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日
常
の
裂
け
め
よ
り

　

事
務
局
か
ら
い
た
だ
い
た
テ
ー
マ
は
、
表
題
の
通
り
で
す
。

　
「
日
常
の
裂
け
め
」
─
─
日
常
の
中
で
ふ
と
姿
を
見
せ
た
、
日
常
で
な
い
も
の
。
非
日
常
。
名
前
の
な

い
も
の
。
─
─
こ
の
、
名
前
の
な
い
、
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に
、
新
し
い
名
（
言
葉
）
を
与
え
よ
う
と

す
る
の
が
、
詩
作
行
為
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

一
、
大
き
な
裂
け
め
、
小
さ
な
裂
け
め

　

大
き
な
、
小
さ
な
は
、
必
ず
し
も
正
確
な
言
い
方
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
こ
の
へ
ん
か

ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
1.
　
政
治
や
社
会
の
大
き
な
変
動
か
ら
く
る
、
い
わ
ば
歴
史
的
、
思
想
的
な
裂
け
め
。

　

例
と
し
て
あ
げ
る
な
ら
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
。

９
・
11
テ
ロ
な
ど
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
で
し
ょ
う
。
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
で
き
ご
と
は
、
こ
れ
が

人
間
の
す
る
こ
と
か
、と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、恐
ろ
し
い
経
験
で
し
た
。
近
代
と
い
う
時
代
の
根
底
に
あ
っ

た
、人
間
へ
の
信
頼
を
、大
き
く
揺
る
が
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
で
は
、軽
々

し
く
詩
を
書
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
っ
た
言
葉
も
あ
る
く
ら
い
で
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
通
過
し

て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
繰

り
返
さ
な
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
詩
を
書
く
と
き
、
こ
の
こ
と
を
胸
の
か
た
す
み
に
置
い
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

９
・
11
テ
ロ
。
こ
れ
も
、
世
界
を
驚
か
せ
る
で
き
ご
と
で
し
た
。
大
き
な
裂
け
め
の
よ
う
に
わ
た
し

に
は
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
、
分
か
る
に
は
ま
だ
多
く
の
歳
月
が
必
要
で

し
ょ
う
。

　
2.
　
突
然
外
部
か
ら
や
っ
て
く
る
、
私
た
ち
の
日
常
を
直
接
お
び
や
か
す
よ
う
な
裂
け
め
。

　

例
と
し
て
あ
げ
る
な
ら
、
阪
神
淡
路
大
震
災
。
身
近
な
人
の
死
。（
場
合
に
よ
っ
て
は
）
恋
な
ど
も
。

　

先
の
震
災
の
と
き
に
は
、
大
阪
や
神
戸
の
詩
人
た
ち
が
、
文
字
通
り
の
裂
け
め
を
表
現
し
ま
し
た
ね
。

ま
た
身
近
な
人
の
死
は
、
い
つ
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
、
詩
を
書
く
こ

と
で
、
そ
の
裂
け
め
の
痛
み
に
耐
え
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

　
3.
　
日
常
の
中
で
ふ
と
訪
れ
る
、
そ
れ
を
「
裂
け
め
」
と
し
て
受
け
と
め
る
用
意
が
な
け
れ
ば
気
付
か

　
　
　
な
い
ほ
ど
の
、
小
さ
な
、
し
か
し
切
実
な
裂
け
め
。

　

こ
れ
が
、
本
日
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
テ
ー
マ
だ
と
、
わ
た
し
は
受
け
と
め
ま
す
。
日
常
と
は
い
っ
て
も
、

歴
史
や
社
会
状
況
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
す
が
、
今
回
は
３
に
限
定
し
て
、
お
話
を
す
す
め
た

い
と
思
い
ま
す
。
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二
、
詩
が
生
ま
れ
る
「
時
」
と
し
て
の
、
小
さ
な
裂
け
め

　
　

─
─
短
歌
を
例
に

　

㋐
新
妻
の
笑
顔
に
送
ら
れ
出い

で
く
れ
ば
／
中
よ
り
鍵
を
掛
け
る
音
す
る　
　
　
　
　
　
　

久
松
洋
一

　

㋑
君
は
今
小
さ
き
水
た
ま
り
を
ま
た
ぎ
し
か
わ
が
磨
く
匙
の
ふ
と
暗
み
た
り　
　
　
　
　

河
野
裕
子

　

二
つ
並
べ
て
み
ま
す
と
、
ま
こ
と
に
同
じ
よ
う
な
場
面
で
、
両
方
と
も
、
さ
さ
や
か
な
日
常
の
で
き
ご

と
に
心
を
と
め
て
い
ま
す
。
た
だ
㋐
の
ほ
う
は
、
出
勤
し
て
い
く
夫
か
ら
家
に
残
る
妻
へ
、
㋑
は
家
に
い

る
妻
か
ら
出
勤
し
て
い
く
夫
へ
と
、
思
い
の
方
向
は
対
称
的
で
す
。

　

家
を
出
た
と
た
ん
、
背
後
で
ガ
チ
ャ
と
い
う
鍵
の
音
。
新
妻
に
送
ら
れ
る
楽
し
く
浮
い
た
気
分
が
、
不

意
に
冷
め
て
し
ま
う
よ
う
な
。
あ
の
音
は
何
だ
ろ
う
─
─
と
、
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
愛

情
の
裂
け
め
の
予
感
？　

い
や
い
や
、
そ
ん
な
、
簡
単
に
説
明
の
つ
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

む
し
ろ
新
妻
は
、
家
庭
を
守
る
た
め
に
鍵
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
し
か
し
そ
の
合
理
の
音
が
、
な

ぜ
か
そ
の
と
き
心
に
響
い
た
。
こ
れ
か
ら
出
勤
し
て
、
職
場
で
の
自
分
ひ
と
り
の
時
間
が
始
ま
る
。
家
で

は
妻
だ
け
の
時
間
が
始
ま
る
。
二
つ
の
時
間
に
分
け
て
し
ま
っ
た
、
鍵
の
音
。
今
ま
で
妻
と
の
一
体
感
と

し
て
あ
っ
た
時
間
感
覚
が
、
一
瞬
、
実
は
別
々
の
時
間
、
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に

は
主
体
の
揺
ら
ぎ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

さ
て
㋑
の
短
歌
は
、
夫
を
送
り
出
し
た
あ
と
、
朝
食
の
後
片
付
け
で
も
し
て
い
る
場
面
で
し
ょ
う
か
。

ス
プ
ー
ン
と
水
た
ま
り
、
こ
の
二
つ
を
結
び
つ
け
る
直
感
力
。
そ
の
飛
躍
し
た
表
現
に
、「
君
」
へ
の
思

い
が
出
て
い
ま
す
。
日
常
世
界
の
「
新
し
い
把
握
の
仕
方
」
が
、
不
意
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
感
じ
で
、

ま
ず
作
者
が
び
っ
く
り
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
短
歌
に
は
、
流
れ
て
い
く
日
常
の
中
で
、
不
意
に
、
何
か
リ
ア
ル
な
も
の
に
触
っ

た
、
そ
の
小
さ
な
と
ま
ど
い
や
驚
き
、
感
動
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。「
日
常
の
裂
け
め
」
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
い
用
例
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

近
代
の
、
い
わ
ゆ
る
「
大
き
な
物
語
」（
理
念
）
が
成
立
し
に
く
く
な
っ
た
現
代
、
こ
の
よ
う
な
小
さ

な
裂
け
め
に
よ
っ
て
日
常
意
識
を
耕
し
、「
世
界
」
に
じ
か
に
触
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
詩
作
、
生
活

の
両
面
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

三
、「
裂
け
め
」
は
形
あ
る
も・

・の
（
客
観
）
で
は
な
く
、
一
つ
の
心
的
経
験
で
あ
る

　
　

─
─
俳
句
を
例
に

　

例
え
ば
先
の
㋐
㋑
に
お
い
て
、
鍵
の
「
音
」
や
匙
の
「
暗
み
」
と
い
っ
た
も・

・の
自
体
が
、
そ
の
ま
ま

裂
け
め
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
こ
に
引
っ
か
か
る
人
も
い
れ
ば
、
何
も
感
じ
な
い
人
も
い
る
わ
け
で
す

か
ら
。

　

裂
け
め
の
経
験
の
例
を
、
い
く
つ
か
俳
句
で
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

1.
　
も
の
ご
と
の
正
体
（
新
し
い
側
面
、
価
値
）
に
気
付
く
。
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㋒
主
曰
く
こ
の
わ
が
ま
ま
の
た
ん
ぽ
ぽ
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

辻　

桃
子

　

も
の
ご
と
（
存
在
、
世
界
）
は
、
私
た
ち
の
日
常
語
を
い
つ
も
、
は
み
出
そ
う
、
は
み
出
そ
う
と
し
て

い
ま
す
。
例
え
ば
日
常
語
で
、「
ヒ
マ
ワ
リ
の
よ
う
に
明
る
い
少
女
」と
か
、「
孫
が
か
わ
い
い
」と
か
、「
白

牡
丹
が
咲
い
て
い
る
」
と
か
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
少
女
は
「
ヒ
マ
ワ
リ
の
よ
う
」「
明
る
い
」
を
い
つ

で
も
は
み
出
そ
う
と
す
る
し
、
時
に
は
「
少
女
」
と
い
う
言
葉
を
も
は
み
出
し
て
、
と
て
も
「
少
女
」
と

は
思
え
な
い
よ
う
な
言
動
を
す
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
孫
も
、「
か
わ
い
い
」
と
い
う
言
葉
に
い
つ

も
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
で
引
用
し
ま
す
が
、、「
白
牡
丹
と
い
ふ
と
い
へ
ど

も
紅
ほ
の
か
」
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
白
牡
丹
は
、「
白
牡
丹
」
と
い
う
言
葉
を
は
み
出
し
て
い

ま
す
ね
。
と
な
る
と
、
き
の
う
ま
で
ク
ス
ノ
キ
だ
っ
た
も
の
が
、
き
ょ
う
も
同
じ
ク
ス
ノ
キ
だ
と
は
限
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
き
ょ
う
ま
で
「
わ
た
し
」
だ
っ
た
も
の
が
、
あ
す
も
同
じ
「
わ
た
し
」
で
あ

る
か
ど
う
か
、
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
言
葉
を
は
み
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
存
在
、
世
界
の
ま
さ
に
生
き
て
い
る
部
分
で
、

そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
と
ま
ど
い
や
驚
き
が
、
裂
け
め
の
経
験
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
野
村
喜

和
夫
は
著
書
『
現
代
詩
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
の
中
で
、「
詩
と
は
言
葉
に
よ
る
世
界
の
捉
え
直
し
、
あ
る
い

は
再
構
成
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
驚
き
を
、
エ
ロ
ス
を
さ
え
伴
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
は
み

出
し
た
部
分
を
新
し
い
言
葉
で
捉
え
直
す
の
が
詩
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
野
村
氏
の
場
合
、「
日

常
の
裂
け
め
」
と
い
う
発
想
と
は
少
し
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　

俳
句
㋒
で
す
が
、
タ
ン
ポ
ポ
は
生
命
力
が
あ
り
、「
踏
ま
れ
て
も
踏
ま
れ
て
も
、
負
け
ず
に
強
く
生
き

る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
し
ば
し
ば
道
徳
的
な
比
喩
と
し
て
も
使
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
の
、
強
く
生
き
る
、
は

び
こ
る
、
と
い
う
側
面
を
、「
わ
が
ま
ま
」
と
い
う
逆
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
で
捉
え
直
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

タ
ン
ポ
ポ
の
産
み
の
親
さ
え
苦
笑
し
な
が
ら
見
守
っ
て
い
る
と
い
う
、
ド
ラ
マ
性
の
あ
る
お
も
し
ろ
い
組

み
立
て
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

2.
　
隠
さ
れ
た
関
係
性
の
発
見
（
構
築
）。

　

㋓
雪
夜
子
は
泣
く
父
母
よ
り
は
る
か
な
も
の
を
呼
び　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
楸
邨

　

泣
く
子
。
抱
き
上
げ
て
も
、
お
む
つ
を
替
え
て
も
、
ミ
ル
ク
を
飲
ま
せ
よ
う
と
し
て
も
、
暖
め
て
も
、

ど
う
し
て
も
泣
き
や
め
な
い
子
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
よ
り
も
も
っ
と
か
な
た
の
、
ほ

ん
と
う
の
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
に
向
か
っ
て
、
呼
び
つ
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
降
っ
て
く
る

「
雪
」
と
、「
は
る
か
な
も
の
」
が
ひ
び
き
合
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
直
感
は
、
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
単
な
る
思
い
つ
き
、
で
た
ら
め
の
発
想
で
は
な
く
、

作
者
の
内
面
に
必
然
性
を
持
つ
も
の
、
ま
た
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
リ
ア

リ
テ
ィ
は
で
て
き
ま
せ
ん
。
先
に
あ
げ
た
短
歌
㋑
も
、
こ
の
部
類
に
属
す
る
も
の
で
す
。

　

3.
　
存
在
の
不
思
議
に
う
た
れ
る
。

　

㋔
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
と
愛
か
な
て
ん
と
虫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
実
新
子

　

日
常
は
流
れ
て
い
き
ま
す
。
ふ
と
立
ち
止
ま
っ
て
、
目
前
の
も
の
ご
と
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
静
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か
に
、
な
ぜ
こ
こ
に
、
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
と
い
う
、
謎
の
形
で
、
裂
け
め
が
現
わ
れ
る
。
リ
ア
ル

な
世
界
が
姿
を
現
わ
し
ま
す
。
㋔
は
、
そ
の
不
思
議
を
「
愛
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
喜
び
も
、
悲
し
み
も
、
み
な
同
義
語
で
す
。

　

4.
　
新
鮮
な
思
念
の
ひ
ら
め
き
。

　

い
い
作
品
に
は
、
必
ず
新
鮮
な
思
念
が
、
新
し
い
言
葉
の
か
た
ち
で
光
っ
て
い
ま
す
。

　

5.
　
思
い
が
け
な
い
夢
の
衝
撃
。

　

詩
人
に
限
ら
ず
、
多
く
の
芸
術
家
が
関
心
を
抱
き
つ
づ
け
て
い
る
問
題
で
す
ね
。「
わ
た
し
」
で
は

な
い
わ
た
し
の
声
。
こ
れ
は
、「
わ
た
し
の
裂
け
め
」、
と
で
も
言
っ
た
ら
い
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

6.
　
も
の
言
わ
ぬ
も
の
た
ち
の
声
を
聞
く
、
な
ど
。

　

死
者
の
声
を
は
じ
め
と
し
て
、
森
羅
万
象
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
太
古
に
お
け
る
詩
の
発
生
、

詩
の
原
理
と
も
か
か
わ
る
、
興
味
深
い
テ
ー
マ
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
擬
人

法
」
が
、
単
な
る
「
技
法
」
を
超
え
て
、
一
種
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
に
踏
み
込
ん
だ
時
、
そ
こ
に
新
し

い
詩
が
立
ち
上
が
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

以
上
、
日
常
に
お
け
る
小
さ
な
裂
け
め
の
種
々
相
に
つ
い
て
、
お
話
し
ま
し
た
。
裂
け
め
と
は
、
結
局
、

「
わ
た
し
と
い
う
存
在
の
揺
ら
ぎ
」と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
わ
た
し
」の
中
を
流
れ
る
幾
す
じ
も
の
時
間
、

そ
の
束
の
中
の
一
つ
、
あ
る
い
は
数
本
が
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
、
揺
ら
い
だ
り
、
ね
じ
れ
た
り
、
つ
ま

ず
い
た
り
、
と
つ
ぜ
ん
途
切
れ
た
り
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
持
ち

前
の
言
葉
だ
け
で
は
、
説
明
の
つ
か
な
い
状
態
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
裂
け
め
の
経
験
が
、
極
端
に
な
り
、
日
常
生
活
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
と
き
は
、
精
神
病

理
上
の
恐
怖
、
あ
る
い
は
祝
祭
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

四
、
裂
け
め
（
非
日
常
）
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
に

　

1.
　
日
常
（
世
界
）
は
言
葉
の
外
皮
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
輪
郭
を
持
た
な
い
、
得
体
の
知
れ
な
い
さ

　
　
　
ま
ざ
ま
な
存
在
は
、
言
葉
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
の
つ
く
も
の
、
納
得
の
い
く
も

　
　
　
の
と
し
て
鎮
め
ら
れ
、
固
定
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
裂
け
め
と
は
、
言
葉
の
裂
け
め
で
あ

　
　
　
る
。
言
葉
の
ズ
レ
で
あ
り
、
飛
躍
で
あ
り
、
慣
用
表
現
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。

　

㋕
ポ
ス
ト
ま
で
歩
け
ば
二
分
走
れ
ば
春　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
佐
弓

　

現
実
に
対
し
て
、
言
葉
の
ほ
う
を
ほ
ん
の
少
し
先
行
さ
せ
、
潜
在
す
る
裂
け
め
を
言
葉
で
さ
ぐ
っ
て
い

く
、言
葉
で
裂
け
め
を
整
え
て
い
く
、と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
例
句
㋕
で
、「
歩
け
ば
二
分
」
と
「
走
れ
ば
春
」

の
あ
い
だ
に
、
言
葉
の
ズ
レ
と
い
う
か
、
意
味
の
脱
臼
と
い
う
か
、
慣
用
的
な
言
い
方
を
逸
脱
し
た
、
小

さ
な
裂
け
め
が
生
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
大
切
な
こ
と
は
、
少
し
も
わ
ざ
と
ら
し
さ
、
う
そ
っ
ぽ
さ
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
走
れ
ば
春
」
と
い
う
の
は
、
走
る
こ
と
に
よ
っ
て
風
を
受
け
、
春
を
感
じ
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
白
い
手
紙
を
抱
い
て
ポ
ス
ト
へ
走
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
行
動
そ
の
も
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の
が
、
若
さ
、
つ
ま
り
春
と
い
う
ふ
う
に
も
と
れ
る
わ
け
で
す
。

　

言
葉
を
先
行
さ
せ
る
と
は
い
っ
て
も
、
裂
け
め
は
基
本
的
に
は
出
会
う
も
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
で
勝
手

に
で
っ
ち
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
、
裂
け
め
を
「
呼
び
寄
せ
る
」
と
言
っ

た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
あ
い
で
す
。

　

2.
　
日
常
は
「
流
れ
て
い
く
」（
習
慣
化
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、日
常
と
し
て
の
安
定
し
た
姿
を
保
っ

　
　
　
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
逆
に
、「
立
ち
止
ま
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
裂
け
め
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と

　
　
　
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。「
立
ち
止
ま
る
」
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
細
か
く
分
節
化
、
固
定
化

　
　
　
さ
れ
た
世
界
を
、
固
定
化
、
分
節
化
を
解
除
す
る
方
向
で
、
も
う
一
度
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
。

　

㋖
白
牡
丹
と
い
ふ
と
い
へ
ど
も
紅
ほ
の
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
浜
虚
子

　

こ
れ
は
、
平
た
く
言
え
ば
、
先
入
観
、
思
い
込
み
を
取
り
除
く
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
具
体
的
に
、

子
供
の
も
の
の
見
方
か
ら
学
ぶ
、
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ
で
す
。
子
供
は
、
分
節
化
、
固
定
化
が
す
す
ん

で
い
ま
せ
ん
。
慣
用
表
現
が
ま
だ
で
き
上
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
子
供
の
詩
が
時
に
新
鮮
な
の
は
、
そ
の
せ

い
で
す
。
画
家
の
ピ
カ
ソ
も
、
子
供
の
絵
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
テ
レ
ビ
で
言
っ
て
い
ま

し
た
。

　

こ
れ
は
ず
っ
と
昔
、
東
京
の
空
が
ス
モ
ッ
グ
で
覆
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
の
話
で
す
が
、
都
会
の
子
供
が
田

舎
へ
林
間
学
校
に
行
っ
た
時
、
初
め
て
美
し
い
星
空
を
見
て
、「
ジ
ン
マ
シ
ン
が
出
た
よ
う
で
、
気
持
ち

わ
る
い
」
と
言
っ
た
と
か
、
新
聞
に
出
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
に
は
美
し
い
星
く
ず
と
し
て
見
え
、
星
座

の
名
を
知
っ
て
い
る
人
に
は
さ
ら
に
秩
序
あ
る
物
語
と
し
て
見
え
る
星
空
を
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
ジ
ン
マ

シ
ン
で
た
と
え
て
し
ま
っ
た
。
美
し
い
星
と
い
う
固
定
観
念
を
ぶ
ち
破
っ
た
表
現
、
ま
さ
に
一
行
の
詩
と

い
っ
て
も
い
い
も
の
で
す
。

　

こ
れ
は
余
談
で
す
が
、
子
供
の
見
方
を
さ
ら
に
突
き
ぬ
け
、
さ
か
の
ぼ
り
、
赤
ち
ゃ
ん
の
意
識
に
ま
で

帰
っ
て
い
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
き
び
し
い
瞑
想
修
行
が
必
要
で
し
ょ
う
が
。
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
、
仏
教
の
「
空
」
の
思
想
に
近
い
と
こ
ろ
ま
で
、
行
き
つ
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、
例
句
㋖
で
す
が
、
さ
す
が
虚
子
、「
白
牡
丹
」
に
対
し
て
、
そ
の
固
定
化
か
ら
自
由
に
な
っ

て
い
ま
す
。
自
由
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、「
紅
」
が
見
え
た
の
で
す
。

　

3.
　
日
常
の
あ
る
が
ま
ま
の
視
線
は
、必
然
的
に
、闇
よ
り
も
明
る
い
方
へ
向
か
う
。
お
金
へ
、都
市
へ
、

　
　
　
権
威
権
力
へ
。
そ
れ
な
ら
逆
に
視
線
を
、
弱
い
も
の
、
小
さ
な
も
の
へ
。
も
の
言
わ
ぬ
も
の
、
見

　
　
　
捨
て
ら
れ
て
い
く
も
の
へ
向
け
て
み
る
。
闇
へ
向
け
て
み
る
こ
と
も
、
大
切
だ
ろ
う
。
い
や
、
闇

　
　
　
に
こ
そ
ほ
ん
と
う
の
光
が
あ
る
、と
言
っ
た
ほ
う
が
正
確
か
も
知
れ
な
い
が
。（
批
評
精
神
と
い
っ

　
　
　
て
も
い
い
。）

　

こ
こ
で
は
三
つ
の
項
目
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
１
、２
、３
と
も
、
お
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
。
要
は
、
私
た
ち
の
世
界
が
言
葉
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
限
り
、
不
動
の
も
の
、

確
固
た
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
、
と
い
う
思
い
の
中
に
い
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
存
在
の
輝
き
に
対
す

る
感
受
性
を
養
う
こ
と
で
し
ょ
う
。


