
は
じ
め
に

「
文
学
作
品
を
声
に
表
現
す
る
」
と
い
う
と
、
「
心
を
こ
め
て
よ
む
」
、

「
思
い
を
表
現
す
る
」
、
「
感
情
を
表
現
す
る
」
な
ど
と
思
い
が
ち
で
す
。

こ
れ
ま
で
日
本
コ
ト
バ
の
会
の
表
現
よ
み
の
実
践
に
お
い
て
も
、
感
情
や

心
情
を
表
現
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
感
情
」
や
「
心
情
」
の
表
現
は
、
何
を
手
が
か
り
に
し

て
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
表
現
よ
み
と
は
、
文
章
に
書
か
れ
た
作
品

を
よ
む
こ
と
で
す
。
文
学
作
品
の
表
現
は
文
章
の
か
た
ち
で
書
か
れ
て
い

ま
す
。
文
章
を
は
な
れ
て
表
現
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
作
者
の

思
い
や
人
物
の
心
も
、
文
章
の
表
現
が
声
の
表
現
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、
作
品
に
こ
め
ら
れ
た
思
い
は
、
文
章
の
表
現
に
し
た
が
っ
て
よ
む
こ

と
で
わ
か
る
の
で
す
。

表
現
よ
み
に
は
、
口
頭
解
釈(

オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン)

の
技
術
も
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
章
を
声
に
し
て
理
解
し

つ
つ
、
解
釈
を
声
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
よ
み
手
自
身
が
内
容
を
確
認
し

ま
す
。
そ
れ
が
ま
た
、
聞
き
手
に
も
文
章
の
内
容
と
し
て
伝
わ
る
の
で
す
。

文
章
の
表
現
を
正
確
に
よ
む
た
め
に
は
、
文
法
の
理
論
と
知
識
が
役
に
立

ち
ま
す
。

表
現
よ
み
に
つ
い
て
も
、
日
本
コ
ト
バ
の
会
の
「
生
き
た
コ
ト
バ
」
の

四
原
則
か
ら
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１

正
し
く

２

わ
か
り
や
す
く

３

切
れ
味
よ
く

４

ふ
さ
わ
し
く

１
で
は
、
文
章
を
「
正
し
く
」
よ
め
る
か
ど
う
か
、
よ
ん
だ
内
容
を

「
正
し
く
」
声
に
表
現
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
文
章
を
ど
う

理
解
し
、
ど
う
解
釈
し
た
か
、
そ
れ
が
発
声
・
発
音
な
ど
す
べ
て
の
要
素

が
参
加
し
て
声
に
表
現
さ
れ
る
の
で
す
。
２
は
、
声
に
表
現
さ
れ
た
文
章

が
、
ど
の
よ
う
に
聞
き
と
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
聞
き

手
の
た
め
に
工
夫
さ
れ
る
声
の
表
現
技
術
で
す
。
３
で
は
、
一
つ
一
つ
の

語
句
の
発
音
の
正
確
さ
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
文
に
お

け
る
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
カ
ギ
に
な
り
ま
す
。
と
く
に
、
文
章
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
る
た
め
の
論
理
的
な
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
４

で
は
、
文
学
作
品
の
「
語
り
口
」
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
語
り

2

《
特
集
》
コ
ト
バ
の
理
論
を
実
践
に
生
か
す

表
現
よ
み
に
生
か
す
文
法
の
基
礎

―
―

初
歩
の
よ
み
か
ら
芸
術
の
よ
み
へ

渡

辺

知

明



手
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
作
品
の
文
体
は
、
ど
ん
な

語
り
手
が
、
ど
ん
な
と
き
に
、
ど
ん
な
場
面
で
語
る
の
か
、
こ
れ
が
よ
み

の
根
本
問
題
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
コ
ト
バ
の
四
原
則
か
ら
表
現
よ
み
を
と
ら
え
直
す
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
見
え
て
き
ま
す
。
今
回
は
そ
の
う
ち
の
１
と
３
の
問

題
を
と
り
あ
げ
て
、
文
法
と
の
か
か
わ
り
で
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

１

表
現
よ
み
と
四
種
類
の
声

表
現
よ
み
は
音
読
の
一
種
で
す
。
音
読
に
は
い
く
つ
も
の
種
類
が
あ
り

ま
す
。
文
字
を
声
に
す
る
よ
み
、
文
章
を
読
み
あ
げ
る
よ
み
、
文
学
作
品

を
表
現
す
る
よ
み
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
音
読
は
よ
み
の
目

的
が
ち
が
う
の
で
、
使
う
べ
き
声
も
い
ろ
い
ろ
で
す
。

文
字
を
声
に
す
る
よ
み
な
ら
ば
、
声
は
ひ
と
色
で
間
に
合
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
視
覚
障
害
者
の
た
め
に
、
「
音
声
訳(
音
訳)

」
と
い
う
音
読
の

方
法
が
あ
り
ま
す
。
目
の
見
え
な
い
人
に
代
わ
っ
て
、
文
章
を
読
み
あ
げ

る
こ
と
で
す
。
「
音
声
訳
」
と
い
う
用
語
ど
お
り
文
字
で
書
か
れ
た
文
章

を
「
音
声
」
に
「
訳
す
」
こ
と
が
目
的
で
す
。
内
容
を
表
現
す
る
の
で
は

な
く
、
文
字
を
声
に
置
き
か
え
る
の
で
す
か
ら
、
声
の
質
も
一
定
の
方
が

よ
い
し
、
よ
み
手
の
感
情
も
一
定
で
変
化
し
な
い
方
が
よ
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

ま
た
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
声
も
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

で
情
報
を
伝
え
る
声
も
ひ
と
色
の
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
仕
事

は
心
情
や
感
情
を
伝
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
字
に
置
き
か
え
ら
れ

る
情
報
を
伝
え
る
の
が
目
的
で
す
。
声
は
目
立
た
な
い
方
が
い
い
の
で
す
。

し
か
も
、
マ
イ
ク
な
ど
の
音
響
装
置
を
使
っ
て
機
械
的
な
処
理
を
し
ま
す

か
ら
、
一
定
の
音
質
と
変
化
の
な
い
音
量
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、

感
情
を
動
か
さ
ず
に
、
声
を
一
定
の
音
色
と
音
量
に
保
つ
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。

し
か
し
、
文
学
作
品
を
表
現
す
る
と
な
る
と
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
作
品
を
よ
む
こ
と
は
よ
む
の
で
す
が
、
文
章
を
文

字
に
置
き
か
え
る
た
め
で
も
な
い
し
、
文
字
に
置
き
か
え
ら
れ
る
情
報
を

伝
え
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
の
内
容
を
表
現
す
る
の
が
目
的
で
す
。

文
学
作
品
の
文
章
に
は
、
喜
び
、
怒
り
、
悲
し
み
、
楽
し
み
と
い
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
質
の
声
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
作
品
の
場

面
ご
と
の
感
情
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
も
の
で
す
。
一
つ
と
し
て
同
じ
感
情

は
な
い
の
で
、
一
つ
一
つ
の
感
情
を
取
り
あ
げ
て
声
の
質
を
考
え
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
表
現
の
原
理
と
な
る
い
く
つ
か
の
声
の
区

分
を
立
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
実
践
か
ら
、
わ
た
し
は
次
の
表
の
四
種
類
の
声
に
た
ど
り

着
き
ま
し
た
。
Ａ
ａ
重
い
地
声
の
ふ
つ
う
声
、
Ａ
ｂ
重
い
地
声
の
強
め
る

表現よみに生かす文法の基礎

3

ａ

ふ
つ
う
声

Ａ

重
い
地
声

(

イ
ヌ
の
声)

ｂ

強
め
る
声

声

↑
↓(

一
オ
ク
タ
ー
ブ
の
差)

ａ

ふ
つ
う
声

Ｂ

軽
く
高
い
声(

カ
ラ
ス
声)

ｂ

強
め
る
声



声
、
Ｂ
ａ
軽
く
高
い
声
の
ふ
つ
う
声
、
Ｂ
ｂ
軽
く
高
い
声
の
強
め
る
声
の

四
種
類
に
な
り
ま
す
。
Ａ
も
Ｂ
も
腹
式
に
よ
る
発
声
で
す
。
ち
が
い
は
声

帯
の
使
い
か
た
で
す
。
Ａ
は
イ
ヌ
が
「
ワ
ン
」
と
ほ
え
る
よ
う
な
声
、
Ｂ

は
カ
ラ
ス
が
「
カ
ー
」
と
鳴
く
よ
う
な
声
で
す
。
ヒ
ト
は
イ
ヌ
の
よ
う
に

も
カ
ラ
ス
の
よ
う
に
も
発
声
で
き
ま
す
。

Ａ
は
、
本
来
の
「
地
声
」
で
す
。
無
理
な
く
自
然
に
発
声
し
た
と
き
の

つ
や
と
厚
み
の
あ
る
声
で
す
。
舞
台
俳
優
が
セ
リ
フ
を
語
る
と
き
の
よ
う

な
よ
く
響
く
声
で
す
。
Ｂ
は
い
わ
ゆ
る
「
ウ
ラ
声
」
で
す
。
口
を
結
ん
で

ハ
ミ
ン
グ
で
「
ド
ー
、
ミ
ー
、
ソ
ー
、
ド
ー
」
と
音
階
を
あ
げ
て
い
く
と
、

あ
る
高
さ
で
声
帯
が
切
り
か
わ
り
ま
す
。
そ
の
軽
く
高
い
声
で
す
。
強
く

大
き
く
発
す
る
と
中
国
の
京
劇
俳
優
の
キ
ン
キ
ン
響
く
セ
リ
フ
の
よ
う
な

声
に
な
り
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
声
が
表
現
の
基
本
で
す
。
文
学
作
品
の
豊
か
な
世
界
を
表

現
す
る
た
め
に
は
両
方
の
声
が
必
要
で
す
。
日
本
で
二
つ
の
声
を
み
ご
と

に
使
い
分
け
た
歌
手
が
美
空
ひ
ば
り
で
す
。
曲
ご
と
に
声
で
歌
い
分
け
ま

し
た
し
、
一
つ
の
曲
で
も
部
分
ご
と
に
細
か
く
声
を
切
り
か
え
ま
し
た
。

二
つ
の
声
か
ら
多
様
な
声
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
Ａ
と
Ｂ
と
も
「
ふ
つ
う
声
」
と
「
強
め
る
声
」
と
が
あ
り
ま

す
。
「
強
め
る
声
」
は
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
声
で
す
。
一
般
に
プ
ロ
ミ
ネ
ン

ス
に
つ
い
て
声
の
質
は
問
題
に
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
二
つ
の
声
、
そ
れ
ぞ
れ

の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。
地
声
の
も
の
と
ウ
ラ
声
の
も
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
た
だ
声
を
強
め
れ
ば
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
に
な
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
声
と
心
と
が
結
び
つ
い
た
と
き
に
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
表
現
に

な
る
の
で
す
。
心
に
応
じ
て
声
が
変
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
声

ば
か
り
強
め
て
も
、
心
の
裏
づ
け
が
な
け
れ
ば
、
コ
ト
バ
は
空
虚
に
響
く

ば
か
り
で
す
。

Ａ
の
地
声
に
あ
え
て
「
重
い
」
と
つ
け
た
の
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。

た
い
て
い
の
人
が
本
来
の
地
声
で
は
な
く
、
軽
く
高
い
声
を
地
声
だ
と
思
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
声
は
浮
わ
つ
い
て
よ
そ
よ
そ
し
く
、
親
し
み
が

感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
俳
優
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
で
も
ま
と
も
な
地
声
の
出
せ

る
人
は
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
声
が
出
て
い
な
い
と
、
ど
ん
な
こ

と
を
話
し
て
も
、
コ
ト
バ
が
軽
く
て
し
ら
じ
ら
し
い
感
じ
で
す
。

ま
た
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
ウ
ラ
声
で
話
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
そ
も

そ
も
発
声
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
で
、
地
声
と
ウ
ラ
声
と
を
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
人
も
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
二

種
類
の
声
を
意
識
的
に
区
別
し
て
発
声
練
習
を
す
る
こ
と
で
、
本
来
の
地

声
が
ど
う
い
う
声
な
の
か
自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

四
種
類
の
声
の
使
い
方
に
は
基
本
原
則
が
あ
り
ま
す
。
Ａ
は
、
主
部
や

述
部
の
名
詞
、
あ
る
い
は
述
部
の
用
言(

動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞)

に

使
い
ま
す
。
Ｂ
は
、
接
続
語
や
修
飾
語
な
ど
に
使
い
ま
す
。

文
章
と
声
と
の
関
係
は
、
タ
イ
ル
張
り
の
壁
や
床
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。

文
の
主
要
な
要
素
が
「
タ
イ
ル
」
で
、
あ
い
だ
を
う
め
る
の
が
「
目
地
」

と
い
う
わ
け
で
す
。
タ
イ
ル
の
部
分
は
Ａ
で
よ
み
、
目
地
の
部
分
は
Ｂ
で

よ
み
ま
す
。
文
学
作
品
を
「
地
の
文
」
と
「
会
話
」
で
よ
む
と
い
う
考
え

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
演
劇
の
台
本
の
よ
み
分
け
か
た
で
す
。
小
説
を

よ
む
場
合
に
は
、
文
章
構
造
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
べ
き
で
す
。
タ
イ
ル
と

目
地
と
い
う
区
分
の
方
が
よ
り
精
密
な
表
現
に
な
り
ま
す
。

こ
の
原
則
は
文
中
の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
表
現
に
も
応
用
で
き
ま
す
。
主

部
や
述
部
の
名
詞
、
あ
る
い
は
述
部
の
語
句
を
強
め
る
と
き
に
は
Ａ
ｂ
、

修
飾
す
る
語
句
を
強
め
る
と
き
に
は
Ｂ
ｂ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

4



２

文
の
構
造
と
声
の
表
現

構
文
法
の
考
え
を
応
用
す
る
と
、
声
の
表
現
は
よ
り
厳
密
に
な
り
ま
す
。

文
の
要
素
は
十
一
種
類
あ
り
ま
す
が
、
大
き
く
三
つ
の
成
分
に
ま
と
め
ら

れ
ま
す
。
主
要
成
分
、
必
要
成
文
、
自
由
成
分
の
三
つ
で
す
。
こ
の
三
つ

の
成
分
を
四
種
類
の
声
に
よ
っ
て
よ
み
分
け
れ
ば
、
文
の
意
味
が
明
確
に

表
現
で
き
ま
す
。

第
一
は
、
主
要
成
分
で
す
。
①
主
文
素(

ナ
ニ
ガ
・
ダ
レ
ガ)

と
、
②
述

文
素(

ド
ウ
ダ
・
ド
ウ
シ
タ)

の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
な
文
法
の

「
主
語
」
と
「
述
語
」
に
あ
た
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
Ａ
で
よ
み
ま
す
が
、

主
文
素
は
Ａ
ａ
、
述
文
素
は
強
め
ら
れ
て
Ａ
ｂ
で
よ
む
の
が
ふ
つ
う
で
す
。

と
い
う
の
は
、
文
で
情
報
を
伝
え
る
と
き
に
は
述
文
素
の
方
に
重
点
が
あ

る
か
ら
で
す
。
主
文
素
は
す
で
に
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
話
し
の
前

提
と
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
そ
し
て
、
述
文
素
で
重
要
な
情
報
を
述

べ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
次
の
二
つ
の
文
で
は
、
は
じ
め
に
話
題
や
背

景
を
示
し
て
、
あ
と
で
情
報
を
述
べ
て
い
ま
す
。

Ａ
ａ

Ａ
ｂ

日
本
シ
リ
ー
ズ
の
勝
者
は

ダ
イ
エ
ー
だ
っ
た
。

Ａ
ａ

Ａ
ｂ

メ
ロ
ス
は

激
怒
し
た
。

第
二
は
、
必
要
成
文
で
す
。
述
文
素
は
単
独
で
何
か
を
述
べ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、
意
味
が
成
り
立
つ
た
め
に
、
ほ
か
の
成
分
の
助
け
を
か
り

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
運
ぶ
」
と
い
う
動
詞
に
は
、
「
ナ

ニ
ヲ
」
「
ド
コ
カ
ラ
」
「
ド
コ
ヘ
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
な
必
要
成
分
に
は
、
③
客
文
素
と
、
④
補
文
素
の
二
種
類
が
あ

り
ま
す
。
客
文
素
は
「
…
…
を
」
の
つ
く
語
、
補
文
素
は
「
…
…
に
、
…

…
と
、
…
…
へ
、
…
…
で
、
…
…
よ
り
、
…
…
か
ら
」
な
ど
の
助
詞
の
つ

く
語
で
す
。

こ
れ
ら
の
語
句
は
、
主
文
素
や
述
文
素
よ
り
も
軽
く
高
く
し
て
Ｂ
ａ
で

よ
む
の
が
原
則
で
す
。
声
が
軽
く
高
く
な
る
こ
と
で
先
の
文
素
が
予
知
で

き
ま
す
。
先
の
文
素
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
、
軽
く
高
い
声
が
つ
づ
き
ま
す
。

そ
し
て
、
述
文
素
が
登
場
し
た
と
こ
ろ
で
、
声
が
Ａ
に
変
わ
っ
て
、
文
の

意
味
が
お
さ
ま
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
次
の
文
で
は
、
点
線
が
③
と
④
で
す
。
「
メ
ロ
ス
は
」
と

い
う
主
語
を
よ
む
の
は
、
Ａ
ａ
の
地
声
で
す
。
そ
の
あ
と
、
ｂ

は
も
ち

ろ
ん
、
ｃ

ｄ
も
、
ｅ
ｆ
も
、
軽
く
高
い
声
で
よ
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

「
ｇ

買
い
に
」
で
Ａ
ｂ
と
な
り
、
さ
ら
に
文
が
つ
づ
い
て
、
ｈ

ｉ
は
軽

く
高
く
よ
ま
れ
て
、
最
後
に
「
ｊ

や
っ
て
来
た
の
だ
」
で
Ａ
ｂ
に
落
ち

着
き
ま
す
。

Ａ
ａ

Ｂ
ａ

ａ

メ
ロ
ス
は
、
ｂ

そ
れ
故
、
ｃ

花
嫁
の

ｄ

衣
裳
や
ら

ｅ

酒
宴

Ｂ
ａ

Ａ
ｂ

Ｂ
ａ

の

ｆ

ご
ち
そ
う
や
ら
を

ｇ

買
い
に
、
ｈ

は
る
ば
る

ｉ

市
に

ま
ち

Ａ
ｂ

ｊ

や
っ
て
来
た
の
だ
。

こ
の
文
の
主
要
成
分
は
「
メ
ロ
ス
は
―
―
買
い
に
―
―
や
っ
て
来
た
」

で
す
。
そ
こ
が
Ａ
の
地
声
で
よ
ま
れ
て
必
要
成
分
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
、

表現よみに生かす文法の基礎
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文
の
骨
格
と
な
る
意
味
が
明
確
に
な
る
の
で
す
。

第
三
は
、
自
由
成
分
で
す
。
必
要
成
分
と
は
ち
が
っ
て
、
文
そ
の
も
の

が
要
求
す
る
要
素
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
く
て
も
文
は
成
り
立
つ
の
で
す

が
、
書
き
手
が
意
味
を
こ
め
て
つ
け
加
え
た
要
素
で
す
か
ら
、
当
然
、
強

調
し
て
よ
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

自
由
成
分
に
は
、
⑤
修
体
文
素
と
⑥
修
用
文
素
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

修
体
文
素
は
体
言(
名
詞)

を
修
飾
し
、
修
用
文
素
は
、
動
詞
・
形
容
詞
・

形
容
動
詞
な
ど
の
用
言
を
修
飾
し
ま
す
。
自
由
成
文
は
、
い
つ
も
プ
ロ
ミ

ネ
ン
ス
さ
れ
て
、
Ｂ
ｂ
の
声
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

前
に
引
用
し
た
文
の
例
で
い
う
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

Ｂ
ｂ

Ｂ
ａ

ｃ

花
嫁
の

ｄ

衣
裳
や
ら(

を)
(

買
い
に)

Ｂ
ｂ

Ｂ
ａ

Ａ
ａ

ｅ

酒
宴
の

ｆ

ご
ち
そ
う
や
ら
を

ｇ

買
い
に

ほ
か
の
文
素
と
し
て
、
⑦
時
・
所
修
用
文
素(

ト
キ
・
ト
コ
ロ)

、
⑧
外

助
動
辞(

シ
ッ
ポ)

、
⑨
吸
着
辞(

マ
ト
メ)

、
⑩
接
続
文
素(

ツ
ナ
ギ)

、
⑪

独
立
文
素
、
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
な
か
で
は
、
⑦
ト
キ
・
ト
コ
ロ
は
、
話
し
の
展
開
に
お
い
て
、

プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
要
素
で
す
。
ま
た
、
⑩
ツ
ナ
ギ
も
基

本
的
に
は
Ｂ
で
よ
ま
れ
ま
す
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
、
Ａ
で
よ
ま
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

(

以
上
の
文
法
論
に
つ
い
て
は
次
の
二
著
を
参
照
く
だ
さ
い
。
下
川
浩
『
現
代
日
本

語
構
文
法
』1993

三
省
堂
、
日
本
コ
ト
バ
の
会
編
『
コ
ト
バ
学
習
事
典
』1988

一
光
社)

３

文
脈
と
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
表
現

プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
。

第
一
に
、
一
文
に
お
け
る
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
で
す
。
主
部
と
述
部
と
の
関

係
で
は
、
述
部
の
方
が
よ
り
強
く
よ
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
修
飾
と
被
修
飾

の
関
係
で
は
、
修
飾
す
る
語
句
は
「
軽
く
高
く(

Ｂ)

」
よ
み
、
修
飾
さ
れ

る
語
句
は
「
重
い
地
声(

Ａ)

」
で
よ
み
ま
す
。

た
と
え
ば
、
次
の
文
を
主
部
・
述
部
に
分
け
た
と
き
に
は
、
「
私
が
見

た
の
は
」
よ
り
も
、
「
背
の
高
い
男
だ
っ
た
」
が
強
く
よ
ま
れ
ま
す
。
細

か
く
分
け
た
と
き
に
は
、
「
①
背
の
高
い
」
は
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
さ
れ
て
、

「
②
男
だ
っ
た
」
で
地
声
に
も
ど
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
「
①
背
の
高
い
」

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
づ
く
「
②
男
だ
っ
た
」
は
Ａ
ｂ
で
な
く
、
Ａ
ａ

で
よ
め
ば
い
い
の
で
す
。
Ａ
ｂ
で
よ
む
と
、
①
と
②
の
声
に
差
が
つ
き
す

ぎ
る
の
で
、
②
が
う
る
さ
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

Ａ
ａ

Ａ
ｂ

私
が
見
た
の
は

背
の
高
い
男
だ
っ
た
。

Ａ
ａ

Ｂ
ｂ

Ａ
ａ

私
が
見
た
の
は

①
背
の
高
い

②
男
だ
っ
た
。

長
い
文
の
場
合
に
は
、
部
分
ご
と
に
軽
く
高
い
声
と
地
声
と
を
交
互
に

変
化
さ
せ
て
よ
み
分
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
み
声

の
な
が
れ
は
相
対
的
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
後
の
語
句
に
よ
っ

て
声
の
上
が
り
下
が
り
が
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
主
部
と

述
部
、
修
飾
と
被
修
飾
の
関
係
が
声
で
立
体
化
し
て
表
現
で
き
る
の
で
す
。
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第
二
は
、
一
つ
の
文
の
背
景
か
ら
生
ま
れ
る
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
で
す
。

一
文
の
全
体
を
同
じ
音
量
や
同
じ
高
さ
で
よ
む
と
お
か
し
く
聞
こ
え
ま

す
。
と
い
う
の
は
ど
ん
な
文
に
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
部
分
が
あ
る
か
ら
で

す
。
と
く
に
会
話
の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
は
重
要
で
す
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
単
純
な
文
で
も
、
強
調
す
る
部
分
を
無
視
し
て

よ
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

私
は

お
腹
が

す
き
ま
し
た
。

何
も
考
え
ず
に
よ
ん
だ
ら
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
は
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
た

だ
文
字
を
声
に
す
る
よ
う
な
よ
み
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
文
の
話

し
手
の
立
場
に
立
つ
な
ら
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
す
べ
き
部
分
が
わ
か
り
ま
す
。

話
し
手
は
、
あ
る
と
き
、
あ
る
場
面
で
、
あ
る
人
に
向
か
っ
て
、
こ
の
コ

ト
バ
を
発
し
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
ら
の
状
況
を
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
つ
け
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
い
く
つ
か
の
状
況
を
想
像
し
て
み
ま
し
よ
う
。

○
第
一
の
想
像
―
―｢

私｣

は
何
人
か
の
人
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
食
事
の
席

に
つ
い
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
人
た
ち
は
、
す
っ
か
り
話
し
込
ん
で
い
て
、

な
か
な
か
食
事
が
始
ま
り
ま
せ
ん
。
「
私
」
は
お
腹
が
す
い
て
し
ま
っ
て

我
慢
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
「
私
は
」
に
プ
ロ
ミ

ネ
ン
ス
が
つ
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

Ｂ
ｂ

Ａ
ａ

Ａ
ｂ

私
は

お
腹
が

す
き
ま
し
た
。

○
第
二
の
想
像
―
―
お
昼
の
休
憩
時
間
で
す
。｢

私｣

は
友
人
と
ふ
た
り
、

テ
ー
ブ
ル
で
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。
友
人
は｢

私｣

の
こ
と
な
ど
か
ま
わ
ず

に
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
取
り
だ
し
て
食
べ
始
め
ま
し
た
。
「
私
」
は
少
し

分
け
て
ほ
し
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
「
お
腹
が
」
に
つ
け
る
プ
ロ
ミ

ネ
ン
ス
は
、
「
そ
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
一
つ
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意
味
で

す
。

Ａ
ａ

Ｂ
ｂ

Ａ
ｂ

私
は

お
腹
が

す
き
ま
し
た
。

実
際
に
対
話
を
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
場
に
い
る
の
で
状
況
が
つ
か
め

ま
す
。
し
か
し
、
単
独
の
文
を
示
さ
れ
て
も
状
況
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
よ
う
な
状
況
を
想
像
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
う
し
な
い
と
、
こ
ん
な
に
簡
単
な
文
で
も
意
味
を
こ
め
て
よ
め

な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
文
学
作
品
を
よ
む
と
き
に
は
安
心
で
す
。
作
品
に
は
文
脈
が

あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
も
、
い
い
作
品
な
ら
状
況
が
的
確
に
書
き
込
ま
れ

て
い
ま
す
か
ら
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
す
べ
き
語
句
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
意
味

を
つ
か
み
な
が
ら
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
を
つ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
、

プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
よ
み
手
の
表
現
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
音
声
の
レ

ベ
ル
の
よ
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
章
を
理
解
し
解
釈
す
る
と
と
も
に
、

作
品
の
表
現
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

第
三
は
、
文
と
文
と
の
つ
な
が
り
で
生
ま
れ
る
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
で
す
。

た
と
え
ば
、
次
の
Ｃ
の
文
で
は
、
①
と
②
の
ど
ち
ら
を
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
す

る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

表現よみに生かす文法の基礎
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Ａ

暗
が
り
に

人
の
姿
が

見
え
た
。

Ｂ

ひ
と
り
の

男
が

立
っ
て
い
た
。

Ａ
ａ

？

？

Ｃ

そ
れ
は

①
背
の
高
い

②
男
だ
っ
た
。

Ｃ
の
前
に
Ａ
が
あ
る
か
Ｂ
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
位

置
が
変
わ
り
ま
す
。
Ａ
か
ら
Ｃ
に
つ
づ
く
と
き
に
は
、
「
男
だ
っ
た
」
に

な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
Ａ
で
は
「
人
の
姿
」
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の

で
、
次
に
は
背
の
高
さ
よ
り
も
、
男
な
の
か
女
な
の
か
が
問
題
に
な
る
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
Ｂ
か
ら
Ｃ
に
つ
づ
く
と
き
に
は
、
Ｂ
で
「
男
」
だ
と
示

さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
「
背
の
高
い
」
が
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
と
し
て
追
加
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
ん
な
単
純
な
文
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
も
、
基
本
的
な
プ
ロ
ミ
ネ
ン

ス
の
原
則
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
す
。

４

強
め
る
声
の
基
礎
訓
練

表
現
よ
み
で
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
表
現
を
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
ア
ク
セ
ン

ト
と
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
二
つ
で
す
。
ふ
つ
う
に
声
を
出
し
て
よ
む
の
で
は
、

強
め
る
部
分
が
ど
こ
な
の
か
意
識
し
に
く
い
も
の
で
す
。
そ
ん
な
と
き
に

は
、
鼻
声
に
よ
る
発
声
の
訓
練
を
試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

人
の
声
の
出
口
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
口
と
鼻
で
す
。
ど
ち
ら
か
一
方
か

ら
出
す
か
、
あ
る
い
は
両
方
か
ら
出
す
か
に
よ
っ
て
、
三
と
お
り
の
声
が

あ
り
ま
す
。
一
つ
め
は
、
口
だ
け
か
ら
出
す
声
、
こ
れ
を
「
口
声(

く
ち

ご
え)

」
と
呼
び
ま
し
ょ
う
。
労
働
を
す
る
と
き
の
掛
け
声
が
基
本
で
す
。

短
く
て
力
強
い
歯
切
れ
の
よ
い
声
で
す
。
相
撲
の
行
司
の
か
け
る
「
ハ
ッ

キ
ヨ
イ
、
ハ
ッ
キ
ヨ
イ
」
の
声
が
代
表
で
す
。

二
つ
め
は
、
鼻
だ
け
か
ら
出
す
声
、
こ
れ
を
「
鼻
声(

は
な
ご
え)

」
と

呼
び
ま
し
ょ
う
。
柔
ら
か
く
伸
び
て
遠
く
ま
で
響
く
声
で
す
。
日
本
で
は
、

長
唄
や
端
唄
な
ど
の
発
声
に
使
わ
れ
ま
す
。
相
撲
の
呼
び
出
し
が
長
く
延

ば
し
て
「
ヒ
ガ
ー
ア
シ
ー
、
…
…
、
ニ
ー
イ
シ
ー
、
…
…
」
と
い
う
声
が

代
表
で
す
。

三
つ
め
は
、
口
と
鼻
と
の
両
方
か
ら
出
す
声
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な

ど
声
を
職
業
と
す
る
人
た
ち
の
発
声
で
す
。
口
声
よ
り
も
鼻
に
か
か
っ
た

分
だ
け
柔
ら
か
く
響
き
ま
す
。

口
と
鼻
の
息
の
量
の
バ
ラ
ン
ス
で
声
の
質
は
変
化
し
ま
す
。
鼻
に
送
る

息
が
多
く
な
る
と
声
に
抵
抗
が
つ
い
て
屈
折
し
た
響
き
に
な
り
ま
す
。
そ

の
分
、
発
声
が
苦
し
く
な
り
ま
す
。
完
全
に
鼻
だ
け
か
ら
出
す
と
く
ぐ
も
っ

た
声
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
ち
ば
ん
息
の
抵
抗
の
多
い
声
で
す
。

さ
て
、
ア
ク
セ
ン
ト
と
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
訓
練
の
た
め
に
は
、
完
全
に

口
を
閉
じ
て
鼻
声
の
発
声
で
よ
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
息
の
出
口
が
狭
い
の

で
、
ノ
ド
の
筋
肉
を
よ
り
強
く
調
整
し
て
発
声
し
な
け
れ
ば
声
が
響
き
ま

せ
ん
。
し
っ
か
り
ノ
ド
の
筋
肉
を
緊
張
さ
せ
て
一
つ
一
つ
の
音
を
出
す
の

に
は
力
が
い
り
ま
す
。

し
か
も
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
つ
く
音
だ
け
は
、
声
帯
が
高
い
声
に
切
り
か

え
ら
れ
鼻
へ
抜
け
る
よ
う
に
発
声
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
分
だ
け
鼻
へ
送
る

息
も
強
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
つ
く
語
句
も
同
じ
よ
う

に
強
め
ら
れ
て
、
鼻
へ
抜
け
る
高
い
声
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
正
確
な

調
音
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ず
る
ず
る
と
ア
イ
マ
イ
な
発
音
に
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な
ら
な
い
よ
う
に
、
音
を
ツ
ブ
立
て
て
よ
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
練
習
し

ま
す
。

文
学
作
品
の
書
き
出
し
は
、
と
く
に
重
要
な
箇
所
で
す
か
ら
鼻
声
の
発

声
で
繰
り
返
し
練
習
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
先
ず
は
じ
め
に
鼻
声
の
発

声
で
よ
み
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
音
が
正
確
に
発
音
で
き
て
、
ア
ク
セ
ン
ト

や
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
し
っ
か
り
強
め
ら
れ
る
ま
で
何
度
か
練
習
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
ふ
つ
う
に
口
を
開
い
て
よ
ん
で
み
る
と
、
驚
く
ほ
ど
歯
切
れ

よ
く
、
メ
リ
ハ
リ
の
つ
い
た
よ
み
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

５

表
現
よ
み
の
評
価
基
準

構
文
法
に
も
と
づ
い
た
基
本
的
な
よ
み
が
身
に
つ
く
と
、
作
品
が
ど
の

よ
う
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

近
ご
ろ
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
な
感
想
に
よ
る
三
つ
の
評
価
基
準
を
立

て
て
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
が
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
の
が
す
ば
ら
し
い
よ

み
で
す
。

(

１)

場
面
が
見
え
る
し
、
情
景
が
浮
か
ぶ
し
、
作
品
の
世
界
が
浮
か
び

上
が
る
よ
う
だ
。(

２)

こ
の
ひ
と
の
よ
み
は
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。(

３)

よ
み
聞
き
終
わ
っ
て
か
ら
ふ
と
自
分

も
そ
の
作
品
を
よ
ん
で
み
た
く
な
っ
た
。

こ
の
三
つ
に
つ
い
て
も
う
少
し
解
説
を
加
え
ま
し
ょ
う
。

(

１)

作
品
の
世
界
が
浮
か
び
上
が
る
よ
み

作
品
の
世
界
が
見
え
る
の
は
、
一
文
一
文
に
的
確
な
ア
ク
セ
ン
ト
や
プ

ロ
ミ
ネ
ン
ス
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
見
え
る
と
い
っ

て
も
、
絵
画
や
映
画
を
見
る
よ
う
に
視
覚
的
な
画
像
が
浮
か
ぶ
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
よ
み
手
の
声
や
よ
み
方
な
ど
は
ま
っ
た
く
気
に
な
ら
ず
、

作
品
の
世
界
が
直
接
に
心
に
迫
っ
て
く
る
感
じ
で
す
。
あ
る
い
は
、
次
つ

ぎ
に
文
の
意
味
が
飲
み
込
め
て
頭
の
中
が
明
る
く
な
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
よ
み
手
の
声
や
よ
み
方
や
態
度
ば
か
り
が
気
に
な
っ

て
、
作
品
の
内
容
に
集
中
で
き
な
い
の
は
よ
く
な
い
よ
み
で
す
。

(

２)

あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
る
よ
み

楽
し
い
時
間
は
短
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
い
い
よ
み
を
聞
く
と
、
「
お
や
っ
、

も
う
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
も
っ
と
聞
き
た
か
っ
た
」
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
聞
き
始
め
て
ま
も
な
く
退
屈
し
て
時
計
を
見
る
と
、
ま
だ
五

分
も
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
よ
み
も
あ
り
ま
す
。
「
こ
の
人
だ
け
、
他
の

人
よ
り
も
長
く
よ
ん
で
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
」
と
さ
え
思
い
ま
す
。
こ
ん

な
よ
み
は
困
り
も
の
で
す
。
無
理
し
て
聞
い
て
い
る
と
、
か
ら
だ
が
緊
張

し
て
く
る
し
、
背
中
や
腰
が
す
っ
か
り
凝
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

(

３)

作
品
を
よ
ん
で
み
た
く
な
る
よ
み

わ
た
し
自
身
、
い
い
よ
み
を
聞
い
て
か
ら
、
そ
の
作
品
を
よ
ん
で
み
た

く
な
っ
た
こ
と
は
何
度
も
あ
り
ま
す
。
い
い
よ
み
は
、
作
品
の
価
値
を
高

め
ま
す
。
作
品
の
文
章
と
作
品
の
よ
さ
と
は
切
り
は
な
す
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
い
い
作
品
は
文
章
も
い
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
い
い
よ
み
を
聞

い
た
あ
と
で
作
品
を
見
て
、
さ
ほ
ど
い
い
文
章
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
そ
の
作
品
を
よ
み
た
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
よ
み
手
が
作
品

の
価
値
を
高
め
て
く
れ
た
か
ら
で
す
。

ま
と
め

表
現
よ
み
の
評
価
に
つ
い
て
、
対
立
す
る
二
つ
の
見
方
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
表
現
よ
み
と
い
う
も
の
は
、
小
中
学
校
の
教
育
に
お
い
て
行
わ

表現よみに生かす文法の基礎
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れ
る
初
歩
的
な
も
の
で
、
朗
読
と
し
て
は
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
だ
と
い
う

評
価
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
表
現
よ
み
は
高
度
な
芸
術
の
表
現
で
あ
っ
て
、

ふ
つ
う
の
人
た
ち
が
努
力
し
て
も
と
う
て
い
到
達
で
き
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
評
価
で
す
。

わ
た
し
は
も
う
三
十
年
近
く
も
前
、
表
現
よ
み
を
始
め
て
間
も
な
く
、
二

つ
の
極
端
な
評
価
を
知
っ
て
ず
い
ぶ
ん
驚
い
た
も
の
で
す
。
い
っ
た
い
ど
っ

ち
が
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
今
に
な
る
と
、
ど
ち
ら
も
表
現
よ
み

の
本
質
を
言
い
当
て
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
二
つ
を
ま
と
め
れ
ば
、
表
現

よ
み
の
初
歩
か
ら
高
度
な
レ
ベ
ル
ま
で
つ
な
が
っ
た
全
体
像
が
見
え
ま
す
。

表
現
よ
み
は
小
中
学
校
の
子
ど
も
た
ち
が
、
一
つ
一
つ
の
文
を
読
み
取
っ

て
い
る
行
く
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
ま
す
。
お
と
な
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
文
学
作
品
が
簡
単
に
よ
み
と
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、

冒
頭
か
ら
一
つ
一
つ
の
文
を
よ
み
と
り
な
が
ら
少
し
ず
つ
進
む
の
で
す
。

そ
れ
は
一
本
の
糸
を
た
ぐ
る
よ
う
な
地
味
な
作
業
で
す
。
し
か
し
、
た
ぐ

り
寄
せ
た
糸
は
、
よ
み
手
の
目
の
前
で
声
の
作
品
に
編
み
上
げ
ら
れ
て
い

き
ま
す
。
こ
ん
な
作
業
を
何
度
も
繰
り
返
す
う
ち
に
、
編
み
あ
げ
た
声
の

作
品
は
、
い
つ
か
芸
術
と
い
え
る
レ
ベ
ル
へ
育
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。

か
つ
て
、
わ
た
し
が
表
現
よ
み
を
始
め
た
こ
ろ
に
は
、
声
の
表
現
と
文

法
理
論
と
の
結
び
つ
き
の
研
究
は
不
十
分
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
五
、

六
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
初
歩
の
よ
み
か
ら
芸
術
の
よ
み
へ
と
歩
ん
で
行

く
道
す
じ
が
見
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

最
後
に
、
大
久
保
忠
利
氏
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
一
つ
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

実
行
が
実
力
を
生
む
！

（
『
日
本
の
コ
ト
バ
22
号
』
（2003

日
本
コ
ト
バ
の
会
刊
）
所
収
）
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