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新
感
覚
派
も
形
式
主
義
も
新
人
生
派
も
何
も
か
も
一
つ
に
と
か

し
こ
ん
だ
新
興
芸
術
派
は
︑
前
節
の
記
述
で
も
恐
ら
く
明
瞭
な
通

り
︑
新
興
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
抗
す
る
た
め
の
︑
伝
統
市
民

文
学
系
統
の
人
々
た
ち
の
一
種
の
大
同
団
結
で
あ
っ
た
し
︑
近
代

派
は
こ
こ
ま
で
来
て
は
っ
き
り
と
左
翼
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
対

抗
す
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
龍
膽
寺
雄
︑
久
野
豊
彦
︑

浅
原
六
朗
等
の
新
人
の
他
に
川
端
康
成
を
加
え
︑
更
に
新
人
生
派

の
中
村
・
嘉
村
の
ほ
か
加
藤
武
雄
︑
岡
田
三
郎
︑
尾
崎
士
郎
等
︑
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新
現
実
主
義
時
代
以
来
の
人
々
を
加
え
た
十
三
人
倶
楽
部
を
母
胎

と
し
︑
そ
こ
に
新
感
覚
派
の
横
光
利
一
︑
十
一
谷
義
三
郎
︑
中
河

與
一
︑
及
び
池
谷
信
三
郎
︑
さ
さ
き
ふ
さ
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
人
々

を
迎
え
て
︑
昭
和
五
年
に
新
興
芸
術
派
ク
ラ
ブ
が
結
成
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
︑
そ
の
発
足
が
あ
っ
た
︒
井
伏
鱒
二
︑
阿
部
知
二
︑
中
村

正
常
︑
そ
の
他
幾
人
か
の
新
し
い
顔
ぶ
れ
も
見
ら
れ
た
︒
代
表
的

な
評
論
と
し
て
は
︑
上
記
﹁
誰
だ
花
園
を
荒
す
も
の
は
﹂
の
ほ
か
︑

雅
川
滉
の
﹁
芸
術
派
宣
言
﹂
が
あ
る
︒
鳴
物
入
り
と
で
も
云
え
そ

う
な
ほ
ど
に
ぎ
や
か
な
集
団
で
あ
っ
た
︒

け
れ
ど
も
︑
此
派
に
は
︑
そ
の
成
立
の
経
緯
や
構
成
メ
ム
バ
ア
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の
顔
ぶ
れ
か
ら
で
も
明
瞭
な
よ
う
に
︑
左
翼
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

に
対
抗
し
て
文
学
の
芸
術
性
を
守
る
と
い
う
以
外
に
︑
派
と
し
て

の
統
一
的
積
極
的
な
主
張
は
な
か
っ
た
︒
然
も
そ
の
一
枚
看
板
で

あ
る
﹁
芸
術
性
﹂
な
る
も
の
へ
の
検
討
に
も
︑
別
段
の
特
異
性
も

き
び
し
さ
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
一
つ
裏
返
し
て
み

れ
ば
︑﹁
芸
術
を
単
一
な
る
イ
ズ
ム
を
以
て
規
定
せ
ん
と
企
て
た

イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ
文
学
﹂
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
組
成
さ
れ
た
︑

此
派
ら
し
い
自
由
主
義
的
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
そ
こ
に
異
質
的
な
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
の
芽
を
包
摂
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
も
知
れ
な
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い
︒
そ
う
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
そ
れ
ぞ
れ
の
成
育
に
或
る
程
度
よ

き
地
盤
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
れ
が

或
は
此
派
の
派
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
の
積
極
的
意
義
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
︒
が
︑
例
え
ば
こ
れ
を
﹁
花
園
﹂
と
い
う
よ
う
な

言
葉
を
以
て
し
て
も
規
定
し
て
の
け
る
こ
と
が
出
来
た
ほ
ど
の
安

易
な
芸
術
意
識
が
︑
此
派
の
末
流
の
多
く
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
安
易

な
芸
術
境
に
︑
漫
然
と
自
定
す
る
だ
け
の
疑
惑
の
な
さ
に
落
着
か

せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
︑
否
定
出
来
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒

と
同
時
に
︑
そ
の
云
わ
ば
唯
一
の
積
極
的
な
主
張
で
あ
っ
た
芸

術
性
の
問
題
に
つ
い
て
さ
え
︑
上
記
の
通
り
き
び
し
い
検
討
を
欠
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い
て
い
た
此
派
が
︑
彼
等
自
身
第
二
義
以
下
と
観
じ
て
い
た
ら
し

い
人
生
問
題
に
つ
い
て
︑
ほ
と
ん
ど
投
げ
や
り
な

︱
と
云
う
よ

り
む
し
ろ
糊
塗
的
と
云
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
態
度
を
と
っ
て
い
た

こ
と
が
︑文
学
の
世
界
を
安
易
に
遊
戯
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
︑

此
派
の
史
上
に
遣
し
た
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
︒
此
派
の
人
々
の
若
干
は
︑
現
実
的
政
治
的
に
は
左
翼

理
論
の
正
し
さ
と
進
歩
性
と
を
認
め
て
い
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず

彼
等
は
芸
術
的
に
は
反
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
を
立
場
と
す
る
と
い
う
の

で
あ
っ
た
︒
対
決
す
べ
き
問
題
の
場
か
ら
逃
避
し
て
︑
然
も
そ
の

し
か

逃
避
を
芸
術
主
義
の
名
に
於
て
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
か
に
装
っ
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た
︑
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
影
響
を
よ
り
若
い
世
代
な
ど
に
及

ぼ
し
た
こ
と
か
︒
新
人
生
派
の
道
が
嘉
村
の
苦
悩
と
自
虐
と
を
必

至
の
も
の
と
し
た
︑
そ
う
い
う
点
へ
の
反
省
や
吟
味
な
ど
も
︑
こ

こ
で
す
っ
か
り
ぼ
か
し
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
龍
膽
寺
の
如
き
︑

左
翼
革
命
は
成
就
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
︑
が
︑
そ
れ
が
成
就
さ

れ
た
後
の
世
界
に
だ
っ
て
十
分
の
信
用
は
置
け
な
い
︑
だ
か
ら
今

自
分
た
ち
は
た
ま
ゆ
ら
の
美
し
い
夢
を
追
求
す
る
の
だ
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
︑
口
に
し
て
い
た
︒
世
の
中
の
こ
と
や
歴
史
の
動
き

が
ま
る
で
ひ
と
ご
と
で
あ
る
よ
う
な
︑
一
さ
い
の
文
化
的
推
進
の

、
、
、
、

仕
事
か
ら
肩
を
は
ず
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
︑
云
わ
ば
人
間
の
主
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体
性
放
棄
を
当
然
な
こ
と
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
哀
し
い
心
情

が
︑
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
う
い
う
心
情
の
上
に
昇

華
し
た
芸
術
主
義
が
︑
哀
し
く
然
も
崩
折
れ
た
安
易
さ
を
そ
の
性

格
と
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
必
然
が
︑
容
易
に
考

え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
︑
近
代
派
の
文
学
は
︑

こ
こ
ま
で
来
た
時
︑
そ
ん
な
境
地
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
人
々
の
︑﹁
悲
し
い
玩
具
﹂
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
︒
自

然
主
義
の
挫
折
以
来
地
に
ま
み
れ
た
人
間
の
み
じ
め
に
も
無
力
な

す
が
た
を
︑
新
現
実
主
義
末
期
ま
で
見
つ
く
し
て
来
た
後
︑
新
感
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覚
派
に
於
て
一
応
そ
れ
を
つ
き
放
し
て
客
観
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
︑
前
に
一
通
り
見
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
人
々

は
こ
こ
ま
で
来
て
か
え
っ
て
そ
の
み
じ
め
さ
へ
の
自
意
識
に
安
易

に
腰
を
下
ろ
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
よ
う
な
︑
そ
ん
な
態
度
に
陷

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
主
体
意
識
の
完
全
な
る
喪
失

と
云
っ
て
も
同
じ
こ
と
だ
と
思
う
が
︑
こ
こ
ま
で
来
た
時
︑
近
代

派
は
そ
の
末
期
的
性
格
を
殊
に
際
立
た
し
く
し
た
の
で
あ
っ
た
と

云
え
よ
う
と
思
う
︒
此
派
の
代
表
的
な
評
論
家
で
あ
っ
た
雅
川
滉

は
︑
一
方
か
ら
云
え
ば
森
鷗
外
の
研
究
家
で
あ
り
︑
彼
の
示
し
た

悟
性
的
な
秩
序
の
尊
重
に
対
し
て
︑
深
い
傾
倒
を
致
し
て
い
た
の



13

で
あ
っ
た
が
︑
此
の
主
と
し
て
は
上
か
ら
の
秩
序
を
尊
も
う
と
し

た
人
へ
の
傾
倒
の
気
も
ち
と
︑
此
派
一
般
に
示
さ
れ
た
主
体
意
識

の
放
棄
と
の
間
に
も
︑
何
か
し
ら
微
妙
な
連
関
が
あ
り
そ
う
に
考

え
ら
れ
る
︒

が
︑
そ
れ
よ
り
︑
新
興
芸
術
派
一
般
は
︑
上
記
の
通
り
無
責
任

な
︑
き
び
し
い
対
決
の
な
い
︑
そ
の
意
味
で
糊
塗
的
な
対
人
生
の

態
度
の
上
に
打
樹
て
ら
れ
た
よ
う
な
流
派
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
れ

が
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
文
学
に
対
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
必
然

的
な
結
果
で
あ
ろ
う
か
︑
と
に
か
く
此
派
の
文
学
に
は
︑
資
本
主

義
社
会
や
そ
の
文
化
へ
の
肯
定
的
な
愛
著
を
︑
或
る
程
度
ま
で
そ
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の
性
格
と
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
単
に
末
期
的

な
愛
著
と
云
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
だ
け
の
も
の
か
も
知
れ
ぬ
が
︑

と
に
か
く
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
此
派
の
文
学
に
は
︑
近
代
日

本
文
学
と
し
て
は
珍
ら
し
い
︑
近
代
市
民
乃
至
小
市
民
的
生
活
へ

の
︑
色
濃
い
愛
情
に
彩
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
が
︑
或
る
程
度
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
わ
が
国
の
近
代
文
学
は
︑
そ

れ
が
透
谷
な
ど
に
よ
る
出
発
以
来
︑
反
抗
的
反
社
会
的
な
の
を
そ

の
基
本
的
な
性
格
と
し
て
育
っ
て
来
た
︑
そ
う
い
う
歴
史
的
必
然

故
に
︑
市
民
生
活
へ
の
愛
情
に
充
さ
れ
た
よ
う
な
作
品
は
︑
あ
ま

り
多
く
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
明
治
初
期
啓
蒙
時
代
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の
翻
訳
小
説
や
政
治
小
説
は
別
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
う
い
う
一
面
を

も
含
ん
で
然
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
浪
漫
主

義
文
学
は
︑
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
敗
北
的
な
性
格
に
の
み
傾
い
て
︑

か
え
っ
て
現
実
蔑
視
を
の
み
そ
の
主
要
な
傾
向
と
し
て
し
ま
っ
た

し
︑
白
樺
派
の
﹁
人
間
万
歳
﹂
文
学
は
あ
ま
り
に
も
現
実
を
遊
離

し
た
観
念
的
な
空
想
や
芸
術
主
義
に
の
み
傾
い
て
し
ま
っ
た
︒
わ

ず
か
に
自
然
主
義
挫
折
後
の
唯
美
派
や
頽
廃
派
の
一
部
が
︑
そ
う

い
う
方
向
へ
の
傾
き
を
示
し
た
け
れ
ど
も

︱
そ
う
し
て
そ
れ
故

に
彼
等
の
文
学
に
新
し
い
近
代
が
性
格
し
は
じ
め
た
と
も
云
わ
れ

た
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
︑
そ
の
派
の
出
生
の
必
然
か
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ら
︑
遊
里
と
か
劇
場
と
か
カ
フ
ェ
と
か
い
う
種
類
の
︑
云
わ
ば
社

会
の
片
隅
に
あ
る
消
費
生
活
的
側
面
だ
け
へ
の
関
心
に
限
ら
れ
る

よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
硯
友
社
以
来
の
市
井
派

︱

︱
或
は
非
イ
ン
テ
リ
派
と
で
も
云
っ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な

い

︱
の
人
々
な
ど
に
は
︑
そ
う
い
う
も
の
も
か
な
り
認
め
ら
れ

た
か
と
思
う
が
︑
こ
れ
は
ま
た
そ
こ
に
近
代
的
な
空
気
の
稀
薄
過

ぎ
た
︑
そ
の
意
味
で
や
は
り
片
隅
の
世
界
と
し
か
感
じ
ら
れ
ぬ
よ

う
な
も
の
が
多
か
っ
た
し
︑
そ
れ
さ
え
硯
友
社
時
代
の
後
に
は
暗

っ
ぽ
く
圧
し
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
側
面
へ
の
注
視
の
み
が
目
立
つ

よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
結
果
と
し
て
わ
が
国
に
は
︑
明
る
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く
健
常
な
市
民
社
会
や
市
民
文
化
︑
乃
至
明
朗
な
市
民
生
活
へ
の

愛
情
を
示
し
た
よ
う
な
作
品
が
︑
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ぬ
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
も
と
も
と
そ
う
い
う
も
の
の
乏

し
か
っ
た
わ
が
国
の
近
代
社
会
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
こ
れ
は
止

む
を
得
ぬ
必
然
で
あ
っ
た
に
は
相
違
な
い
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
あ

わ
れ
む
べ
き
近
代
日
本
市
民
文
学
の
伝
統
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

、
、
、
、

そ
う
思
う
と
︑
そ
う
い
う
も
の
へ
の
要
求
が
此
の
新
興
芸
術
派
の

時
代
に
な
っ
て
或
る
程
度
満
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
趣
が
生
れ
た
こ

と
に
︑
或
る
興
味
を
そ
そ
ら
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
︒
龍
膽
寺
︑

阿
部
︑
川
端
︑
横
光
な
ど
の
作
品
に
︑
そ
う
い
う
興
味
を
い
だ
か
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せ
る
も
の
が
幾
つ
か
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
横
光
の
此

の
こ
ろ
の
代
表
作
で
あ
っ
た
﹁
上
海
﹂
な
ど
を
と
っ
て
み
て
も
︑

あ
の
国
際
都
市
上
海
の
街
上
に
溢
れ
た
黄
包
車
や
群
衆
の
流
れ
を

描
い
た
と
こ
ろ
と
か
︑
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ア
と
世
界
市
場
と
の
連

関
を
描
い
た
場
面
と
か
い
う
も
の
が
︑す
ぐ
に
思
い
浮
べ
ら
れ
る
︒

そ
う
い
う
も
の
が
こ
れ
ま
で
の
文
学
に
は
あ
ま
り
に
も
無
さ
過
ぎ

た
の
で
あ
る
︒
永
井
荷
風
の
﹁
あ
め
り
か
物
語
﹂
や
﹁
ふ
ら
ん
す

物
語
﹂
な
ど
を
別
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
︑
近
代
的
な
都
市
一
つ
が

︱
或
は
日
本
に
も
あ
る
そ
う
い
う
都
市
の
側
面
な
ど
が
︑
十
分

に
は
描
き
出
さ
れ
て
い
な
い
近
代
日
本
文
学
の
歴
史
だ
っ
た
の
で
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は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
れ
は
或
は
映
画
な
ど
か
ら
の
影
響
で
あ
っ

た
の
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
︑
と
に
か
く
そ
う
い
う
側
面
な
ど
に

多
少
と
も
き
り
こ
ん
で
行
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
新
興
芸
術
派
の
市
民

文
学
伝
統
に
加
え
た
一
つ
の
プ
ラ
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
︒

と
同
時
に
︑
新
感
覚
派
か
ら
形
式
主
義
へ
の
時
代
に
示
さ
れ
て

い
た
︑
独
断
的
な
主
観
主
義
へ
の
傾
向
や
行
き
過
ぎ
た
技
術
主
義

へ
の
深
入
り
が
反
省
さ
れ
は
じ
め
て
︑
従
っ
て
そ
の
系
統
の
人
々

に
よ
っ
て
意
識
的
に
放
棄
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
リ
ア
リ
ズ
ム

が
︑
此
派
の
人
々
に
よ
っ
て
ま
た
幾
ら
か
ず
つ
取
上
げ
ら
れ
よ
う
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と
し
つ
つ
あ
る
か
の
気
運
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
は
反
面
云
え
ば
新
感
覚
派
の
人
々
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て

い
た
革
新
意
欲
の
払
拭
を
意
味
し
た
︒
そ
れ
を
革
新
し
よ
う
と
す

る
か
わ
り
に
︑
あ
る
が
ま
ま
の
旧
い
社
会
に
夢
や
美
を
見
出
そ
う

と
す
る
気
も
ち
に
傾
い
た
く
ら
い
だ
か
ら
︑
旧
い
方
法
へ
の
批
判

も
弱
ま
っ
た
の
だ
と
云
う
こ
と
も
出
来
よ
う
︒
そ
う
い
う
方
法
を

持
ち
つ
づ
け
て
い
た
新
人
生
派
の
人
々
ば
か
り
で
は
な
い
︑
加
藤

武
雄
と
か
岡
田
三
郎
と
か
い
う
新
現
実
主
義
時
代
以
来
の
人
々
さ

え
合
流
し
て
い
た
く
ら
い
だ
か
ら
︑
此
派
内
部
に
そ
う
い
う
現
象

が
起
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
︑
と
に
か
く
此
の
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こ
ろ
に
な
る
と
︑
か
つ
て
は
写
実
主
義
放
棄
を
宣
言
し
て
﹁
わ
れ

わ
れ
は
傀
儡
を
作
る
﹂
な
ど
と
叫
ん
で
い
た
横
光
利
一
ま
で
が
︑

批
評
家
勝
本
清
一
郎
に
よ
っ
て
︑
中
條
︵
後
の
宮
本
︶
百
合
子
の

﹁
新
自
然
主
義
の
作
風
﹂
と
な
ら
べ
て
︑﹁
新
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作

家
﹂
な
ど
と
規
定
さ
れ
た
ほ
ど
︑
写
実
主
義
的
傾
向
へ
の
復
帰
を

姿
勢
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
新
感
覚
派
時

代
の
主
観
主
義
的
昂
奮
が
そ
れ
だ
け
鎮
静
化
さ
れ
て
来
た
の
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
し
︑
そ
れ
だ
け
時
に
は
あ
ま
り
に
も

矯
激
に
過
ぎ
た
新
感
覚
派
的
表
現
が
︑
こ
こ
ま
で
来
て
或
る
程
度

落
着
い
た

︱
従
っ
て
定
着
し
た
と
も
云
え
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
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れ
も
ま
た
此
の
新
興
芸
術
派
の
︑
妥
協
的
常
識
的
で
あ
っ
た
が
故

の
収
穫
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
︒

け
れ
ど
も
︑
そ
う
し
て
復
活
さ
れ
は
じ
め
た
写
実
主
義
は
︑
そ

の
性
格
の
旧
さ
故
に
﹁
新
自
然
主
義
﹂
な
ど
と
名
づ
け
ら
れ
た
も

の
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
点
か
ら
で
も
明
瞭
な
よ
う
に
︑
別
段
に
新

し
い
性
格
を
持
と
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
昔
な
が
ら
の

写
実
主
義
を
そ
の
ま
ま
に
︑現
象
相
互
の
関
連
や
錯
雑
を
眺
め
て
︑

そ
こ
か
ら
紛
糾
と
混
乱
と
の
味
い
を
見
出
し
て
来
よ
う
と
す
る
と

い
う
よ
う
な

︱
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
に
多
彩
な
感
覚
的
触
発
を

意
図
し
よ
う
と
だ
け
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
う
し
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た
関
連
や
錯
雑
の
も
一
つ
奥
ま
で
く
ぐ
り
入
っ
て
︑
そ
れ
を
正
し

い
秩
序
に
整
理
づ
け
よ
う
と
す
る
よ
う
な
︑
正
し
く
知
的
な
探
求

に
そ
の
歩
分
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ

た
︒
だ
か
ら
例
え
ば
上
記
の
﹁
上
海
﹂
な
ど
で
も
︑
此
の
国
際
都

市
上
海
の
多
彩
な
空
気
が
現
象
的
感
覚
的
に
は
よ
く
捉
え
ら
れ
て

い
た
け
れ
ど
も
︑
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
奥
に
あ
る
も
の
へ
の
触
れ

方
に
は
や
は
り
昔
な
が
ら
の
直
観
的
主
情
主
義
的
な
も
の
が
認
め

ら
れ
て
︑
そ
の
た
め
相
当
ひ
ど
い
把
握
の
混
乱
が
感
じ
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
そ
の
混
乱
が
︑
ど
う
か
す
る
と
表
面
的
な

雰
囲
気
の
多
彩
さ
や
錯
綜
を
一
そ
う
強
化
す
る
た
め
の
︑
意
識
的
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な
手
段
で
あ
る
か
に
さ
え
思
わ
れ
か
ね
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
そ
れ
が
︑
正
し
く
新
し
い
写
実
主
義
意
欲

に
徹
底
し
て
︑
人
生
社
会
の
見
直
し
を
意
図
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
は
な
く
︑
や
は
り
新
感
覚
派
以
来
の
官
能
的
享
楽
へ
の
傾
き
を

主
要
な
体
勢
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
知
ら
れ
る
わ
け

な
の
で
あ
る
︒
云
い
か
え
れ
ば
︑
そ
こ
に
多
少
の
写
実
主
義
へ
の

復
帰
は
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
要
す
る
に
手
法
的
関
心
か
ら
だ
け
の

も
の
で
︑
新
し
く
人
生
を
見
直
そ
う
と
す
る
だ
け
の
人
生
観
の
転

換
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
︑
人
生
へ
の
新
し
い
見
通
し
が
生
れ

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
そ
こ
に
は
や
は
り
従
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来
通
り
の
暗
く
否
定
的
な
人
生
観
が
︑
そ
の
複
雑
多
彩
な
前
景
の

奥
に
︑
揺
曳
し
て
居
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
勝
本
清

一
郎
の
言
葉
を
借
り
て
云
え
ば
︑﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ア
芸
術
最
後
の
段

階
に
あ
る
﹂
も
の
と
し
て
の
美
し
さ
以
上
の
も
の
は
︑
当
然
そ
こ

に
は
認
め
ら
れ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
し
て
そ
れ
が
つ
ま
り
は
新
興
芸
術
派
一
般
の
性
格
で
あ
っ

た
︒
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
抗
し
た
と
は
云
っ
て
も
︑
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ
に
対
立
し
て
市
民
的
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ

の
正
当
さ
を
強
く
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
︑
現
実
的
政

治
的
に
は
彼
等
の
主
張
を
正
し
い
と
考
え
︑
い
ず
れ
は
滅
ぶ
べ
き
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市
民
社
会
だ
と
感
じ
な
が
ら
︑
そ
こ
に
せ
め
て
も
の
見
残
さ
れ
た

夢
を
追
お
う
と
し
た
そ
の
立
場
の
頼
り
な
い
弱
さ
が
︑
そ
う
し
た

傾
向
を
必
至
の
も
の
と
せ
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ

か
ら
そ
こ
に
︑
市
民
生
活
へ
の
愛
著
は
あ
っ
て
も
︑
こ
れ
こ
そ
は

健
康
な
市
民
生
活
の
讃
歌
だ
と
称
び
得
る
よ
う
な
も
の
や
︑
市
民

生
活
典
型
面
の
傾
情
的
な
追
及
と
見
ら
れ
る
も
の
は
︑
や
は
り
そ

う
多
く
は
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の

か
わ
り
に
︑
官
能
的
な
陶
酔
や
感
覚
的
な
刺
戟
を
追
い
求
め
る
に

便
利
な
︑
浅
草
と
か
銀
座
と
か
デ
パ
ー
ト
と
か
カ
フ
ェ
と
か
ダ
ン

ス
ホ
ー
ル
と
か
い
う
種
類
の
︑
新
感
覚
派
末
期
以
来
描
き
な
れ
た
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社
会
の
端
っ
こ
や
消
費
面
が
︑
こ
こ
で
も
ま
た
い
よ
い
よ
傾
情
的

に
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
︑
此
派
も
ま
た
か
つ
て
の
唯
美
派

や
官
能
的
享
楽
派
の
亞
流
で
あ
る
か
の
よ
う
な
︑
末
期
文
学
ら
し

い
性
格
を
い
よ
い
よ
顕
著
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
っ
た
︒
川
端
康
成
の
此
期
の
代
表
作
が
︑﹁
浅
草
紅
団
﹂
の
よ

う
な
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
︑
そ
の
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
よ
う
︒
前
に
﹁
故
郷
﹂
や
﹁
夏
の
靴
﹂
を
例
と
し
て
見
て

来
た
よ
う
な
︑
健
康
な
生
の
意
欲
と
云
う
か
︑
或
は
生
き
る
力
の

み
ず
み
ず
し
さ
と
い
う
か
︑
と
に
か
く
そ
う
い
う
も
の
へ
の
深
い

愛
著
は
︑
此
作
な
ど
に
も
極
め
て
よ
く
観
取
さ
れ
る
︒
が
︑
そ
れ
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が
︑
浅
草
と
新
宿
と
を
世
界
と
し
た
与
太
者
や
ズ
ベ
公
た
ち
の
︑

全
体
的
に
は
暗
く
否
定
的
な
生
活
の
枠
の
中
に
︑
美
し
く
燃
え
上

る
も
の
と
し
て
傾
情
的
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
そ
れ
以
上

の
こ
と
は
何
も
考
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
︑此
期
の
此
の
系
統
の
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
特
質
が
︑

集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

だ
が
︑
新
興
芸
術
派
一
般
が
︑
せ
っ
か
く
市
民
生
活
へ
の
愛
情

ら
し
い
も
の
を
示
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
て
結
局
末
期
文
学
ら
し
い

性
格
ば
か
り
を
顕
著
に
し
て
し
ま
っ
た
の
も
︑
此
の
時
期
と
す
れ

ば
や
は
り
半
ば
止
む
を
得
ぬ
必
然
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
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た
︒
既
に
そ
の
対
象
へ
の
き
び
し
い
批
判
が
生
れ
て
居
り
︑
そ
の

批
判
が
一
応
は
社
会
的
に
常
識
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
︑
一

般
的
な
情
勢
に
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
︒
そ
う
い
う
情
勢
を
建
て

直
そ
う
と
す
る
ほ
ど
の
積
極
的
な
主
張
は
︑
此
派
に
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
此
派
は
︑
対
立
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
に
圧
し
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
流
派
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
︒
此
派
の
一
人
と
な
っ
た
嘉
村
礒
多
な
ど
が
︑
そ
う
い
う
情

勢
故
の
彼
等
の
道
の
困
難
さ
を
︑
ど
ん
な
に
し
み
じ
み
と
筆
に
し

て
い
た
こ
と
か
︒
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
そ
う
し
て
圧
さ
れ
つ
づ

け
な
が
ら
も
︑
新
し
い
常
識
と
な
り
か
け
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
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に
反
撥
し
て
︑
市
民
生
活
や
市
民
文
化
へ
の
今
更
の
愛
情
に
傾
い

て
い
た
此
派
に
︑
も
少
し
積
極
的
な
知
的
探
求
と
真
摯
な
対
人
生

の
態
度
と
が
あ
っ
た
ら
︑
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
の
対
決
と
い

う
今
日
的
な
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
常

識
と
は
ま
た
異
っ
た
よ
う
な
も
の
を
︑
或
る
程
度
は
提
示
し
得
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
︑
そ
れ
も
此
派
の
態
度
と
思
索
と
を
以

て
し
て
は
結
局
望
み
得
ぬ
も
の
だ
っ
た
︒
横
光
の
﹁
上
海
﹂
な
ど

で
も
︑
或
る
程
度
は
そ
の
問
題
に
触
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
︑
そ
の

写
実
主
義
復
帰
が
十
分
徹
底
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
の
と
並
行
的

に
︑
そ
の
問
題
へ
の
触
れ
方
に
も
十
分
沈
潜
的
な
も
の
は
認
め
ら



31

れ
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
単
純
に
反
撥
す
る
が
故
の
否
定
的
歪
曲
的

な
見
方
が
著
し
か
っ
た
よ
う
に
思
う
︒
そ
れ
に
心
か
ら
共
感
し
た

わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
に
︑
一
方
に
は
こ
れ
を
一
つ
の
常
識
と
し

て
軽
く
の
み
こ
も
う
と
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
反
面
︑
こ
う
し
て

そ
れ
に
反
撥
す
る
だ
け
の
人
も
同
時
に
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い

た
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
此
派
の
そ
う
い
う
面
へ
の
き
び
し
い

こ
だ
わ
り
の
な
い
︑
極
め
て
ル
ー
ズ
な
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
の
︑

一
つ
の
よ
き
反
証
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
既
に
述
べ
て

来
た
通
り
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
抗
し
て
芸
術
を
守
ろ
う
と

す
る
以
上
の
︑
派
と
し
て
の
統
一
的
な
主
張
を
持
た
な
か
っ
た
此
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派
は
︑
そ
の
当
面
の
敵
で
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
そ
の
も
の
の

基
本
的
な
立
場
に
対
し
て
も
︑
こ
う
し
て
派
と
し
て
の
き
び
し
く

統
一
さ
れ
た
批
判
を
持
つ
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
反
撥
的
な
に
ぎ
や
か
さ
が
あ
っ
た
だ
け
で
︑
芯
の
な
い
集
団

で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
い
や
で
も
結
論
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ

け
だ
ろ
う
と
思
う
︒そ
う
い
う
こ
と
の
す
べ
て
の
根
柢
と
な
っ
た
︑

主
体
意
識
の
完
全
な
る
喪
失
と
い
う
こ
と
を
︑
此
派
に
於
け
る
殊

に
重
大
な
否
定
面
と
し
て
︑
も
一
度
く
り
か
え
し
て
置
き
た
い
と

思
う
︒

そ
う
い
う
流
派
で
あ
っ
た
く
ら
い
だ
か
ら
︑
そ
の
後
の
政
治
情
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勢
の
変
化
の
故
に
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の
弾
圧
が
従
来
よ
り

更
に
強
化
さ
れ
て
︑
そ
の
た
め
そ
の
派
の
勢
力
が
漸
次
に
弱
め
ら

れ
て
行
く
に
つ
れ
て
︑
此
派
の
派
と
し
て
の
統
一
も
ま
た
お
の
ず

か
ら
ゆ
る
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
芸
術
派
宣
言
﹂
な
ど
と

い
う
︑
構
え
と
か
け
声
と
の
堂
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
比
し

て
︑あ
ま
り
に
も
頼
り
な
く
短
い
此
派
の
歴
史
で
あ
っ
た
こ
と
を
︑

思
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
い
う
新
興
芸
術
派
の
短
か
っ
た
歴
史
の
後
に
︑
此
派
の
中

か
ら
出
て
来
た
新
進
作
家
そ
の
他
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
主
張

を
鮮
明
に
し
は
じ
め
た
た
め
︑
近
代
派
の
文
学
は
︑
一
応
多
彩
な
︑
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小
会
派
の
分
立
を
結
果
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
龍
膽

寺
雄
の
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
︑
中
村
正
常
等
の
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
︑
久

野
豊
彦
・
浅
原
六
朗
等
の
新
社
会
派
︑
阿
部
知
二
の
主
知
主
義
な

ど
を
主
要
な
も
の
と
し
て
︑
そ
れ
に
や
や
異
っ
た
系
統
か
ら
成
立

っ
て
そ
こ
に
横
光
川
端
等
の
加
わ
っ
た
新
心
理
主
義
や
︑
主
と
し

て
画
壇
か
ら
来
た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
瀧
口
修
造
等
の

超
現
実
主
義
の
主
張
な
ど
も
そ
の
頃
に
は
見
ら
れ
た
し
︑
更
に
少

し
遲
れ
て
は
中
河
與
一
等
の
新
科
学
的
文
芸
の
主
張
な
ど
も
生
れ

た
だ
け
に
︑
そ
の
頃
に
は
ず
い
ぶ
ん
数
多
く
の
分
派
が
見
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
新
興
芸
術
派
が
︑
そ
の
よ
う
に
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分
化
し
て
行
く
べ
き
も
の
の
多
く
を
包
摂
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ

た
だ
け
に
︑
派
と
し
て
の
統
一
に
は
あ
ま
り
緊
密
な
も
の
を
持
ち

得
な
か
っ
た
の
も
︑
止
む
を
得
ぬ
必
然
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

く
ら
い
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
ら
小
会
派
の
う
ち
︑
新
興
芸
術
派
の
嫡
出
子

と
し
て
生
れ
た
も
の
は
︑龍
膽
寺
等
の
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒

だ
か
ら
新
興
芸
術
派
の
特
質
は
多
く
移
し
て
此
派
に
も
あ
て
は
め

る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
が
︑
そ
う
い
う
う
ち
に
も
︑
此
派
の
首
唱

者
で
あ
っ
た
龍
膽
寺
が
︑
既
に
触
れ
て
来
た
通
り
︑
左
翼
の
主
張

の
正
し
さ
を
認
め
て
︑
市
民
階
級
は
い
ず
れ
滅
び
る
も
の
と
考
え
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て
い
た
こ
と
︑
然
も
そ
の
後
に
来
る
で
あ
ろ
う
新
し
い
社
会
に
も

信
用
が
持
て
ぬ
た
め
に
︑
現
在
と
し
て
の
美
し
い
夢
や
酔
い
の
中

に
出
来
る
だ
け
深
く
ひ
た
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
こ

こ
で
強
く
思
い
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
う
彼
等
の
態
度

故
に
︑
そ
う
し
た
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
情
に
裏
づ
け
ら
れ
た

享
楽
性
追
求
の
烈
し
さ
が
︑
こ
こ
で
殊
に
際
立
っ
て
来
た
こ
と
に

な
る
︒﹁
放
浪
時
代
﹂
と
か
﹁
ア
パ
ー
ト
の
女
逹
と
僕
と
﹂
と
か
︑

そ
の
他
そ
の
女
主
人
公
の
名
前
か
ら
当
時
﹁
魔
子
物
﹂
と
総
称
さ

れ
た
一
連
の
作
品
と
か
い
う
も
の
が
︑彼
の
代
表
作
で
あ
っ
た
が
︑

そ
こ
に
は
︑
新
感
覚
派
以
来
だ
ん
だ
ん
と
濃
化
し
つ
つ
あ
っ
た
そ
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う
し
た
傾
向
が
︑
一
つ
の
極
限
に
ま
で
達
し
た
よ
う
な
趣
が
認
め

ら
れ
た
︒エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
の
追
求
と
が
︑

結
果
と
し
て
此
派
の
主
要
な
特
質
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
う
い
う
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
︑ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
と
は
︑

そ
の
名
称
が
既
に
明
示
し
て
い
る
通
り
︑
ナ
ン
セ
ン
ス
な
作
品
の

可
笑
し
み
に
喜
び
を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
モ
ダ
ア

ニ
ズ
ム
が
︑
総
じ
て
官
能
的
な
︑
強
い
刺
戟
に
末
期
的
な
苦
悩
の

糊
塗
を
求
め
た
も
の
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
そ
う
し
た
笑
い
に
せ
め

て
も
の
救
い
と
明
る
さ
と
を
求
め
た
も
の
と
云
え
よ
う
︒
ど
ち
ら

に
し
て
も
︑
此
の
文
学
伝
統
に
於
け
る
︑
末
期
的
傾
向
の
一
そ
う
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の
顕
著
化
だ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

た
だ
︑
そ
の
作
風
か
ら
云
っ
て
︑
結
局
は
此
の
ナ
ン
セ
ン
ス
文

学
の
系
統
に
属
す
る

︱
少
く
と
も
そ
の
近
く
に
い
た
作
家
だ
っ

た
と
規
定
す
る
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
人
に
︑

井
伏
鱒
二
の
い
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒そ
の
作﹁
山

椒
魚
﹂
に
よ
れ
ば
︑
此
の
作
者
は
︑
重
苦
し
い
時
勢
の
圧
力
に
対

し
て
い
さ
さ
か
つ
む
じ
を
曲
げ
た
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
一
匹
の

山
椒
魚
が
︑餌
を
求
め
る
か
何
か
し
て
一
つ
の
洞
穴
に
入
っ
た
時
︑

大
き
な
石
が
そ
の
洞
穴
の
口
を
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
た
︑
そ
の
結
果

狹
い
穴
か
ら
出
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
山
椒
魚
は
︑﹁
そ
の
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義
な
ら
ば
﹂
と
い
う
よ
う
な
気
も
ち
で
︑
居
直
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
と
い
う
︒
昭
和
六
七
年
以
後
の
政
情
の
変
化
か
ら
来
た
︑
う
る

さ
く
う
っ
と
う
し
い
梗
塞
を
身
近
に
感
じ
て
︑
そ
れ
故
に
正
面
き

っ
て
も
の
を
云
う
か
わ
り
に
︑
と
ぼ
け
た
よ
う
な
可
笑
し
み
と
一

種
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
た
る
空
想
の
世
界
と
に
韜
晦
し
た
作
者
の
気
も

と
う
か
い

ち
が
︑
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ

れ
だ
け
に
︑
此
の
作
者
の
と
ぼ
け
た
よ
う
な
可
笑
し
み
の
底
に
は

一
種
の
芯
が
あ
っ
た
し
︑
第
一
そ
う
し
た
梗
塞
の
下
に
余
儀
な
く

せ
ぐ
く
ま
ら
さ
れ
て
い
る
人
間
に
対
す
る
深
い
愛
情
が
あ
っ
た
︒

き
び
し
い
と
か
鋭
い
と
か
い
う
性
質
か
ら
は
遠
か
っ
た
け
れ
ど
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も
︑
そ
れ
が
此
の
作
者
の
作
品
に
特
殊
な
感
触
を
持
た
せ
て
い
た

上
︑
そ
の
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
た
る
空
想
に
も
或
る
面
白
さ
が
感
じ
ら

れ
て
︑
同
じ
梗
塞
の
下
に
跼
蹐
し
て
い
る
人
間
に
は
︑
そ
れ
が
か

な
り
に
楽
し
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う

作
品
の
味
い
は
︑
そ
の
由
来
か
ら
云
え
ば
︑
新
現
実
主
義
時
代
に
︑

一
部
の
人
々
か
ら
は
﹁
風
々
主
義
﹂
な
ど
と
称
ば
れ
な
が
ら
︑
と

ぼ
け
た
よ
う
な
味
い
に
終
始
し
て
い
た
葛
西
善
蔵
か
ら
流
れ
出
て

来
た
も
の
︑
そ
こ
か
ら
出
て
来
た
牧
野
信
一
が
変
型
リ
ア
リ
ズ
ム

と
か
酔
っ
ぱ
ら
い
の
管
と
か
規
定
さ
れ
た
彼
の
手
法
を
更
に
一
ひ

ね
り
し
て
︑﹁
ゼ
エ
ロ
ン
﹂
そ
の
他
の
作
品
を
示
し
て
い
た
︑
そ
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の
頃
の
作
風
に
近
接
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
︑
そ
れ
が

こ
こ
ま
で
来
て
み
る
と
︑
一
種
の
低
徊
趣
味
的
な
も
の
ま
で
に
転

化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
︑
そ
れ
だ
け
時
勢
の

梗
塞
感
の
深
さ
を
そ
れ
と
な
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た

の
だ
と
思
う
︒時
勢
が
一
応
は
す
っ
か
り
変
っ
た
今
日
以
後
に
も
︑

な
お
そ
う
し
た
韜
晦
的
乃
至
低
徊
趣
味
的
な
特
質
を
持
ち
つ
づ
け

る
こ
と
の
可
否
は
別
問
題
だ
が
︑
と
に
か
く
当
時
と
す
れ
ば
異
色

の
あ
る
此
の
作
家
の
態
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
集
金
旅
行
﹂

﹁
多
甚
古
村
﹂
そ
の
他
︑
見
る
べ
き
作
品
も
多
か
っ
た
︒

が
︑
そ
れ
は
と
に
か
く
︑
上
記
の
よ
う
な
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
や
ナ
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ン
セ
ン
ス
文
学
は
︑
一
面
云
え
ば
そ
れ
の
当
然
迎
え
ら
る
べ
き
当

時
の
社
会
情
勢
で
あ
っ
た
が
故
に
︑
か
な
り
凄
じ
い
勢
い
を
以
て

氾
濫
し
た
︒
雑
誌
新
青
年
な
ど
を
中
心
と
し
て
︑
エ
ロ
・
グ
ロ
・

ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
言
葉
な
ど
が
︑
当
時
の
は
や
り
言
葉
の
一
つ

と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
︑
そ
の
こ
と
は
よ
く
理
解
さ
れ

よ
う
︒
第
三
の
小
会
派
新
社
会
派
は
︑
云
わ
ば
そ
う
し
た
風
潮
に

対
す
る
近
代
派
内
部
か
ら
の
批
判
と
し
て
︑
台
頭
し
た
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
此
派
の
人
々
は
︑
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
な
ど
が

そ
の
傾
向
の
必
然
と
し
て
い
よ
い
よ
深
く
社
会
の
末
端
や
消
費
的

な
生
活
面
に
沈
湎
し
て
行
っ
た
の
に
対
し
て
︑
よ
り
健
康
で
中
枢
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的
な
生
産
面
に
も
着
目
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
︒
と
同
時
に
︑

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
に
も
対
抗
し
て
︑

ダ
グ
ラ
ス
の
経
済
理
論
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
提
言
し
た
︒
そ
れ

を
主
と
し
て
提
唱
し
た
久
野
豊
彦
の
言
に
よ
れ
ば
︑
ダ
グ
ラ
ス
の

経
済
学
と
は
︑
信
用
を
す
べ
て
の
基
礎
と
し
て
重
視
し
た
も
の
だ

と
い
う
︒
そ
う
い
う
も
の
が
提
唱
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
︑
マ
ル
ク
シ

ズ
ム
を
う
の
み
に
し
た
り
反
撥
し
た
り
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
で

、
、
、

あ
っ
た
新
興
芸
術
派
の
内
部
に
︑
と
に
も
か
く
に
も
そ
れ
を
批
判

し
よ
う
と
す
る
新
し
く
積
極
的
な
立
場
が
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
し
︑
そ
う
し
た
新
し
い
立
場
か
ら
︑
消
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費
面
以
外
の
生
産
面
へ
も
注
視
を
向
け
て
︑
そ
こ
に
全
円
的
な
市

民
生
活
へ
の
描
叙
が
意
図
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
そ
れ
は

近
代
派
内
部
と
す
れ
ば
健
康
に
し
て
積
極
的
な
主
張
の
提
示
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

が
︑
残
念
な
こ
と
に
︑
此
の
系
統
に
は
あ
ま
り
す
ぐ
れ
た
作
家

が
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
主
張
だ
け
あ
っ
て
も
そ
れ
に
相
応
し
い
作

品
が
な
か
っ
た
わ
け
だ
し
︑
そ
の
健
康
さ
が
ど
う
か
す
る
と
作
品

の
通
俗
化
を
結
果
さ
せ
る
よ
う
な
︑そ
ん
な
傾
き
も
認
め
ら
れ
た
︒

そ
の
頃
早
く
既
に
瀬
沼
茂
樹
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
︑
マ
ル
ク

シ
ズ
ム
は
単
な
る
経
済
学
説
と
い
う
以
上
に
︑
新
し
い
社
会
観
な
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り
世
界
観
な
り
に
ま
で
拡
充
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
︑
ダ
グ
ラ
ス
の
経
済
学
は
や
は
り
単
な
る
経
済
学
説
だ
け
の
も

の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︑
そ
れ
だ
け
に
︑
そ
の
眼
鏡
を
通
し
て
万
般

の
人
事
や
社
会
現
象
を
見
る
こ
と
は
︑
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
の
是
非
な
い
作
品
と

そ
の
主
張
と
の
乖
離
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
結
果

と
し
て
︑
新
感
覚
派
に
対
立
し
た
新
人
生
派
の
影
が
う
す
か
っ
た

よ
う
に
︑
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
や
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
乃
至
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
に
対
抗
し
た
此
派
も
︑
や
は
り
そ
の
影
の
濃
さ
を
云
わ
れ

る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒よ
く
は
知
ら
ぬ
が
︑
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少
く
と
も
そ
の
出
身
か
ら
云
っ
て
久
野
な
ど
と
は
身
近
い
と
こ
ろ

に
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
次
の
時
代
の
新
進
作
家
石
坂

洋
次
郎
な
ど
が
︑
明
る
く
健
康
な
心
情
と
反
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
立

場
と
は
示
し
な
が
ら
︑
主
張
的
に
は
市
民
的
常
識
性
以
外
の
も
の

を
多
く
示
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
な
ど
に
︑
此
派
の
主
張
の
ほ
と
ん

ど
時
代
に
し
み
こ
ま
な
か
っ
た
か
た
ち
が
︑
間
接
的
な
が
ら
反
映

さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
新
人
生

派
に
比
す
れ
ば
︑
そ
の
主
張
に
と
に
か
く
新
し
く
具
体
的
な
も
の

を
示
し
て
い
た
だ
け
︑
近
代
派
内
部
に
於
け
る
一
つ
の
思
想
的
前

進
を
示
し
た
新
社
会
派
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
︑
そ
う
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見
て
来
る
と
︑
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
文
学
に
対
抗
し
て
︑
そ
こ
に
強
力

な
地
歩
を
し
め
る
た
め
に
は
︑
や
は
り
力
及
ば
ぬ
流
派
で
あ
っ
た

こ
と
が
︑
思
わ
れ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒

但
し
︑
以
上
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
︑
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
に
せ

よ
新
社
会
派
に
せ
よ
︑
そ
れ
が
何
等
か
の
意
味
で
人
生
を
見
直
そ

う
と
す
る
︑
そ
の
意
味
で
は
多
少
積
極
的
と
も
云
え
る
よ
う
な
態

度
を
打
樹
て
て
来
た
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
考
え
ら
れ
て
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
︒
新
社
会
派
に
な
れ
ば
そ
の
こ
と
は
殊
に
は
っ

き
り
し
て
い
る
わ
け
だ
が
︑と
に
か
く
そ
う
い
う
点
で
そ
れ
ら
は
︑

新
興
芸
術
派
が
す
る
す
る
と
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
に
墮
ち
て
行
っ
た
の
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と
は
︑
多
少
区
別
し
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
︒
既
に
見
て
来
た
よ
う
な
主
体
意
識
の
完
全
な
喪
失
が
︑
新
興

芸
術
派
か
ら
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
へ
の
過
程
を
必
至
の
も
の
と
し
た
︑

そ
う
い
う
歴
史
か
ら
立
直
ろ
う
と
す
る
意
欲
が
︑
そ
こ
に
ほ
の
か

な
が
ら
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
気
運
が
︑
ナ
ン
セ
ン

ス
派
と
新
社
会
派
の
積
極
性
と
を
抱
き
合
わ
せ
た
よ
う
な
︑
石
坂

洋
次
郎
の
よ
う
な
作
家
を
産
み
出
さ
せ
た
と
も
云
え
そ
う
な
の
で

あ
る
︒
そ
う
思
う
と
︑
新
興
芸
術
派
末
期
の
小
会
派
分
立
は
︑
そ

う
い
う
此
の
系
統
と
し
て
の
転
換
の
契
機
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
︒
そ
の
契
機
は
上
記
の
通
り
正
し
く
生
か
さ
れ
る
と
こ
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ろ
ま
で
は
行
か
な
か
っ
た
︒
が
︑
新
感
覚
派
以
来
の
昏
迷
の
故
に

た
ど
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
顚
落
の
過
程
が
︑
こ
う
し
て
モ
ダ

ア
ニ
ズ
ム
を
そ
の
行
止
ま
り
と
し
て
立
直
ら
れ
か
け
た
と
い
う
こ

と
の
中
に
は
︑
や
は
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
な
り
そ
の
土
台
に
あ

っ
た
左
翼
思
想
な
り
が
少
く
と
も
表
面
的
に
は
弾
圧
し
つ
く
さ
れ

よ
う
と
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う
時
代
気
運
を
反
映
す
る
も
の

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
と
に
か
く
此
の
こ
ろ
か
ら
︑
近
代
派

文
学
の
伝
統
内
部
に
は
︑
幾
ら
か
ず
つ
積
極
主
義
化
の
気
運
が
動

き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
︒
新
興
芸
術
派
末
期
の
小
会
派
分
立
は
︑

総
括
的
に
は
そ
う
い
う
転
換
期
的
苦
悩
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
揺
蕩
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で
あ
っ
た
と
見
ら
る
べ
き
も
の
な
の
だ
と
思
う
︒
そ
う
思
う
と
︑

同
じ
時
代
の
主
知
主
義
と
か
新
心
理
主
義
と
か
い
う
も
の
の
︑
そ

の
過
程
に
於
て
果
そ
う
と
し
た
役
割
の
重
大
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑

自
然
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
少
し
長
く
な
り
そ
う

な
の
で
︑
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
︒
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