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文
字
と
狂
気

―
田
山
花
袋
『
白
紙
』
に
お
け
る
約
物
の
効
用
―山　

本　
　
　

歩

　
　

は
じ
め
に

　

田
山
花
袋
と
い
う
と
、
文
学
史
的
に
は
自
然
主
義
文
学
の

代
表
作
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
人
物
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
個
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
変
節
な
く

貫
徹
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
多
作
傾
向
に
あ
る
作
家

で
あ
り
、
最
も
自
然
主
義
に
傾
倒
し
た
と
さ
れ
る
一
時
期
に

さ
え
、
作
品
に
は
異
質
な
も
の
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
。
無
論
、

こ
れ
は
単
な
る
異
質
、
失
敗
と
い
う
よ
り
は
、
実
験
と
し
て

捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

具
体
例
と
し
て
明
治
四
十
二
年
一
月
の
『
白
紙
』（「
早

稲
田
文
学
」）
を
取
り
上
げ
る
。
本
作
の
主
題
は
狂
気
で
あ

り
、
そ
の
前
提
に
監
視
妄
想
に
類
す
る
不
安
が
あ
る
こ
と
は
、

四
十
一
年
七
月
の
『
不
安
』
と
共
通
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

花
袋
は
身
体
的
に
は
脚
気
、
精
神
的
に
は
鬱
に
近
い
状
態
に

あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
象
徴
主
義
小
説
へ
の
接
近
も
観
測
さ

れ
、
こ
の
路
線
は
『
拳
銃
』（
明
治
四
十
二
年
四
月
）『
罠
』

（
四
十
二
年
十
月
）
ま
で
保
た
れ
る
。
し
か
し
『
不
安
』
の
発

展
形
に
あ
た
る
『
白
紙
』
は
そ
の
中
に
お
い
て
も
特
異
と
言

え
る
。
そ
れ
は
狂
気
を
表
象
す
る
文
体
と
し
て
、
多
量
の
〈
約

物
〉、「
―
―
」（
ダ
ッ
シ
ュ
）
や
「
…
…
」（
リ
ー
ダ
）
が
採

用
さ
れ
る
と
共
に
、
紙
面
の
余
白
そ
の
も
の
に
も
役
目
が
与

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
以
下
に
そ
の
様
態
を
見
て
お
こ
う
。

一
、『
白
紙
』
の
内
容
―
―
狂
気
の
進
行

　
『
白
紙
』
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。『
白
紙
』
は
「
色
情
狂

に
な
つ
た
あ
る
文
学
者
の
日
記
の
中
か
ら
出
た
反
古
の
数
々
」

と
さ
れ
る
枠
小
説
で
あ
る
。
日
記
に
す
ら
書
き
残
せ
な
か
っ

た
「
反
古
の
数
々
」
で
あ
る
か
ら
、
不
道
徳
で
断
片
的
な
文

章
の
羅
列
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
反
古
」の
書
き
手
で
あ
る「
文
学
者
」は「
肉
の
問
題
」を「
総
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て
の
悲
劇
」
の
原
因
だ
と
す
る
。
過
剰
な
ま
で
に
性
欲
を
問

題
視
し
、「
新
聞
」
に
出
た
「
不
倫
の
行
為
」
と
そ
れ
に
端
を

発
す
る
夫
婦
殺
害
事
件
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
事
件
現
場
の
「
蒲

団
と
血
」
を
本
能
の
象
徴
の
よ
う
に
見
る
。
大
衆
が
秘
匿
す

る
性
欲
の
告
発
、「
無
数
の
唇
が
空
間
を
飛
ん
で
居
る
」
と
い

う
抽
象
か
幻
想
か
不
明
瞭
な
記
述
、
恋
人
の
死
―
―
逃
れ
が

た
い
情
欲
を
基
底
と
し
た
述
懐
が
と
り
と
め
な
く
続
く
。

　

こ
う
し
た
「
色
情
」
の
中
心
化
は
、
当
時
自
然
主
義
作
家

と
さ
れ
て
い
た
作
者
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
―
―
流
行
語
化

し
た
〈
自
然
主
義
〉
が
性
欲
や
暴
力
、
不
品
行
と
結
び
つ
け

ら
れ
た
―
―
に
由
来
し
て
い
る
１
が
、
本
作
の
特
徴
は
む
し
ろ

後
半
部
の
表
現
に
あ
る
。

　

直
線
と
曲
線
―
―

　

直
線
は
直
線
で
並
行
し
て
何
処
ま
で
も
行
く
。
曲
線

は
曲
線
で
無
窮
に
続
く
。
逢
ふ
期
が
な
い
。
永
久
に
交

す
る
時
が
な
い
。『
本
当
に
我
々
は
浮
々
と
し
て
居
る

時
ぢ
や
無
い
』『
恋
に
酔
つ
て
る
時
ぢ
や
な
い
』『
思
ふ

ま
ゝ
に
逢
は
れ
な
い
と
思
へ
ば
随
分
―
―
』
随
分
で
切

つ
て
あ
つ
て
、
御
覧
の
通
り
ダ
ッ
シ
ユ
が
引
い
て
あ
つ

て
、
あ
と
は
白
紙
だ
。
ダ
ッ
シ
ユ
と
白
紙
だ
か
ら
辛
い
、

堪
ら
な
い
、
恐
ろ
し
い
、
悲
し
い
。
頭
脳
が
動
揺
す
る
。

こ
の
頭
を
石
な
り
柱
な
り
に
打
附
け
て
了
ひ
た
い
。
ダ

ッ
シ
ユ
と
白
紙
、
そ
れ
だ
か
ら
人
間
が
狂
せ
る
の
だ
。

何
ん
な
こ
と
で
も
書
い
て
あ
る
方
が
ま
だ
し
も
好
い
。

残
忍
、
悲
惨
、
猥
褻
を
尽
し
た
文
字
で
も
何
で
も
好
い
。

白
紙
よ
り
は
好
い
。

　

何
ら
か
の
文
章
（
書
簡
か
）
を
読
む
中
で
、
そ
こ
に
書
き

込
ま
れ
た
「
ダ
ッ
シ
ユ
」
と
何
も
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
「
白

紙
」
が
「
あ
る
文
学
者
」
の
頭
脳
を
動
揺
さ
せ
る
。「
直
線
と

曲
線
」
が
「
逢
ふ
期
が
無
い
」
こ
と
は
『
思
ふ
ま
ゝ
に
逢
は

れ
な
い
』
と
い
う
、
男
女
関
係
を
思
わ
せ
る
表
現
と
紐
付
け

さ
れ
る
。
ま
た
、「
空
虚
」
は
「
白
紙
」
と
結
び
付
く
。
そ
の

よ
う
に
、
後
半
部
は
連
想
を
用
い
て
進
行
さ
れ
る
の
だ
。

　
「
白
紙
」
の
中
に
「
色
」
が
見
え
る
、
明
滅
す
る
そ
の
「
色
」

が
女
の
「
唇
」「
腕
」
に
収
束
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
、
そ
ん
な
こ

と
を
考
え
て
い
る
自
分
を
「
浅
間
し
い
」
と
思
う
が
、
直
後

に
「
何
が
浅
間
し
い
つ
て
、懐
妊
し
た
女
」
と
、女
の
「
浅
間
し
」

さ
に
矛
先
が
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
妊
婦
に
「
色
気
」

が
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
女
性
の
抗
い
得
な
い
魅
力
を
損
な

お
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
意
識
は
「
空
虚
」
打
破
の
願
望
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へ
と
流
れ
、
短
刀
で
妊
婦
の
腹
を
抉
る
妄
想
を
生
む
の
で
あ

る
。「
灰
色
の
空
気
が
蔽
か
ぶ
さ
つ
た
」
心
と
対
照
的
に
「
眼

に
映
る
」
色
彩
表
現
は
「
暗
い
重
苦
し
い
空
」
か
ら
「
西
の

地
平
線
を
線
で
も
引
い
た
や
う
に
割
つ
て
居
る
晴
れ
た
細
い

碧
の
空
」
と
い
う
矛
盾
し
た
形
容
へ
と
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン

の
よ
う
に
連
ね
ら
れ
る
。
そ
の
眼
は
や
が
て
「
田
舎
娘
」
と

い
う
女
性
に
付
属
す
る
「
手
拭
」
と
「
大
根
」
の
「
白
」
の

イ
メ
ー
ジ
に
向
け
ら
れ
る
。

　

無
関
係
な
要
素
を
、
飛
躍
的
な
連
想
で
結
び
つ
け
る
形
で
、

「
文
学
者
」
の
狂
気
が
表
象
さ
れ
る
。「
色
情
狂
に
な
つ
た
あ

る
文
学
者
」
の
「
反
古
」
は
、
こ
こ
に
お
い
て
「
色
情
」
で

は
な
く
「
狂
」
の
表
出
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

末
尾
は
次
の
よ
う
に
、
大
量
の
約
物
に
彩
ら
れ
、
視
覚
的

に
狂
気
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
駄
目
だ
、
駄
目
だ
、
駄
目
だ
。
己
は
敗
北
し
た
。

も
う
戸
外
を
出
て
歩
け
な
い
。
電
車
に
も
乗
れ
な
い
。

無
数
な
大
き
な
腹
が
其
処
に
も
此
処
に
も
眼
に
付
く
。

腕
と
唇
と
が
天
に
も
地
に
も
…
…
…
…
。

　

？
？
？
？
？
―
―

　
「
早
稲
田
文
学
」
初
出
時
に
は
、
右
の
よ
う
に
「
反
古
」
が

途
切
れ
た
後
、
さ
ら
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

（
其
日
新
聞
は
某
氏
の
発
狂
を
報
じ
た
。
某
氏
は
、
お
茶

の
水
水
道
橋
間
の
電
車
の
中
で
、
腰
を
掛
け
て
居
た
美

し
い
妙
齢
の
処
女
の
前
に
、
づ
か
づ
か
と
進
ん
で
、
突

然
其
手
を
握
り
占
め
た
。
続
い
て
抱
附
こ
う
と
す
る
処

を
人
々
か
ら
抱
と
め
ら
れ
た
…
…
）

　

内
面
の
狂
気
が
外
面
の
行
動
に
及
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
が
、

客
観
的
な
情
報
と
し
て
報
告
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
末
尾
は

「
帝
国
文
学
」
の
同
時
代
評
で
「
最
後
に
あ
る
括
弧
中
の
説
明

は
無
い
方
が
宜
か
ろ
う
と
思
う
」
２
と
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
。

明
治
四
十
二
年
三
月
の
『
花
袋
集
第
二
』（
佐
久
良
書
房
）
に

お
い
て
は
、
そ
れ
に
首
肯
す
る
よ
う
に
こ
の
末
尾
は
削
除
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
改
稿
に
よ
り
、「
文
学
者
」の
狂
気
は「
反
古
」

の
提
示
、
す
な
わ
ち
約
物
の
氾
濫
、
な
か
ん
ず
く
彼
を
苦
し

め
た
ダ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
閉
じ
る
形
で
表
象
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

　

初
出
、
並
び
に
『
花
袋
集
第
二
』
に
お
け
る
『
白
紙
』
で

は
文
章
中
に
三
点
リ
ー
ダ
「
…
」
が
登
場
す
る
際
、
基
本
的
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に
は
四
つ
（
三
点
×
四
マ
ス
）
打
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

例
え
ば
『
花
袋
集
第
二
』
の
そ
の
他
の
作
品
に
お
い
て
「
…
」

が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
二
つ
分
し
か
打
た
れ
て
い
な
い
こ
と
を

見
る
と
、
明
か
に
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、『
花
袋
集
第
二
』
か
ら
『
定
本
花
袋
全
集　

第

二
十
三
巻
』（
平
成
七
年
三
月
、
臨
川
書
店
）
に
収
録
さ
れ
る

際
、「
…
…
」
と
い
う
約
物
は
削
減
さ
れ
た
。
先
に
引
用
し
た

多
量
の
「
…
」（
手
元
の
『
花
袋
集
第
二
』
で
は
四
十
五
）
は

『
定
本
』
で
は
省
略
さ
れ
「
…
…
駄
目
だ
、
駄
目
だ
、
駄
目
だ
。

己
は
敗
北
し
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
は
当
然
、
花

袋
存
命
時
に
刊
行
さ
れ
た
『
花
袋
集
第
二
』
の
表
記
を
重
視

す
べ
き
で
あ
る
。

二
、
氾
濫
す
る
約
物
―
―
狂
気
の
表
象

　

約
物
が
狂
気
の
表
現
手
法
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う

な
表
記
の
こ
だ
わ
り
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
で
は
そ
れ
は
、
読

書
行
為
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
発
揮
す
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、「
反
古
」
の
書
き
手
で
あ
る
「
文
学
者
」
と
、

「
色
情
狂
に
な
つ
た
あ
る
文
学
者
の
日
記
の
中
か
ら
出
た
反
古

の
数
々
」
と
紹
介
す
る
作
品
内
の
「
反
古
」
の
読
み
手
、
そ

し
て
現
実
に
存
在
す
る
我
々
『
白
紙
』
の
読
者
―
―
こ
の
三

者
の
関
係
性
を
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

白
紙
が
気
に
懸
か
つ
て
な
ら
な
い
。
ダ
ッ
シ
ユ
が
神
経

を
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
る
。
ダ
ッ
シ
ユ
の
末
が
細
く
な
つ
て

空
間
に
消
え
て
居
る
。
恐
ろ
し
い
、
恐
ろ
し
い
、
恐
ろ

し
い
。
自
分
の
体
が
其
無
限
無
窮
の
白
紙
の
中
に
落
ち

て
行
く
。

　
「
文
学
者
」
は
右
の
よ
う
に
、
文
書
に
記
さ
れ
た
ダ
ッ
シ
ュ

と
、
記
さ
れ
な
か
っ
た
余
白
に
よ
り
、
悶
え
狂
う
思
考
を
書

き
つ
け
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、そ
の
思
考
を
記
述
す
べ
く
、

自
ら
ダ
ッ
シ
ュ
を
用
い
、
ま
た
白
紙
を
生
じ
さ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
、

狂
気
を
加
速
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、「
反

古
」
を
読
む
何
者
か
―
―
読
み
手
は
、
そ
の
書
き
手
と
、
約

物
の
お
ぞ
ま
し
さ
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
つ
ま
り

我
々
『
白
紙
』
の
読
者
は
、「
文
学
者
」
＝
「
反
古
」
の
書
き

手
と
、
作
中
に
内
在
す
る
読
み
手
が
、
共
に
約
物
を
眺
め
る

様
を
、
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
書
き
手
は
文
書
上
の
「
ダ
ッ

シ
ユ
と
白
紙
」
に
よ
り
悶
絶
す
る
／
悶
絶
し
な
が
ら
自
ら
「
ダ

ッ
シ
ユ
と
白
紙
」
を
再
生
産
す
る
／
「
反
古
」
の
読
み
手
は
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文
書
と
「
文
学
者
」
双
方
の
「
ダ
ッ
シ
ユ
と
白
紙
」
を
読
む

こ
と
と
な
る
／
『
白
紙
』
の
読
者
は
そ
う
し
た
「
ダ
ッ
シ
ユ

と
白
紙
」
を
め
ぐ
る
生
産
と
受
容
の
サ
イ
ク
ル
に
巻
き
込
ま

れ
る
こ
と
と
な
る
―
―
『
白
紙
』
の
表
現
形
式
は
、
読
者
を

否
応
な
く
、
狂
気
の
生
産
・
促
進
の
傍
聴
人
と
す
る
。
す
な

わ
ち
読
者
は
、
狂
気
に
陥
っ
た
と
さ
れ
る
「
文
学
者
」
の
目

に
し
た
も
の
を
、
彼
を
模
倣
す
る
か
の
よ
う
に
目
撃
す
る
の

で
あ
る
。

　
「
白
紙
」
は
空
虚
を
「
無
限
無
窮
」
に
語
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
「
ダ
ッ
シ
ユ
」
は
「
末
が
細
く
な
つ
て
空
間
に
消
え
」

る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
白
紙
」
＝
「
空
虚
」
を
生
み

出
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ま
っ
た
く

の
「
白
紙
」
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、「
ダ
ッ
シ
ユ
」
の
後
に

生
ま
れ
る
「
白
紙
」
が
「
恐
ろ
し
い
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
文
字
、
ダ
ッ
シ
ュ
、
そ
し
て
「
白
紙
」
と
い
う
配

列
が
恐
ろ
し
い
。「
何
故
？
」
と
い
う
問
い
か
け
、
疑
問
に
対

す
る
返
答
が
「
無
限
無
窮
」
に
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
意
味
の

な
い
空
虚
と
化
す
、
と
い
う
の
が
「
白
紙
」
の
「
恐
ろ
し
」

さ
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
延
々
に
筆

を
動
か
す
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
「
反
古
」
は
生
ま
れ
続
け

る
と
い
う
無
限
の
恐
怖
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

　
「
？
？
？
？
？
―
―
」
は
「
何
故
？
」
と
い
う
問
い
か
け
を

示
す
約
物「
？
」の
後
に
、「
末
が
細
く
な
っ
て
空
間
に
消
え
る
」

約
物
で
あ
る
「
―
―
」
を
置
き
、そ
れ
が
「
空
虚
」
で
あ
る
「
白

紙
」
を
生
み
出
す
。
空
虚
に
消
え
る
問
い
、そ
し
て
「
文
学
者
」

が
狂
気
に
堕
し
て
い
く
状
況
を
視
覚
的
に
表
現
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
「
―
―
」
の
後
の
白
紙
に
よ
っ
て
締

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
初
出
改
稿
の
理

由
か
も
知
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
こ
の
作
品
に
は
「
！
」
や
「
…
…
」
も
頻
出
す
る
。

先
述
の
通
り
「
…
」
に
関
し
て
は
特
に
大
量
に
使
用
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
前
述
の
色
彩
表
現
、「
恐
ろ
し
い
」「
駄
目
だ
」「
恋
」

「
肉
」
な
ど
の
言
葉
の
連
呼
、「
曇
り
の
無
い
研
き
澄
ま
し
た

鋭
利
な
短
刀
」
と
「
灰
色
の
空
気
が
蔽
か
ぶ
さ
っ
た
」
の
明

暗
の
対
比
。
こ
う
し
た
映
像
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
が

『
白
紙
』
に
は
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
表
現
の
周
囲

に
は
常
に
「
―
―
」「
…
…
」「
！
」
と
い
う
約
物
が
存
在
し

て
い
る
。
狂
気
の
生
産
・
促
進
儀
式
の
核
と
な
る
概
念
を
、

約
物
を
用
い
、
見
え
る
形
で
徹
底
的
に
書
き
込
ん
だ
の
が
『
白

紙
』
と
い
う
作
品
な
の
だ
。
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と
こ
ろ
で
、
ア
ド
ル
ノ
（T

heodor Ludw
ig A

dorno-
W
iesengrund

）
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
文
学
上
の
ダ

ッ
シ
ュ
は
「
切ツ
ェ
ズ
ー
ル

れ
目
」
を
作
り
出
す
。

ダ
ッ
シ
ュ
に
お
い
て
思
考
は
、
断
片
と
し
て
の
み
ず
か

ら
の
性
格
を
知
る
。
ダ
ッ
シ
ュ
が
ま
さ
し
く
そ
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
場
で
、
す
な
わ
ち
、
結
び
つ
い
て
い

る
か
の
よ
う
な
ま
や
か
し
を
断
ち
切
る
場
で
、
言
語
の

崩
壊
が
進
行
す
る
時
代
に
ダ
ッ
シ
ュ
が
等
閑
に
さ
れ
る

の
は
偶
然
で
は
な
い
。
３

　

彼
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
巧
み
な
構
文
が
、
本
来
は
直
接
的
に
関

係
し
な
い
複
数
の
事
柄
を
、
あ
た
か
も
繋
が
る
も
の
と
し
て

扱
う
、
連
続
性
や
論
理
性
を
よ
そ
お
う
「
ま
や
か
し
」
の
論

法
の
場
に
お
い
て
、
ダ
ッ
シ
ュ
は
事
柄
を
断
片
へ
と
引
き
戻

す
の
だ
と
。
ア
ド
ル
ノ
は
ま
た
、
三
点
リ
ー
ダ
を
、

文
末
に
お
か
れ
る
三
つ
の
点
は
、
印
象
主
義
が
ム
ー
ド

と
し
て
商
品
化
さ
れ
た
時
代
に
、
文
を
意
味
深
長
に
開

い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
の
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
、
考
え

や
連
想
の
無
限
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
４

と
見
て
い
る
。
好
意
的
と
は
言
い
難
い
書
き
方
だ
が
、「
…
…
」

の
先
に
完
結
し
な
い
な
ん
ら
か
の
意
味
、「
無
限
」
が
象
徴
さ

れ
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
句
読
点
な
ら

び
に
記
号
類
が
、
文
を
音
声
に
近
づ
け
る
も
の
と
解
釈
し
て

い
る
。
だ
が
ダ
ッ
シ
ュ
や
リ
ー
ダ
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
約

物
は
、
元
よ
り
発
音
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

記
号
な
の
で
あ
り
、
当
然
の

こ
と
、
我
々
は
視
覚
に
よ
り
文
を
受
容
す
る
の
だ
。
約
物
は

そ
の
際
、
文
を
区
切
っ
た
り
、
文
意
外
の
意
味
を
付
与
し
た

り
し
、
要
す
る
に
あ
た
か
も
そ
こ
に
読
み
0

0

の
規
則
が
あ
る
か

の
よ
う
に
演
出
す
る
の
だ
。
ア
ド
ル
ノ
の
言
は
こ
の
よ
う
に

理
解
す
る
こ
と
で
、
約
物
の
視
覚
的
効
果
、
そ
れ
を
使
用
す

る
恣
意
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

　

明
治
二
十
二
年
の
「
以
良
都
女
」
５
に
よ
れ
ば
、
本
邦
に
お

け
る
各
々
の
約
物
の
「
創
業
」
は
、「
…
ド
ツ
ト
又
ハ
ボ
ツ
々
々

…
…
」
が
春
の
や
主

人
＝
（
坪
内
逍
遥
）、「
？ワ
ラ
ビ」
が
春
の
や
及
び
美
妙
斎
主
人
（
山

田
美
妙
）、「
！ホ
コ

」
が
美
妙
、「
―ダ
ツ
シ―
」
が
紅
葉
山
人
（
尾
崎
紅

葉
）
と
美
妙
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
全
面
的
に
信

頼
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、
概
ね
彼
ら
文
学
者
が
約
物

を
導
入
し
た
の
で
あ
り
、
明
治
二
十
年
前
後
が
そ
の
時
期
と

な
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
二
十
年
を
経
て
、
花

袋
の
約
物
観
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
四
十
二
年
五
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月
「
文
章
世
界
」
中
で
花
袋
が
書
い
た
「
文
章
講
話
」
欄
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
以
前
か
ら
「
一
度
は
出
来
る
だ
け
詳
し
く
、

分
り
易
く
答
え
て
見
た
い
」
６
と
思
っ
て
い
て
未
だ
為
さ
な
か

っ
た
様
々
な
約
物
の
使
い
方
を
、
二
葉
亭
訳
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
『
片
恋
』
を
モ
デ
ル
と
し
、
解
説
し
て
い
る
。
花
袋
が
こ

こ
で
紹
介
し
た
の
は
、「
―
―
」
に
し
て
も
「
…
…
」
に
し
て

も
ご
く
基
本
的
な
も
の
で
、
今
日
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
。

け
れ
ど
も
「
感
嘆
符
な
り
疑
問
符
な
り
は
、
唯
だ
そ
の
場
の

言
葉
の
意
味
を
、
耳
に
聞
か
せ
る
と
同
時
に
、
目
に
も
見
せ
」

る
と
い
う
一
文
か
ら
、
彼
が
約
物
の
視
覚
的
効
果
を
認
識
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、『
白
紙
』
へ
の
／
か
ら
の
影
響
―
―
狂
気
の
継
承

　
『
白
紙
』
の
表
記
に
つ
い
て
、
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思

わ
れ
る
作
品
が
あ
る
７
。
徹
底
自
然
主
義
と
し
て
受
容
さ
れ

た
、
ホ
ル
ツ
（A

rno H
olz

）
と
シ
ュ
ラ
ー
フ
（Johannes 

Schlaf

）
の
合
作
と
な
る
『
死
』（
原
題"E

in T
od",1889

）
で

あ
る
。
明
治
四
十
二
年
九
月
「
文
章
世
界
」
に
翻
訳
が
発
表

さ
れ
、
同
号
の
「
イ
ン
キ
壺
」
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

翻
訳
『
死
』
に
は
訳
者
の
署
名
が
な
い
。
し
か
し
同
年
九

月
の
「『
妻
』
に
就
い
て
」
８
で
花
袋
自
身
の
言
及
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
そ
の
う
ち
又
変
つ
た
珍
ら
し
い
物
で
も
『
文

章
世
界
』
に
訳
さ
れ
て
出
る
御
予
定
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
か
」

と
い
う
記
者
の
問
い
に
、
花
袋
は
「
ア
ル
ノ
オ
・
ホ
ル
ツ
と

シ
ユ
ラ
ー
フ
の
合
作
し
た
短
編
を
一
つ
出
し
て
見
や
う
と
思

つ
て
居
ま
す
」
と
答
え
て
お
り
、
花
袋
の
手
に
な
る
翻
訳
で

あ
る
。

　

次
い
で
、「
イ
ン
キ
壺
」
の
該
当
箇
所
を
確
認
し
て
お
く
。

　

ホ
ル
ツ
、
シ
ユ
ラ
ア
フ
の
『
死
』
を
本
号
に
載
せ
た
。

唯
単
に
め
づ
ら
し
い
形
式
と
い
ふ
以
上
に
面
白
味
が
あ

る
と
思
ふ
。
平
面
描
写
―
―
極
端
な
る
平
面
描
写
か
ら

必
然
に
起
つ
て
来
る
一
種
の
省
略
と
い
ふ
こ
と
が
点
頭

か
れ
る
。
か
う
し
た
試
み
に
あ
つ
て
は
、
性
格
と
い
ふ

こ
と
、
事
件
と
い
ふ
こ
と
、
背
景
と
い
ふ
こ
と
、
さ
う

い
ふ
こ
と
に
は
さ
し
て
重
き
を
置
い
て
居
な
い
。
作
者

の
目
的
は
そ
れ
以
外
に
あ
る
。

　

最
後
に
…
…
を
連
続
さ
せ
て
『
お
母
さ
ん
』
と
結
ん

だ
処
な
ど
殊
に
複
雑
し
た
種
々
の
印
象
を
読
者
の
胸
に

与
へ
る
。
心
理
を
説
明
せ
ず
に
、
周
囲
か
ら
集
つ
て
来

る
現
象
の
上
に
価
値
を
見
せ
や
う
と
し
た
の
は
面
白
い
。
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け
れ
ど
、
か
う
い
ふ
風
な
遣
り
方
で
は
、
小
さ
い
も
の

は
描
け
る
が
、
大
き
な
も
の
は
難
し
い
。
徹
底
自
然
主

義
が
充
分
な
る
発
達
を
遂
げ
な
か
つ
た
の
も
、
原
因
が

其
処
に
あ
る
と
思
ふ
。
９

　
『
死
』
は
「『
秒
刻
ス
タ
イ
ル
』
と
命
名
さ
れ
た
文
体
技
法
」

か
ら
成
っ
て
い
る
。
瀕
死
の
人
物
を
、
二
人
の
友
人
が
看
護

し
て
い
る
、
密
室
劇
風
の
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
経
緯
は
会

話
か
ら
推
察
さ
れ
る
も
の
で
、
説
明
ら
し
き
説
明
は
存
在
し

な
い
。
動
作
を
執
拗
に
、
そ
れ
で
い
て
描
写
自
体
は
簡
潔
に

表
現
す
る
仕
方
を
と
っ
て
お
り
、

　

重
た
る
く
、
強
く
階
段
を
上
へ
あ
が
つ
て
来
た
。
手

摺
に
寄
り
か
ゝ
つ
た
。
二
三
度
階
段
を
後
退
し
た
。
喘

い
だ
。
深
い
嗄
れ
た
低
声
で
謐
い
た
。
廊
下
の
上
を
ず

つ
た
。
肥
つ
た
体
が
戸
に
あ
た
つ
て
、
ヅ
シ
リ
と
音
が

し
た
。
罵
つ
た
。
又
歩
い
た
。

　

こ
う
し
た
文
体
が
一
貫
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
次
の

よ
う
に
、

　

寝
台
の
頭
の
方
の
何
処
か
、
隅
で
、
光
線
の
中
に
飛

び
廻
つ
て
ゐ
た

の
眠
む
さ
う
な
唸
り
声
が
し
た
。

　

何
処
か
で
鼠
が
ざ
わ
つ
い
て
物
を
囓
る
音
が
し
た
…

…
…
…

　

袂
時
計
が
チ
ツ
ク
タ
ツ
ク
響
い
た
。
戸
棚
か
ら
木
蟲

が
チ
ヽ
と
鳴
い
た
。
今
上
の
三
階
で
は
扉
を
閉
め
る
音

が
し
た
。

　

床
の
中
に
ヅ
シ
ン
と
重
く
入
つ
た
の
が
薄
べ
つ
た
い

天
上
越
に
聞
き
取
れ
た
…
…
…
…

　

家
根
の
上
の
薄
い
灰
色
し
た
光
が
や
ゝ
明
る
く
な
つ

て
来
た
…
…
…
…

　

主
体
が
明
確
に
指
示
さ
れ
な
い
、
聴
覚
や
視
覚
の
捕
捉
が

続
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
作
品
を
、花
袋
は
「
小
さ
い
も
の
は
描
け
る
が
、

大
き
な
も
の
は
難
し
い
」
と
し
な
が
ら
も
、「
面
白
味
」
を
も

っ
て
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
…
…
」
―
―
三
点
リ

ー
ダ
へ
の
着
目
は
明
ら
か
に
、「
複
雑
し
た
種
々
の
印
象
を
読

者
の
胸
に
与
へ
る
」
た
め
の
、
約
物
の
効
果
的
使
用
を
認
め

た
も
の
で
あ
る
。『
死
』
の
末
尾
に
は
実
に
活
字
一
四
九
字
分
、

三
行
以
上
も
の
「
…
」
が
配
さ
れ
、
こ
れ
も
発
言
主
が
不
明

で
あ
る
「
お
母
さ
ん
」
の
一
語
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
約
物
の
使
用
が
、『
白
紙
』
末
尾
に
も
影
響
を
与
え
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
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ま
と
め
て
お
こ
う
。
約
物
を
使
用
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
視

覚
を
通
し
た
読
ま
れ
方
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
図
る
作
為
で
あ

る
。
文
に
断
絶
や
無
限
を
与
え
、
文
意
外
の
意
味
を
付
与
す

る
。『
白
紙
』
は
約
物
の
多
用
に
よ
っ
て
、
と
め
ど
な
い
思
考

を
、
見
え
る
形
で
描
こ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
狂
気

の
脈
絡
を
、
説
明
的
な
文
辞
を
用
い
ず
辿
ろ
う
と
し
た
の
だ

ろ
う
。
思
考
や
心
理
が
混
線
し
な
が
ら
推
移
す
る
と
い
う
事

態
を
、
花
袋
な
り
に
あ
る
が
ま
ま
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
自
然
主
義
的
観
察
描
写

と
は
異
な
っ
た
形
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
模
索
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
。

　

な
お
、『
白
紙
』
に
は
模
倣
と
思
し
き
作
品
が
登
場
し
て
い

る
。
発
表
の
一
年
後
、
明
治
四
十
三
年
二
月
の
「
文
章
世
界
」

懸
賞
小
説
欄
―
―
花
袋
自
身
が
選
者
を
務
め
る
―
―
で
、『
白

紙
』に
酷
似
し
た
小
説『
瞬
間
』が「
秀
逸
」賞
を
受
け
て
い
る
。

作
者
で
あ
る
山
内
秋
生
に
対
し
花
袋
は
「
模
倣
し
た
や
う
な

処
は
い
や
だ
が
、
何
処
か
光
つ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
選
評

を
与
え
た
。「
死
ん
だ
友
の
日
記
」
と
い
う
形
で
生
殖
と
誕
生

に
つ
い
て
煩
悶
す
る
作
を
模
倣
と
見
做
し
た
の
は
、
や
は
り

花
袋
に
と
っ
て
『
白
紙
』
が
意
欲
的
な
試
み
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

注
１　

拙
論
「
田
山
花
袋
『
白
紙
』
の
「
小
説
作
法
」
―
―

創
作
背
景
・
試
み
・
方
法
―
―
」（「
人
文
論
究
」
第

六
十
三
巻
第
一
号　

関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
）
参

照

２　

Ｍ
Ｙ
「
最
近
文
芸
概
観　

小
説
戯
曲
」（『
文
藝
時
評

大
系　

明
治
篇
第
十
二
巻
』
所
収　

平
成
十
七
年

十
一
月　

ゆ
ま
に
書
房
）
四
七
頁
（
初
出
＝
「
帝
国

文
学
」
明
治
四
十
二
年
二
月
）

３　

ア
ド
ル
ノ
「
句
読
点
」（
原
題 "Satzzeichen"

）（
三

光
長
治
・
恒
川
隆
男
・
前
田
良
三
・
池
田
信
雄
・
杉

橋
陽
一
共
訳
『
ア
ド
ル
ノ　

文
学
ノ
ー
ト　

１
』
所

収　

平
成
二
十
一
年
六
月　

み
す
ず
書
房
）（
初
出
＝

『
ア
ク
ツ
ェ
ン
テ
』
誌　

一
九
五
六
年
六
号
）
一
三
〇

頁

４　

同
右
一
三
一
頁

５　
「
文
章
符
号
の
解
釈
」（「
以
良
都
女
」
第
三
十
四
号　

明
治
二
十
二
年
十
二
月　

成
美
社
）
一
五
頁
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６　

引
用
は
田
山
花
袋
「
文
章
講
話
」（「
文
章
世
界
」
四

巻　

明
治
四
十
二
年
五
月　

博
文
館
）
一
六
二
〜

一
八
二
頁

７　

前
掲
「
帝
国
文
学
」
評
で
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
は
、
「
ア
ン
ド
レ
エ
エ
フ
の
短
編
」
が

あ
る
。
こ
の
「
短
編
」
は
象
徴
主
義
文
学
と
し
て
注

目
さ
れ
た
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
『
血
笑
記
』
（
原
題"Кр

асны
й

 смех
",1904　

明
治
四
十
一
年
八
月
に
二
葉

亭
四
迷
訳
で
刊
行
）
を
指
す
。

８　
「
早
稲
田
文
学
」
第
四
十
四
号
（
明
治
四
十
二
年
六
月

東
京
堂
書
店
）
の
記
事
で
、
談
話
筆
録
で
あ
る
。

９　

田
山
花
袋
「
イ
ン
キ
壷
」（「
文
章
世
界
」
四
巻
十
二

号　

明
治
四
十
二
年
九
月　

博
文
館
）
一
〇
四
頁
。

こ
れ
は
、「
何
う
か
説
明
で
な
し
に
、
描
写
で
総
て
の

感
じ
を
顕
は
し
た
い
と
思
ふ
」
と
い
う
文
脈
を
経
て

配
列
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
理
解
す
べ
き
だ

ろ
う
。
な
お
、
後
に
単
行
本
『
文
芸
入
門
第
二
篇　

イ
ン
キ
壺
』（
明
治
四
十
二
年
十
一
月　

佐
久
良
書
房
）

に
収
録
さ
れ
る
際
、「
ホ
ル
ツ
、シ
ユ
ラ
ア
フ
の
『
死
』」

の
題
が
付
与
さ
れ
た
。

10　

ア
ル
ノ
ー
・
ホ
ル
ツ
研
究
会
訳
『
ド
イ
ツ
徹
底
自
然

主
義
作
品
集
』（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月　

三
修
社
）

三
九
七
頁
（
引
用
箇
所
は
嘉
野
隆
太
に
よ
る
解
説
）

11　
『
死
』（
前
掲
「
文
章
世
界
」
四
巻
十
二
号
）
三
八
頁

12　

同
右
四
〇
頁

13　

田
山
花
袋
「
懸
賞
小
説
の
評
」（「
文
章
世
界
」
五
巻

二
号　

明
治
四
十
三
年
二
月　

博
文
館
）
二
二
〇
頁

 


