラ
イ
」
も
実
際
に
「
つ
ぶ
や
い

て
」
み
た
音
声
か
そ
の
再
現
だ
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
。 

 

こ
の
矛
盾
を
考
え
る
と
、
昌
二
佳
広
が
「
教
科
書
制
作
上
の
不
備
で
あ
る
」
と
指
摘

し
た
こ
と
は
、
性
急
な
判
断
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
昌
二
が
慎
重
さ

を
欠
い
て
い
る
と
批
判
す
る
こ
と
が
本
意
で
は
な
く
、
同
氏
は
別
の
可
能
性
に
つ
い
て

も
丁
寧
に
考
察
し
て
い
る
。 

実
は
こ
の
場
面
に
お
け
る
発
話
（
発
音
）
が
「
え
び
フ
ラ
イ
」
で
あ
っ
た
可
能

性
も
一
方
で
は
否
め
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
語
り
手
は
喜
作
の
い
く

ぶ
ん
高
慢
な
態
度
が
気
に
食
わ
ず
、「
解
答
例
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
張
り
合

う
よ
う
な
気
持
ち
で
言
っ
た
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
と
き
、
喜
作
に
は
お
そ

ら
く
何
物
か
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
我
が
家
の
土
産
を
、
意
図
的
に
、
強
調
的

「
え
・
び
・
フ
ラ
イ
」
と
言
っ
た
と
も
想
像
で
き
る
の
だ
。
そ
れ
を
二
度
繰
り
返

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
喜
作
も
ま
た
相
手
の
言
葉
を
な
ぞ
っ
て
慎
重
に
「
え
・
び
・

フ
ラ
イ
」
と
返
し
た
と
も
想
像
で
き
る
。 

 

昌
二
は
あ
く
ま
で
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
積
極
的
に

こ
の
読
み
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
論
者
も
こ
の
解
釈
を
否
定
は
し
な
い
し

積
極
的
に
肯
定
も
し
な
い
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
根
本
的
な
次
元
で
「
え
び
フ
ラ
イ
」
の

表
記
を
肯
定
で
き
る
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
の
鍵
と
な
る
が
「
語
り
」
の
位
相
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
先
行
研
究
の
多
く
は
、

「
盆
土
産
」
の
テ
ク
ス
ト
を
一
人
称
小
説
の
亜
種
と
し
て
捉
え
る
傾
向
に
あ
る
。
加
藤

郁
夫
は
、「
大
人
に
な
っ
た
息
子
」
が
「
あ
た
か
も
小
三
の
息
子
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に

見
せ
る
」
と
主
張
し
、
三
村
孝
志
は
、「
小
学
校
三
年
生
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
、

語
り
手
の
存
在
を
読
者
が
意
識
し
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
」
お
り
、「
大
人
に
な
っ
た
息

子
が
語
り
手
だ
と
考
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
語
り
手
は
自
分
の
存
在
を

意
識
し
て
ほ
し
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
昌
二
も
、
加
藤
論
を
支
持

し
、
「
「
盆
土
産
」
の
語
り
手
は
、
表
向
き
に
は
小
学
校
三
年
生
の
少
年
で
あ
る
が
、
実

は
語
っ
て
い
る
「
今
」
は
も
う
大
人
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
し
時
制
を
過
去
の
時
点
に

移
し
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
で
き
ご
と
の
よ
う
に
語
る
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
」
と

意
見
を
重
ね
た
。 

 

こ
れ
ら
の
論
考
に
共
通
す
る
の
は
、
大
人
に
な
っ
た
息
子
を
語
り
手
だ
と
す
る
こ
と

に
や
や
慎
重
な
三
村
論
も
含
め
て
、
総
じ
て
語
り
手
が
何
ら
か
の
実
体
を
と
も
な
っ
た

人
物
だ
と
想
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
想
定
は
テ
ク
ス
ト
の
「
語
り
」

を
分
析
す
る
上
で
脆
弱
性
を
と
も
な
う
。
た
と
え
ば
、
加
藤
と
昌
二
が
主
張
す
る
大
人

に
な
っ
た
息
子
（
少
年
）
を
語
り
手
と
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
野
中
潤
が
、
仮
に
息
子

の
名
前
を
「
哲
郎
」
と
見
な
し
て
加
筆
す
る
こ
と
で
、「
三
人
称
限
定
視
点
で
書
か
れ
た

小
説
」
に
転
化
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
脆
く
も
崩
れ
さ
る
。
一
方
で
、「
一
人
称

も
三
人
称
も
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
に
も
確
定
で
き
な
い
視
点
か
ら
の
叙
述
が
な

さ
れ
て
い
る
」
と
発
展
的
な
解
釈
を
提
示
し
た
野
中
も
、「
小
学
三
年
生
の
少
年
の
一
人

称
視
点
に
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
い
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
隔
た
っ
た
場
所
で
出
来
事
を
追

体
験
＝
言
語
化
す
る
存
在
、
す
な
わ
ち
少
年
が
大
人
に
な
っ
て
過
去
の
出
来
事
を
再
構

成
し
て
い
る
と
受
け
止
め
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
」
と
、
や
は
り
加
藤
ら
の
説

に
合
流
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。 
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加
藤
の
問
題
提
起
以
降
、
語
り
手
を
多
様
な
観
点
か
ら
考
察
し
、
漸
次
に
発
展
的
な

解
釈
を
示
し
た
三
者
（
あ
る
い
は
慎
重
な
三
村
を
除
け
ば
昌
二
と
野
中
の
二
者
）
が
、

な
ぜ
大
人
に
な
っ
た
息
子
（
少
年
）
が
再
構
成
し
た
物
語
と
い
う
解
釈
に
帰
着
し
て
し

ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
昌
二
が
「
語
り
手
が
物
語
世
界
に
内
在
す
る
生
身

の
人
物
」
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
先
に
野
中
論
を

用
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
物
語
は
三
人
称
小
説
に
も
転
化
可
能
で
、
そ
の
場
合
は

物
語
世
界
の
外
か
ら
、
あ
た
か
も
一
人
称
の
よ
う
な
限
定
視
点
を
装
っ
て
語
る
構
造
と

な
り
、
必
ず
し
も
語
り
手
が
物
語
世
界
内
に
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

そ
も
そ
も
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
で
は
、「
語
り
」
は
概
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
物
語
世
界
内

の
「
語
り
手
」
は
「
語
り
」
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
虚
像
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
こ
ろ

が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
国
語
教
育
の
分
野
で
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た

実
体
を
持
つ
発
話
者
と
し
て
の
語
り
手
と
混
同
さ
れ
、「
語
り
」
に
注
目
し
た
物
語
構
造

の
解
釈
に
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
ケ
ー
テ
・
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
は
、

『
物
語
の
論
理
』
（
植
和
田
光
晴
〔
訳
〕
、
松
籟
社
、
一
九
八
六
年
）
に
お
い
て
、
小
説

の
語
り
を
「
物
語
の
機
能
」
と
呼
び
、
語
り
手
の
人
格
性
を
否
定
し
た
が
、
透
明
度
の

高
い
三
人
称
の
語
り
手
で
あ
っ
て
も
、
文
学
教
材
の
研
究
で
は
あ
た
か
も
人
格
を
持
つ

こ
と
が
前
提
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

日
本
語
の
小
説
に
お
い
て
語
り
手
が
「
物
語
世
界
に
内
在
す
る
生
身
の
人
物
」
だ
と

捉
え
ら
れ
る
背
景
に
は
、
日
本
語
の
特
殊
性
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
近
年
の

ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
解
説
書
で
最
も
わ
か
り
や
す
い
、
橋
本
陽
介
『
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
入
門 

プ
ロ
ッ
プ
か
ら
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
ま
で
の
物
語
論
』（
水
声
社
、
二
〇
一
四
年
）
を
援
用
す
れ

ば
、
次
の
と
お
り
に
解
説
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
小
説
に
お
い
て
は
、

人
称
代
名
詞
が
文
法
上
必
須
で
単
純
過
去
が
用
い
ら
れ
る
が
、
日
本
語
の
小
説
で
は
、

「
盆
土
産
」
の
よ
う
に
人
称
代
名
詞
を
省
略
し
た
り
、
語
り
手
が
過
去
の
こ
と
を
語
る

際
も
、
「
昨
日
」
や
「
明
日
」
と
い
っ
た
ダ
イ
ク
シ
ス
が
平
然
と
使
用
さ
れ
た
り
す
る
。

こ
う
し
た
日
本
語
の
特
徴
に
よ
り
、「
語
り
の
現
在
」
と
「
（
語
ら
れ
る
）
物
語
の
現
在
」

と
い
う
二
つ
の
時
間
軸
が
仮
構
さ
れ
、
あ
た
か
も
人
格
を
持
つ
語
り
手
が
自
分
の
い
る

「
現
在
」
か
ら
「
過
去
」
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
読
者
が
認
識
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
語
り
手
」
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
著
名
な
『
物
語
の
デ
ィ
ス

ク
ー
ル
』
（
花
輪
光
・
和
泉
涼
一
〔
訳
〕
、
書
肆
風
の
薔
薇
、
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て

「
あ
る
物
語
言
説
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
ど
ん
な
出
来
事
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
そ
の
物
語
言
説
を
生
産
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
語
り
行
為
が
位
置
し
て
い
る
水
準
に
対
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
そ
の
す
ぐ
う
え
の
物
語
世
界
の
水
準

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
あ
る

、
、
、
」
（
二
六
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
橋
本
の
前
掲
書
で
咀
嚼
す
れ
ば
、
「
要
す
る

に
、
語
ら
れ
る
物
語
と
、
そ
れ
を
生
産
す
る
語
り
は
別
の
次
元
」
で
あ
り
、「
た
と
え
一

人
称
の
語
り
手
が
い
る
場
合
で
も
同
じ
で
、
同
じ
物
語
世
界
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

（
一
四
五
頁
）
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
議
論
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、「
盆
土
産
」
の
語
り

手
も
、
あ
く
ま
で
語
り
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
人
に
な
っ
た
息
子
で

あ
る
と
い
う
仮
想
の
桎
梏
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
語
り
手
は
縦
横
無
尽
に
語
ら

れ
る
対
象
で
あ
る
息
子
に
同
化
す
る
。
内
的
焦
点
化
と
も
呼
ん
で
い
い
の
だ
が
、
本
稿

で
は
あ
え
て
、
語
り
手
と
息
子
の
知
覚
の
一
致
と
捉
え
た
い
。 

 

こ
の
語
り
手
と
息
子
の
知
覚
の
一
致
は
、
た
と
え
ば
次
の
引
用
に
見
ら
れ
る
。 

 
 

「
こ
れ
は
車
え
び
つ
う
え
び
だ
け
ん
ど
、
海
で
は
も
っ
と
大
き
な
や
つ
も
捕
れ
る
。

長な
げ

え
ひ
げ
の
あ
る
や
つ
も
捕
れ
る
。
」 

 
 

 

父
親
が
珍
し
く
そ
ん
な
冗

談

じ
ょ
う
だ
ん

を
言
う
の
で
、
思
わ
ず
首
を
す
く
め
て
笑
っ
て
し

ま
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
九
八
頁
） 

 

父
親
が
「
冗
談
」
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
大
人
で
あ
る
読
者
に
は

自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
大
人
に
な
っ
た
息
子
が
語
り
手
と
想
定
す
る
な
ら

ば
、
語
り
手
自
身
も
そ
う
思
う
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
は
「
冗
談
」
と
い
う
認
識
を

疑
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
語
り
手
」
は
大
人
に
な
っ
た
息
子
と
い
う
実
在
の
人
物
で
は

な
く
、
語
ら
れ
る
息
子
と
自
由
に
一
体
化
し
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
父
の
話
を
聞
く
息
子

の
聴
覚
や
知
覚
を
再
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
加
藤
が
指
摘
し
た
よ
う
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に
、
語
り
手
は
息
子
の
父
を
「
父
っ
ち
ゃ
」
と
呼
ば
ず
に
「
父
親
」
と
呼
び
、
野
中
が

指
摘
し
た
よ
う
に
、「
当
時
と
し
て
は
最
先
端
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
は
ず
の
Ｔ
シ
ャ

ツ
と
い
う
語
」
を
平
然
と
用
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
も
、
語
り
手
が
仮
構
さ
れ
た

虚
像
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
そ
の
自
由
な
「
語
り
」
を
ど
の
立
場
で
語
っ
て

い
る
の
か
と
限
定
的
に
捉
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
校
異
の
考
察
に
も
う
一
度
戻
る
な
ら
ば
、
作
者
自
身
が

校
訂
し
な
か
っ
た
祖
母
の
「
…
…
う
め
も
ん
せ
。
」
の
直
後
に
あ
る
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と

い
う
発
話
は
、
方
言
の
発
話
者
が
し
ば
し
ば
自
身
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
標
準
語
の
相
違
に

無
自
覚
な
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
息
子
自
身
に
は
そ
う
聞
こ
え
て
お
り
、
語
り
手
も
彼
の

聴
覚
に
同
化
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
、
自
選
全
集
で
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」

と
改
め
れ
た
箇
所
は
、
喜
作
と
会
っ
た
の
は
偶
然
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
無
防
備
な
発
話

に
よ
っ
て
当
然
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
発
音
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
音
に
つ
ら
れ

て
喜
作
も
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
呼
応
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
話
主
体
で
あ

る
息
子
の
耳
に
は
、
あ
く
ま
で
自
身
の
言
葉
は
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
聞
こ
え
、
喜
作
の

声
も
同
じ
く
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト

内
の
カ
ギ
括
弧
の
使
用
規
則
や
虚
像
と
し
て
の
語
り
手
を
視
座
に
こ
の
場
面
を
分
析
す

る
な
ら
ば
、
自
身
の
発
声
に
対
す
る
息
子
の
知
覚
が
一
致
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
校

訂
前
の
初
版
本
の
本
文
を
最
良
の
テ
ク
ス
ト
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
も
し
も
三
浦
が
、
「
…
…
う
め
も
ん
せ
。
」
の
直
後
の
「
え
び
フ
ラ

イ
」
を
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
修
正
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
最
良
で
あ

ろ
う
し
、
論
者
が
提
起
し
た
よ
う
な
解
釈
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
教
科
書
の
底
本
選
定

と
同
じ
く
、
偶
然
が
功
を
奏
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
、「
盆
土
産
」
の
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
を
つ
う
じ
て
、
三
浦
哲
郎
に

よ
る
最
終
校
訂
後
も
初
版
本
を
典
拠
と
し
続
け
る
教
科
書
本
文
に
つ
い
て
、
昌
二
佳
広

が
指
摘
し
た
と
お
り
そ
の
選
定
に
積
極
性
は
見
受
け
ら
れ
な
い
も
の
の
、
結
果
と
し
て

最
良
の
テ
ク
ス
ト
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
最
後
に
こ
の

成
果
を
教
材
研
究
に
応
用
で
き
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

 

「
え
び
フ
ラ
イ
」
を
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
発
音
し
、
姉
に
指
摘
さ
れ
て
も
な
お
、

息
子
は
無
意
識
に
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
言
っ
て
し
ま
い
、
息
子
と
同
化
し
た
語
り
手

に
よ
り
、
自
ら
の
声
を
認
識
す
る
聴
覚
と
し
て
も
そ
れ
は
再
現
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、

息
子
の
発
音
そ
の
も
の
は
直
ら
な
い
も
の
の
、
物
語
内
に
お
い
て
、
彼
は
そ
の
違
い
を

聞
き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
る
。 

 
 

祖
母
の
『
な
ま
ん
、
だ
あ
う
ち
』
の
合
間
に
、
ふ
と
、 

 
 

「
え
ん
び
フ
ラ
イ
…
…
。
」 

 
 

と
い
う
言
葉
が
混
じ
る
の
を
聞
い
た
。 

 
 

 

祖
母
は
歯
が
な
い
か
ら
、
言
葉
は
た
い
が
い
不
明
瞭
だ
が
、
そ
の
と
き
は
確
か

に
、
え
び
、
、
フ
ラ
イ
で
は
な
く
え
ん
び

、
、
、
フ
ラ
イ
と
い
う
言
葉
を
漏
ら
し
た
の
だ
。 

（
一
〇
一
頁
） 

 

こ
こ
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
え
び
、
、
フ
ラ
イ
」
で
は
な
く
「
え
ん
び

、
、
、
フ
ラ
イ
」
と
念
押
し

さ
れ
、
息
子
の
聴
覚
が
「
確
か
に
」
そ
の
違
い
を
聞
き
分
け
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

彼
は
、
両
者
の
発
音
の
違
い
に
気
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
最
後
に
父
親
を
見
送
る
場
面
で
は
、
「
さ
い
な
ら
、
と
言
う
つ
も
り
で
、

う
っ
か
り
」
「
言
っ
て
し
ま
っ
た
」
言
葉
と
し
て
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
。
」
が
発
話
さ
れ
る

（
一
〇
三
頁
）
。
た
だ
し
、
結
局
「
え
び
」
と
上
手
に
発
音
で
き
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

こ
こ
で
は
、
祖
母
の
「
…
…
う
め
も
ん
せ
。
」
の
直
後
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
や
喜
作
と
の
会
話

で
は
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
ら
の
発
音
の
違
い
を
、
は
っ
き
り
「
え
ん
び

フ
ラ
イ
」
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

語
ら
れ
る
息
子
は
、
父
親
が
帰
省
し
て
家
に
滞
在
し
た
お
よ
そ
一
日
の
間
に
、
自
ら

の
発
音
を
正
確
に
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
祖
母
の
唱
え
る
念
仏

の
合
間
に
聞
い
た
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
か
ら
、
父
を
見
送
る
中
で
発
し
た
自
ら
の
音
声
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八 

を
知
覚
す
る
ま
で
の
間
に
、
墓
参
り
に
行
き
、
亡
く
な
っ
た
母
に
対
す
る
後
ろ
め
た
さ

を
息
子
は
感
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
短
時
間
の
う
ち
に
彼
は
自
己
を
相
対
化

し
、
自
ら
の
発
話
を
知
覚
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
息
子
と
同
化
す
る
語
り

手
は
、
彼
の
成
長
を
も
再
現
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。 

「
盆
土
産
」
の
息
子
は
、
父
親
を
見
送
る
際
に
、
「
不
意
に
し
ゃ
く
り
上
げ
そ
う
に
」

な
る
な
ど
、
感
傷
的
で
幼
い
イ
メ
ー
ジ
が
漂
う
。
ま
た
、
頭
を
な
で
る
父
の
揺
さ
ぶ
り

が
「
い
つ
も
よ
り
少
し
手
荒
く
て
、
そ
れ
で
頭
が
混
乱
し
た
」
息
子
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

感
情
が
交
錯
し
、
別
れ
の
あ
い
さ
つ
の
代
わ
り
に
思
わ
ず
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
言
っ

て
し
ま
う
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
葛
藤
す
る
身
体
の

中
に
あ
っ
て
自
己
の
発
話
を
相
対
的
に
認
識
で
き
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
成
長
が
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。 

「
盆
土
産
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
昌
二
が
「
父
親
が
あ
る
年
か
ら
、
さ
ら
に
具
体
的
に

は
次
の
正
月
か
ら
も
う
帰
っ
て
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
想
像
を
し
て
み
る
」

な
ど
、
作
者
自
身
の
不
幸
な
生
い
立
ち
も
重
な
っ
て
か
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
未
来
を
予
感

さ
せ
る
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
論
者
は
「
え
び
フ
ラ
イ
」

を
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
と
発
音
し
て
し
ま
っ
て
い
る
自
己
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
息
子
の
姿
を
捉
え
、
彼
の
成
長
の
物
語
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
解
釈
し
た
い
。
そ
し

て
、
次
に
父
親
が
同
じ
土
産
を
持
っ
て
帰
っ
た
と
き
に
は
、
彼
は
「
え
び
フ
ラ
イ
」
と

正
確
に
発
音
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

 

【
注
】 

（
1
）
作
者
に
つ
い
て
は
、
上
田
三
四
二
「
三
浦
哲
郎
」
（
日
本
近
代
文
学
館
・
小
田
切
秀
雄
編

『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
三
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
し
、
必
要
に
応
じ

て
論
者
が
補
足
し
た
。 

（
2
）
『
中
学
校
国
語 

学
習
指
導
書 

2
上
』
（
光
村
図
書
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
三
二
二
頁
。 

（
3
）
ほ
か
に
も
三
村
は
、
実
践
報
告
「
三
浦
哲
郎
『
盆
土
産
』
の
改
訂
を
め
ぐ
っ
て
―
自
ら
の

読
み
を
作
る
―
」（
『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
四
五
五
号
、
日
本
国
語
教
育
学
会
、
二
〇
一
〇

年
）
を
発
表
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
え
び
フ
ラ
イ
」
が
「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」
に
改
訂
さ
れ
た

箇
所
が
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
告
げ
、
そ
れ
が
ど
こ
か
根
拠
を
含
め
て
考
え
さ
せ
る
授
業
内
容

に
つ
い
て
は
、
後
掲
す
る
昌
二
佳
広
が
、
「
こ
こ
で
〔
語
り
〕
い
う
語
を
用
い
て
何
を
主
張

し
よ
う
と
し
た
の
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
よ
く
分
か
ら
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。 

（
4
）
教
科
書
に
は
「
出
典 

「
冬
の
雁
」
」
と
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
指
導
書
（
前
掲
、
三

一
一
頁
）
で
は
、
「
『
冬
の
雁
』
（
文
藝
春
秋
・
一
九
八
〇
年
）
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

（
5
）
新
た
に
ル
ビ
が
追
加
さ
れ
た
漢
字
は
、「
生
蕎
麦

き

そ

ば

」「

廂
ひ
さ
し

」「
瞠み

は

っ
た
」「
毛け

脛ず
ね

」「
畦
道

あ
ぜ
み
ち

」

「
殺そ

が
れ
た
」
「
桔
梗

き
き
ょ
う

」
「
痰た

ん

」
の
八
つ
で
あ
る
。 

（
6
）
過
去
の
教
科
書
間
の
本
文
異
同
に
つ
い
て
は
、
昌
二
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
漢
字
と
ひ
ら

が
な
の
表
記
に
若
干
の
校
異
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
し

な
か
っ
た
。 
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九 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 №
11 11 10 ⾴
下 上 ー 段
15 6 7 ⾏
事
故
で
も
あ
っ
た
の
で
は
と

え
び
と
い
っ
て
い
る
つ
も
り
な

の
だ
が
︑
ひ
と
に
は
え
ん
び
と

き
こ
え
る
︵
＊
﹁
え
び
﹂
と

﹁
え
ん
び
﹂
に
傍
点
︶

ま
わ
ら
な
い

校
 
 
 
 
異

31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 ⾴
8 18 17 9 7 5 3 6 6 3 ⾏

事
故
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と

⾯
く
ら
っ
て

周
章
て
ず
に

物
を
お
そ
わ
る
の
は
⾯
⽩
く
な

い
と
み
え
て
︑

ザ
ッ
コ

ジ
ャ
ッ
コ

え
び
と
い
っ
て
い
る
つ
も
り
な

の
だ
が
︑
ひ
と
に
は
え
ん
び
と

き
こ
え
る

都
会
の
⼈

廻
ら
な
い
︵
＊
以
下
︑
﹁
ま
わ

る
﹂
は
﹁
廻
る
﹂
に
置
換
︒
︶

⾜
元

校
 
 
 
 
異

428 428 428 428 428 427 427 427 427 ⾴

15 14 5 4 2 11 6 6 3 ⾏
⾯
⾷
ら
っ
て

あ
わ
て
ず
に
︵
＊
以
下
︑
﹁
周

章
て
る
﹂
は
﹁
あ
わ
て
る
﹂
に

置
換
︒
︶

も
の
を
教
わ
る
の
は
お
も
し
ろ

く
な
い
と
⾒
え
て
︑
︵
＊
以

下
︑
複
合
動
詞
以
外
の
﹁
み

る
﹂
は
﹁
⾒
る
﹂
に
置
換
︒
︶

ざ
っ
こ
︵
＊
傍
点
︶

じ
ゃ
っ
こ
︵
＊
傍
点
︶

︵
＊
以
下
︑
﹁
ジ
ャ
ッ
コ
﹂
は

﹁
じ
ゃ
っ
こ
︵
＊
傍
点
︶
﹂
に

置
換
︒
︶

え
び
と
い
っ
て
い
る
つ
も
り
な

の
だ
が
︑
ひ
と
に
は
え
ん
び
と

き
こ
え
る
︵
＊
﹁
え
び
﹂
と

﹁
え
ん
び
﹂
に
傍
点
︶

都
会
の
ひ
と

回
ら
な
い
︵
＊
以
下
︑
﹁
廻
﹂

は
﹁
回
﹂
に
置
換
︒
︶

⾜
許
︵
＊
以
下
︑
﹁
元
﹂
は

﹁
許
﹂
に
置
換
︒
︶

校
 
 
 
 
異

初
 
 
 
 
出
 
 
 
 
誌

初
 
 
 
 
版
 
 
 
 
本

⾃
 
 
選
 
 
全
 
 
集
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一
〇 

 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
13 13 13 13 12 12 12 11 11
下 下 下 上 下 上 上 下 下
18 11 2 6 2 18 14 19 16

箱
の
蓋
に
は
︑
﹃
冷
凍
⾷
品

え
び
フ
ラ
イ
﹄
と
あ
り
︑
な
か

に 東
京
の
上
野
か
ら

そ
の
上
︑
そ
い
つ
の
⽅
か
ら

⾊
褪
せ
て
い
た

﹁
え
び
フ
ラ
イ
⁚
⁚
﹂

磨
り
潰
す
か
し
た
の
を
⼿
頃
な

⼤
き
さ
に
纏
め
て
︑
コ
ロ
ッ
ケ

の
よ
う
に

両
⽅
⼀
緒
に
し
て
え
び
フ
ラ
イ

と 封
筒
の
な
か
に
は
伝
票
の
よ
う

な ふ
だ
ん
速
達
な
ど
に
は

34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31
17 13 6 16 11 9 7 18 16 15 12 5 3 10 8

箱
の
蓋
に
は
︑
﹃
冷
凍
⾷
品

え
び
フ
ラ
イ
﹄
と
あ
り
な
か
に

東
京
の
上
野
駅
か
ら

そ
の
上
そ
い
つ
の
⽅
か
ら

塊
が

⽣
⽩
か
っ
た

阿
弥
陀
か
ぶ
り

呶
鳴
り
つ
け
る

⼣
⽴
ち
に
打
た
れ
た
よ
う
に

却
っ
て

頗
る
不
味
い

﹁
え
び
フ
ラ
イ
⁝
⁝
︒
﹂

磨
り
潰
す
か
し
た
の
を
︑
⼿
頃

な
⼤
き
さ
に
纏
め
て
コ
ロ
ッ
ケ

の
よ
う
に

両
⽅
⼀
緒
に
し
て
︑
え
び
フ
ラ

イ
と

封
筒
の
な
か
に
は
︑
伝
票
の
よ

う
な

普
段
︑
速
達
な
ど
に
は
︵
＊
以

下
︑
﹁
ふ
だ
ん
﹂
は
﹁
普
段
﹂

に
置
換
︒
︶

432 431 431 430 430 430 430

7 9 2 18 11 9 8
箱
の
蓋
に
は
﹃
冷
凍
⾷
品
 
え

び
フ
ラ
イ
﹄
と
あ
り
︑
な
か
に

塊
り
が

あ
み
だ
か
ぶ
り
︵
＊
﹁
あ
み

だ
﹂
に
傍
点
︶

怒
鳴
り
つ
け
る

⼣
⽴
に
打
た
れ
た
よ
う
に

か
え
っ
て

す
こ
ぶ
る
ま
ず
い
︵
＊
以
下
︑

﹁
不
味
い
﹂
は
﹁
ま
ず
い
﹂
に

置
換
︒
︶
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一
一 

 

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
16 16 16 15 15 14 14 14 14
下 下 上 下 上 下 下 上 上
21 14 16 11 21 16 14 17 15
﹁
は
い
︑
発
⾞
ぁ
︒
﹂

ま
た
買
っ
て
す
け
⁚
⁚
︒

河
⿅
が
鳴
い
て
い
た
︒

尋
常
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た

の
だ
︒

し
っ
ぽ
も
旨
や
え
︒
︵
＊

﹁
旨
﹂
に
ル
ビ
︹
う
め
︺
︶

⼆
匹
ず
つ
⾷
え
︒
︵
＊
﹁
⾷
﹂

に
ル
ビ
︹
け
︺
︶

籠
っ
た

細
⻑
い
花
⽕
の
筒
を
侍
の
よ
う

に
⼆
本
差
し
て
い
た
︒

隣
で
も
⽗
親
が
帰
っ
た
と
み
え

て
︑
派
⼿
な
⾊
の

40 40 39 39 38 38 37 36 36 36 36 36 35 35 35 35
15 10 15 12 12 9 17 16 14 10 7 3 15 14 8 5
﹁
は
い
︑
発
⾞
あ
︒
﹂

ま
た
買
っ
て
く
る
す
け
⁝
⁝
︒

咄
嗟
に
︑

河
⿅
が
鳴
き
は
じ
め
て
い
た
︒

丸
い
⽯

尋
常
で
は
な
い
と
思
っ
た
の

だ
︒

し
っ
ぽ
も
旨
え
や
︒

⼆
匹
ず
つ
⾷
え
︒

籠
も
っ
た
︒

怕
く
て
︑

﹁

え
び
フ
ラ
イ
︒
﹂
／
﹁

⁝
⁝

え
び
フ
ラ
イ
っ
て
︑
な
に

せ
︒
﹂

﹁

え
び
フ
ラ
イ
︒
﹂

細
⻑
い
花
⽕
の
筒
を
⼆
本
︑
⼑

の
よ
う
に
差
し
て
い
た
︒

隣
で
も
⽗
親
が
帰
っ
た
と
み
え

て
︑
真
新
し
い
︑
派
⼿
な
⾊
の

敲
き
な
が
ら

⼀
番
⼤
き
な
や
つ

436 435 433 433 433 433 432

14 14 20 16 13 9 13
と
っ
さ
に
︑

ま
る
い
⽯

籠
っ
た
︒

こ
わ
く
て
︑

﹁

え
ん
び
フ
ラ
イ
︒
﹂
／
﹁

⁝

⁝
え
ん
び
フ
ラ
イ
っ
て
︑
な
に

せ
︒
﹂

﹁

え
ん
び
フ
ラ
イ
︒
﹂

＊
以
下
︑
﹁
敲
く
﹂
は
﹁
叩

く
﹂
に
置
換
︒

叩
き
な
が
ら

い
ち
ば
ん
⼤
柄
な
や
つ

432

16




