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｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
　
へ
の
ジ
ン
メ
ル
的
ア
プ
ロ
ー
チ

桜

　

井

　

芳

　

生

我
々
は
､
ジ
ン
メ
ル
が
展
開
し
た
｢
同
等
化
･
差
異
化
の
欲
求
｣
論
を
拡
張
的
に
展
開
す
る
試
み
を
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
'
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
ま

り
な
さ
れ
て
い
な
い
　
｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
　
の
ト
ピ
ッ
ク
に
こ
の
視
点
を
適
用
す
る
｡
｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
に
関
す
る
先
行
業
績
を
援
用
す
る
と
｢
-
通
り
者
=
意
気
-

競
い
組
｣
｢
Ⅱ
通
｣
｢
Ⅲ
粋
=
い
き
｣
の
三
類
型
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
ジ
ン
メ
ル
を
参
考
に
､
｢
威
信
を
め
ぐ
る
闘
争
｣
｢
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

媒
介
に
し
た
流
行
｣
｢
二
つ
の
欲
求
の
遊
戯
的
形
式
で
の
不
安
定
的
発
散
｣
と
し
て
統
一
的
視
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
｡
最
後
に
､
｢
い
き
｣
の
三
徴
表

の
相
互
関
係
と
､
｢
い
き
｣
の
行
-
末
へ
の
､
あ
る
示
唆
を
行
う
｡

ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る
同
等
化
･
差
異
化
の
欲
求
論
の
拡
張
的
展
開
へ

我
々
は
､
ジ
ン
メ
ル
が
､
流
行
論
そ
の
他
で
展
開
し
た
同
等
化
･
差
異
化
の
欲
求

論
を
拡
張
的
に
展
開
す
る
試
み
を
し
て
い
る
(
I
)
｡
｢
流
行
｣
　
の
冒
頭
で
ジ
ン
メ
ル
は

こ
う
述
べ
て
い
る
｡
｢
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
本
質
的
な
隼
の
形
式
は
､

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
､
持
続
､
統
｢
同
等
性
へ
の
関
心
と
､
変
化
､
特
殊
な
も

の
､
独
白
な
も
の
へ
の
関
心
と
を
合
一
さ
せ
る
､
特
殊
な
様
式
を
示
し
て
い
る
｡

-
三
方
の
側
は
｢
模
倣
｣
　
へ
の
心
理
的
傾
向
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が

多
い
｡
-
‥
社
会
制
度
は
両
者
の
は
て
し
な
い
敵
対
関
係
が
共
同
作
業
の
外
形
を

と
っ
た
-
け
っ
し
て
な
か
つ
づ
き
し
な
い
-
和
解
の
観
を
呈
す
る
の
で
あ
る
｡
-
‥

流
行
は
あ
な
え
ら
れ
た
範
例
の
模
倣
で
あ
り
-
-
し
か
も
､
差
異
の
欲
求
､
分
化
､

変
化
逸
脱
の
傾
向
を
も
満
足
さ
せ
る
｣
｡
以
亡
の
よ
う
な
あ
い
対
立
す
る
二
つ
の
欲

求
･
傾
向
を
我
々
と
し
て
は
､
同
等
化
も
し
-
は
同
等
性
へ
の
欲
求
と
､
差
異
化
も

し
-
は
差
異
性
へ
の
欲
求
､
と
ま
と
め
て
お
こ
う
｡
以
上
の
ジ
ン
メ
ル
の
記
述
を
ふ

ま
え
て
'
我
々
は
､
人
間
は
他
者
と
同
等
化
し
ょ
う
と
す
る
欲
求
と
他
者
と
差
異
化

し
ょ
う
と
す
る
欲
求
を
も
っ
て
い
る
､
と
い
う
仮
説
を
た
て
て
み
よ
う
｡
上
の
引
用

文
か
ら
わ
か
る
と
お
り
､
ジ
ン
メ
ル
に
と
っ
て
同
等
化
･
差
異
化
の
欲
求
論
は
た
ん

に
流
行
の
み
を
説
明
し
う
る
狭
い
仮
説
で
は
な
い
｡
彼
に
と
っ
て
流
行
と
は
､
彼
の

｢
生
｣
　
(
｢
e
b
e
n
)
　
の
帰
結
と
し
て
の
同
等
化
と
差
異
化
と
の
対
立
を
｢
和
解
｣
さ

せ
る
形
式
の
一
つ
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
｡
だ
と
す
れ
ば
ジ
ン
メ
ル
流

行
論
の
同
等
化
･
差
異
化
の
欲
求
論
は
｢
流
行
｣
以
外
の
社
会
的
事
象
の
説
明
に
ち

適
用
可
能
な
は
ず
だ
｡
我
々
は
こ
う
か
ん
が
え
て
､
彼
の
同
等
化
･
差
異
化
の
欲
求
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論
を
拡
張
的
に
応
用
す
る
試
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
以
上
の
よ
う
に
仮
説
し
た
と
こ
ろ
で
､
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
認
識

利
得
を
生
じ
さ
せ
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
任
恵
の
者
は
､
任
意
の
状
態
に
お
い
て
も
す

で
に
あ
る
他
者
と
｢
同
等
｣
で
あ
り
別
の
他
者
と
｢
差
異
的
｣
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
｡
と
こ
ろ
が
､
ジ
ン
メ
ル
は
､
(
周
等
化
と
差
異
化
と
い
う
)
　
｢
二
つ
の
原
理
｣

は
｢
そ
れ
ぞ
れ
け
っ
し
て
譲
る
こ
と
の
な
い
た
め
に
､
社
会
生
活
は
寸
土
と
し
て
争

わ
れ
な
い
箇
所
の
な
い
戦
場
の
観
を
呈
し
-
‥
社
会
制
度
は
両
者
の
果
て
し
な
い

-
‥
-
け
っ
し
て
長
続
き
し
な
い
-
和
解
の
観
を
呈
す
る
｣
　
(
｢
流
行
｣
原
書
三
三

頁
､
訳
董
二
三
頁
へ
以
下
同
様
)
と
い
う
｡
こ
れ
は
､
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
｡
ひ
と

つ
に
は
､
こ
れ
は
､
社
会
に
お
い
て
は
｢
差
異
｣
が
ほ
ぼ
不
可
避
的
に
｢
優
劣
の
差

輿
(
=
価
値
的
差
異
)
｣
を
合
意
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
｡

｢
差
異
｣
が
優
劣
を
合
意
す
る
価
値
づ
け
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
｢
差
異
｣

は
も
は
や
平
和
裡
な
｢
区
別
｣
で
は
な
い
｡
こ
の
こ
と
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か

｢
敵
対
･
闘
争
｣
の
場
合
で
あ
ろ
う
｡
二
つ
の
集
団
A
と
B
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
｡

A
の
成
員
は
同
じ
A
の
成
員
と
の
同
等
性
に
お
い
て
同
等
化
の
欲
求
を
充
足
し
､
B

の
成
員
と
の
ち
が
い
に
お
い
て
差
異
化
の
欲
求
を
充
足
し
て
い
る
と
し
よ
う
｡
B
の

成
員
も
A
の
成
員
に
対
し
て
同
様
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
｡
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
お
け
る

A
に
と
っ
て
の
｢
差
異
｣
と
B
に
と
っ
て
の
｢
差
異
｣
と
は
通
常
お
な
じ
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
｡
A
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
A
の
ほ
う
に
｢
優
位
｣
を
､
B
の
ほ
う
に

｢
劣
位
｣
を
あ
て
が
う
｢
差
異
｣
で
あ
る
だ
ろ
う
し
､
B
の
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
逆
に

な
る
だ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
A
は
B
に
対
し
て
〔
優
A
/
劣
B
〕
　
の
｢
差
異
｣
を
承

認
さ
せ
よ
う
と
し
て
､
B
は
A
に
対
し
て
〔
優
B
/
劣
A
〕
　
の
差
異
を
承
認
さ
せ
よ

う
と
し
て
闘
争
状
態
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
｡
ジ
ン
メ
ル
が
『
闘
争
の
社
会

学
』
に
お
い
て
い
う
｢
そ
れ
自
体
目
的
｣
と
し
て
の
｢
形
式
的
な
敵
意
の
衝
動
｣
ど

は
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
は
､
日
本
文
化
の
理
解
に
欠
-
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
に
､
社

会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
と
の
ト

ピ
ッ
ク
に
こ
の
視
点
を
適
用
し
て
み
た
い
(
2
)
｡

｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
に
関
す
る
古
典
的
見
解

さ
て
､
｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
､
我
々
の

能
力
上
の
制
約
か
ら
､
ま
ず
は
既
存
の
先
行
業
績
を
援
用
し
た
い
｡
お
よ
そ
､
文
化

的
事
象
の
存
在
を
そ
の
歴
史
的
な
実
態
の
レ
ベ
ル
で
正
確
に
再
現
確
定
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
が
､
以
下
の
よ
う
に
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
の
先
行
業
績
を
概
観
し
て
み
る

と
､
(
め
-
ま
で
一
つ
の
理
念
型
と
し
て
)
次
々
節
の
よ
う
な
｢
三
つ
の
類
型
｣
に

図
式
化
し
､
ま
と
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

い
う
ま
で
も
な
-
｢
い
き
｣
に
が
ん
す
る
古
典
的
見
解
は
九
鬼
周
道
の
『
｢
い
き
｣

の
構
造
』
で
あ
る
｡
こ
の
な
か
で
九
鬼
は
｢
い
き
｣
の
三
つ
の
｢
徴
表
｣
を
あ
げ
て

い
る
｡
九
鬼
が
｢
い
き
｣
の
｢
基
調
｣
(
二
七
)
と
し
て
最
も
重
視
す
る
の
か
へ
第

一
徴
表
の
､
異
性
と
の
交
渉
に
お
け
る
｢
媚
態
｣
で
あ
る
｡
し
か
し
｢
い
き
｣
に
慕

い
て
は
､
そ
の
｢
異
性
と
の
交
渉
｣
は
｢
尋
常
の
交
渉
で
は
な
い
｣
(
≡
)
と
い

う
｡
す
な
わ
ち
｢
媚
態
と
は
､
一
元
的
の
自
己
が
自
己
に
対
し
て
異
性
を
指
定
し
､

自
己
と
異
性
と
の
間
に
可
能
的
関
係
を
構
成
す
る
二
元
的
態
度
で
あ
る
｡
(
強
調
桜

井
､
以
下
同
様
)
　
(
二
二
)
｣
そ
し
て
｢
い
き
｣
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
｢
な
ま
め
か

し
さ
｣
な
ど
は
す
べ
て
｢
こ
の
二
元
的
可
能
性
を
基
礎
と
す
る
緊
張
｣
に
ほ
か
な
ら

な
い
､
と
い
う
(
二
二
)
｡
そ
し
て
こ
の
二
元
的
可
能
性
は
｢
媚
態
の
原
本
的
存
在
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規
定
｣
で
あ
り
､
｢
異
性
が
完
全
な
る
合
同
を
遂
げ
て
緊
張
性
を
失
う
｣
と
｢
お
の

ず
か
ら
消
滅
す
る
｣
｡
し
た
が
っ
て
｢
二
元
的
関
係
を
持
続
せ
し
め
る
こ
と
｣
｢
可

能
性
を
可
能
性
と
し
て
擁
護
す
る
こ
と
｣
(
二
二
)
が
｢
媚
態
の
本
領
｣
で
あ
り
､

媚
態
と
は
｢
異
性
間
の
二
元
的
･
動
的
可
能
性
が
可
能
性
の
ま
ま
絶
対
化
さ
れ
た
ち

の
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
(
二
三
)
と
い
う
｡

｢
い
き
｣
の
第
二
の
徴
表
は
｢
意
気
｣
す
な
わ
ち
｢
意
気
地
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
は

｢
江
戸
の
意
地
張
り
｣
｢
辰
巳
の
侠
骨
｣
｢
い
な
せ
｣
｢
い
さ
み
｣
な
ど
と
対
応
す
る

気
品
･
気
格
で
あ
り
､
｢
一
種
の
反
抗
を
示
す
強
味
｣
(
二
四
)
を
も
っ
た
意
識
で

あ
り
､
｢
理
想
主
義
の
も
た
ら
し
た
心
の
強
味
｣
(
二
七
)
で
あ
る
｡

第
三
の
徴
表
は
｢
諦
め
｣
で
あ
る
｡
｢
運
命
に
対
す
る
知
見
に
も
と
づ
い
て
執
者

を
離
脱
し
た
無
関
心
｣
(
二
五
)
で
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
現
実
に
対
す
る
独
断
的
執
着

を
は
な
れ
た
伯
淡
無
碍
の
心
｣
(
二
六
)
　
で
あ
る
｡

以
上
､
｢
い
き
｣
の
構
造
は
｢
媚
態
｣
と
｢
意
気
地
｣
と
｢
諦
め
｣
の
三
契
機
を

示
す
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
三
契
機
が
結
び
付
-
こ
と
に
よ
っ
て
｢
い
き
｣
は
｢
安
価

な
る
現
実
の
提
互
を
無
視
し
､
実
年
活
に
大
胆
な
る
括
弧
を
施
し
､
超
然
と
し
て
中

和
の
空
気
を
吸
い
な
が
ら
無
口
的
な
ま
た
無
関
心
な
自
律
的
遊
戯
を
し
て
い
る
｣

(
二
八
)
も
の
と
な
る
｡
〓
‥
で
い
え
ば
｢
い
き
｣
は
｢
媚
態
の
た
め
の
媚
態
｣

(
二
八
)
な
の
で
あ
る
｡

以
上
が
｢
い
き
｣
に
対
す
る
古
典
的
見
解
だ
が
､
こ
の
｢
い
き
｣
と
並
び
称
さ
れ

る
｢
適
｣
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
麻
生
磯
次
の
｢
水
波
の
関
係
｣
論
が
古
典
的
見
鰭

と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
麻
生
は
｢
通
･
い
き
｣
で
｢
野
幕
｣
と
の
対
比
に
お
い
て
通
は

｢
も
の
の
限
度
を
知
る
こ
と
｣
を
｢
要
件
｣
と
す
る
(
一
〇
八
)
､
と
い
う
｡
し
た

が
っ
て
｢
｢
い
き
｣
で
あ
る
た
め
に
は
通
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
｢
当
世
風
｣
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
｣
｢
｢
通
｣
と
｢
い
き
｣
と
は
窒
裳
の
関
係
､
あ
る
い
は
水
波
の
関

係
に
あ
る
｣
　
(
一
一
〇
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
見
解

こ
の
よ
う
な
｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
に
が
ん
す
る
古
典
的
見
解
は
､
｢
い
き
｣
の
完

成
期
=
化
政
期
以
降
に
お
い
て
は
､
ほ
ぼ
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
い
た
る
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
は
､
い
-
つ
か
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
論
点
は
大
き
-
分
け
て
三
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き

る
｡
一
つ
め
は
｢
通
｣
に
い
た
る
い
わ
ば
前
史
と
し
て
の
｢
通
り
者
｣
｢
大
通
｣
の

水
脈
の
存
在
で
あ
る
｡
二
つ
め
は
｢
い
き
｣
　
の
性
質
と
し
て
化
政
期
以
前
に
お
い
て

は
(
九
鬼
が
最
重
要
視
し
た
)
　
｢
媚
態
｣
と
｢
諦
め
｣
　
の
性
質
は
弱
-
､
｢
意
気

(
地
)
｣
　
の
性
質
の
ほ
う
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
三
つ
め
は
｢
通
｣
は
｢
知

識
性
｣
な
ど
｢
い
き
｣
と
は
か
な
り
ち
か
っ
た
属
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

(
四
つ
め
と
し
て
､
土
方
由
来
の
｢
粋
=
す
い
｣
か
ら
､
す
ぐ
れ
て
江
戸
的
な
｢
い

き
｣
　
へ
の
移
動
･
異
同
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
(
中
尾
〔
一
九
七
四
〕
参
照
)
　
が
'

我
々
は
こ
こ
で
は
取
り
扱
わ
な
い
｡
)

第
一
の
指
摘
は
､
お
も
に
中
野
三
敏
〔
一
九
七
六
〕
　
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
｡
彼
は
従
来
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
｢
通
｣
　
の
発
生
過
樺
に
お
け
る
｢
通
り

著
｣
｢
大
通
｣
の
系
譜
に
着
日
す
る
｡
中
野
に
よ
る
と
｢
通
り
者
｣
に
は
｢
名
の

通
っ
た
人
｣
　
の
窯
が
あ
り
､
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
､
そ
の
土
地
で
の
｢
顔
の
う
れ
た

人
｣
｢
顔
役
｣
｢
親
分
｣
を
さ
す
と
い
う
｡
さ
ら
に
は
｢
競
い
　
(
き
お
い
)
組
み
｣

と
も
等
澄
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
を
要
約
し
て
中
野
は
通
り
者
の
属
性
を
｢
か
ね
は
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な
れ
が
よ
-
大
層
潔
-
､
腕
力
も
あ
り
命
知
ら
ず
｣
と
ま
と
め
て
い
る
｡
明
和
末
年

に
｢
通
り
著
｣
か
ら
｢
適
者
｣
そ
し
て
｢
通
人
｣
｢
大
通
｣
｢
通
一
三
の
語
が
で
き

(
三
六
〇
)
､
さ
ら
に
一
七
七
七
年
頃
よ
り
そ
の
中
の
｢
大
通
｣
が
特
に
流
行
し
は

じ
め
る
｡
｢
大
通
｣
の
性
格
を
中
野
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
｡
1
､
力
自
悼

･
成
風
自
慢
｡
2
､
人
酒
飲
み
･
む
だ
使
い
等
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
大
気
さ
｡

3
､
稚
気
ま
る
だ
し
の
行
状
｡
こ
の
よ
う
な
｢
大
通
｣
を
､
中
野
は
｢
(
そ
の
直
後

の
)
天
明
期
洒
落
本
に
展
開
す
る
｢
通
｣
の
意
識
と
-
ら
べ
て
大
幅
に
異
質
な
も

の
｣
(
三
六
三
)
　
で
あ
る
と
い
う
｡
そ
し
て
｢
｢
大
通
｣
は
ば
か
ら
し
き
も
の
で
あ

り
､
男
伊
達
･
鉄
火
･
競
い
組
み
に
つ
な
が
る
｢
通
り
者
｣
の
一
つ
｣
と
い
う
｡
安

永
末
期
(
一
七
七
八
ご
ろ
)
　
に
｢
大
通
｣
が
大
流
行
す
る
や
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
は
し
ぼ

ん
で
し
ま
い
､
そ
の
｢
否
定
の
上
に
生
ま
れ
た
理
念
｣
が
そ
の
直
後
の
｢
天
明
期
の

｢
通
｣
(
い
わ
ゆ
る
通
説
で
い
う
と
こ
ろ
の
｢
通
｣
)
　
で
あ
る
｣
と
い
う
｡

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
麻
生
磯
次
白
身
が
｢
｢
い
き
｣
の
内
容
は
時
代
に

よ
っ
て
変
遷
が
あ
る
｡
古
い
と
こ
ろ
で
は
｢
慧
気
｣
　
の
憲
に
多
-
用
い
ら
れ
て
い

る
｣
(
二
〇
)
と
の
べ
､
用
例
を
挙
げ
､
｢
い
き
｣
は
漢
語
の
｢
意
気
揚
々
｣
と

か
｢
意
気
衝
天
｣
な
ど
の
｢
意
気
｣
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
､
ど

言
っ
て
い
る
｡
｢
い
き
ご
み
｣
｢
い
き
は
り
｣
｢
い
き
ぐ
み
｣
｢
い
き
じ
｣
な
ど
の
語

は
､
い
ず
れ
も
｢
お
の
が
面
目
を
立
て
と
う
そ
う
｣
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
､

と
麻
生
は
い
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
中
野
二
九
八
四
)
も
ほ
ぼ
同
意
見
で
あ

る
｡
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
九
鬼
は
｢
い
き
｣
　
の
｢
基
調
｣
を
｢
媚
態
｣
で
あ
る
と

す
る
の
だ
が
､
中
野
は
｢
｢
い
き
｣
の
基
調
と
す
べ
き
は
｢
媚
態
｣
で
は
な
-
｢
意

気
地
｣
の
ほ
う
で
あ
る
｣
　
(
三
一
六
)
と
い
い
､
｢
い
き
｣
と
は
｢
｢
と
を
り
も
の
｣

｢
大
通
｣
に
一
貫
し
て
な
か
れ
る
｢
意
気
地
｣
　
の
尊
重
の
請
い
｣
　
(
一
三
七
)
　
で
あ

る
と
い
う
｡

第
三
の
点
天
明
期
以
降
の
｢
通
｣
　
の
性
質
に
つ
い
て
は
､
ほ
ぼ
通
説
に
よ
っ
て
意

見
の
一
致
を
み
て
い
る
と
い
え
る
｡
た
だ
し
麻
生
が
｢
い
き
｣
と
｢
通
｣
と
を
｢
表

裏
｣
｢
水
波
｣
の
関
係
と
い
っ
た
の
と
比
べ
る
と
､
か
な
り
｢
い
き
｣
　
の
属
性
か
ら

は
ず
れ
て
い
る
｡
論
者
の
意
見
を
総
合
す
る
と
｢
通
｣
の
属
性
と
し
て
以
下
の
点
が

挙
げ
ら
れ
る
｡

1
､
知
識
に
通
暁
す
る
窯
が
強
い
　
(
中
村
二
八
六
､
水
野
二
二
､
神
保
三
八
一
､

『
江
戸
学
辞
典
』
二
九
七
)

2
､
流
行
に
通
じ
て
い
る
｡
｢
髪
の
結
い
方
､
衣
装
､
持
ち
物
'
流
行
語
な
ど
も
､

遊
里
生
活
の
間
か
ら
突
端
的
な
も
の
を
学
び
､
世
間
一
般
の
風
俗
姿
態
の
先
頭
に
た

つ
の
が
通
人
と
さ
れ
た
｣
　
(
麻
生
一
〇
六
､
c
I
中
村
二
八
三
)

3
､
境
木
主
義
･
こ
り
憧
(
中
村
二
八
四
)

4
､
自
己
優
越
を
し
め
す
虚
栄
心
(
中
村
二
八
八
)

5
､
自
己
陶
酔
･
独
善
性
の
危
険
性
｡
｢
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
の
範
囲
へ
ま
す
ま

す
入
り
､
他
人
の
通
せ
ぬ
世
界
に
自
ら
一
つ
の
境
地
を
作
る
｡
-
‥
本
人
に
は
そ
こ

が
万
人
至
り
え
ぬ
境
地
で
あ
り
-
‥
知
る
人
ぞ
自
己
陶
酔
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
手
前

味
噌
で
-
‥
 
｡
(
中
村
二
八
四
)
｣

6
､
相
対
性
｡
｢
通
と
半
可
通
と
は
紙
i
重
で
あ
る
と
も
い
え
る
｡
･
･
･
･
･
･
同
じ
一

人
が
､
見
る
人
に
よ
り
､
見
る
位
置
に
よ
り
､
時
に
よ
っ
て
通
と
な
り
､
時
に
半
可

通
に
見
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
(
中
村
二
八
四
)
｣

こ
れ
ら
の
｢
通
｣
の
性
質
は
､
天
明
期
に
お
け
る
｢
通
｣
の
流
行
が
｢
洒
落
本
｣

の
流
行
と
不
可
分
の
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
洒
落
衣

と
は
明
和
末
年
に
形
式
内
容
を
と
と
の
､
え
､
天
明
期
に
一
つ
の
全
盛
を
迎
え
る
遊
里
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文
学
の
名
称
で
あ
る
｡
主
に
そ
れ
は
､
小
本
一
冊
の
な
か
に
一
昼
夜
の
遊
興
を
時
間

的
に
展
開
す
る
も
の
で
'
洒
落
本
は
別
名
｢
迅
雷
｣
と
も
呼
ば
れ
現
代
の
研
究
者
の

一
部
か
ら
は
｢
通
の
教
科
書
｣
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
(
麻
生
､
水
野
､
神
保
､
中

尾
)
｡
通
を
自
負
す
る
半
可
通
(
あ
る
い
は
野
暮
を
国
債
)
と
純
真
を
息
子
(
あ
る

い
は
通
人
)
と
を
配
し
て
､
風
俗
･
傾
鷺
･
用
語
･
動
作
な
ど
の
外
部
的
事
象
を
徹

底
し
た
写
実
的
手
法
で
表
現
し
､
半
可
通
の
行
動
を
徹
底
的
に
暴
露
し
て
嘲
笑
す
る

と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
ほ
と
ん
ど
踏
襲
さ
れ
る
｡

た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
｢
通
｣
と
｢
洒
落
本
｣
と
の
関
係
は
､
た

ん
な
る
｢
教
科
書
=
手
本
｣
と
い
っ
た
単
純
な
関
係
で
は
な
-
､
一
種
の
同
義
的
な

関
係
と
な
っ
て
お
り
､
｢
通
｣
に
対
し
て
､
批
判
･
風
刺
の
側
面
も
も
っ
て
い
る
の

で
あ
る
｡
こ
の
両
義
性
の
批
判
的
･
風
刺
的
側
面
を
指
摘
し
た
の
か
中
村
幸
彦
で
あ

る
｡
彼
は
'
洒
落
本
は
｢
通
の
風
刺
｣
(
二
八
七
)
　
で
あ
り
､
｢
洒
落
本
は
通
を
う

か
っ
た
も
の
で
あ
り
､
通
の
教
科
書
と
見
え
る
の
は
､
談
義
本
の
教
化
的
風
体
を
､

外
見
に
持
ち
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
､
本
質
は
教
化
で
も
な
ん
で
も
な
い
｡
｣

(
二
八
七
)
　
と
い
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
水
野
は
｢
洒
落
本
｣
が
｢
通
の
教
科
書
｣
的
性
質
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
主
張
す
る
｡
し
か
し
｢
通
｣
と
洒
落
本
と
の
関
係
が
一
種
の
｢
矛
盾
撞
着
｣

(
三
〇
)
｢
自
己
嫌
悪
｣
(
二
八
)
に
お
ち
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
｡
水
野
は
洒
落

本
を
｢
う
が
ち
｣
の
文
学
だ
と
か
ん
が
え
る
｡
｢
う
が
ち
｣
と
は
､
｢
普
通
に
は
気

付
か
れ
な
い
世
相
｣
な
ど
を
｢
探
り
だ
し
指
摘
し
て
み
せ
る
｣
(
二
六
)
こ
と
で
あ

る
｡
し
か
し
､
そ
れ
が
加
減
的
性
格
の
強
い
　
｢
通
｣
と
｢
洒
落
本
｣
に
む
す
び
つ
-

と
､
｢
う
が
ち
の
姿
勢
を
と
っ
て
素
材
と
し
て
の
珍
奇
さ
を
絶
え
ず
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
｣
　
(
二
六
)
-
な
っ
て
し
ま
う
｡
洒
落
本
に
お
け
る
｢
通
談
義
｣
に
お
い
て

は
｢
通
の
内
包
的
性
質
が
さ
ま
ざ
ま
の
知
識
の
項
目
羅
列
の
形
で
示
さ
れ
る
｣
　
の
だ

が
｢
そ
の
よ
う
な
流
行
現
象
と
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
が
ゆ
え
の
そ
れ
は
人
間
の
価

値
意
識
を
伴
っ
た
生
活
理
念
か
ら
は
､
だ
ん
だ
ん
遠
ざ
か
っ
て
行
き
､
ど
う
に
も
処

理
で
き
な
-
な
っ
｣
　
(
二
七
-
二
八
)
　
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
､
あ
ま
り

に
微
細
な
知
識
項
目
に
固
執
す
る
｢
通
｣
か
ら
の
意
識
変
化
が
生
じ
て
-
る
｡

そ
し
て
､
た
と
え
ば

｢
い
き
に
し
て
い
さ
を
み
せ
ず
､
穴
を
知
っ
て
穴
を
い
は
ず
(
安
永
七
年
『
契
情

買
虎
之
巻
』
)
｣

｢
派
手
に
し
て
､
派
手
に
あ
ら
ず
､
い
き
に
し
て
い
さ
を
み
せ
ず
､
洒
落
を
知
っ

て
穴
を
い
は
ず
(
天
明
元
年
『
雲
井
草
紙
』
)
｣

と
い
っ
た
よ
う
な
｢
外
面
に
は
ひ
か
え
め
に
発
現
さ
せ
る
態
度
｣
や
｢
情
意
の
激
し

さ
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
な
-
常
に
中
庸
を
守
っ
て
ゆ
-
生
活
の
知
恵
｣
｢
繊
細

で
し
か
も
地
味
を
渋
さ
を
尊
ぶ
と
い
う
い
わ
ゆ
る
江
戸
趣
味
｣
　
(
二
八
)
　
の
忠
誠
が

お
こ
っ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
水
野
が
｢
知
識
よ
り
も
む
し
ろ
､
感
覚
･
情
緒
に
す
が

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
｢
粋
｣
か
ら
｢
い
き
｣
　
へ
の
道
に
た
ち
も
ど
ろ
う
と
す
る
の

で
あ
る
｡
｣
　
(
三
三
)
と
い
っ
て
い
る
と
お
り
､
こ
れ
は
む
し
ろ
(
九
鬼
が
対
象
と

し
た
よ
う
な
)
｢
い
き
｣
の
意
識
に
近
い
も
の
だ
と
い
え
よ
う
｡

三
つ
の
類
型

以
上
､
我
々
は
､
｢
い
き
｣
や
｢
通
｣
に
関
す
る
先
行
業
績
を
概
観
し
て
き
た
が
､

以
下
こ
れ
ら
を
援
用
し
て
､
こ
れ
ら
の
社
会
意
識
を
､
議
論
の
便
宜
上
､
図
式
的
に

三
つ
に
類
型
わ
け
し
た
い
｡

-
　
通
り
者
･
意
気
･
意
気
地
･
大
通
･
競
い
組
(
･
男
だ
て
･
鉄
火
-
‥
)
　
の
グ
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ル
ー
プ
｡
(
以
下
約
し
て
｢
通
り
者
=
意
気
=
競
い
組
｣
と
書
-
)

こ
れ
は
､
中
野
が
指
摘
す
る
､
い
わ
ば
｢
通
｣
の
前
史
の
｢
通
り
者
｣
｢
大
通
｣

の
社
会
意
識
と
､
麻
生
や
中
野
が
指
摘
す
る
｢
粋
-
い
き
｣
の
前
史
と
し
て
の
｢
憲

気
｣
｢
意
気
地
｣
｢
大
気
さ
｣
な
ど
を
､
中
野
の
示
唆
(
本
稿
前
節
参
照
)
　
に
し
た

が
っ
て
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
属
性
と
し
て
は
､
1
､
威
風
自
慢

2
､
面
目
(
｢
顔
｣
｢
名
｣
)
の
尊
重
　
3
､
無
駄
遣
い
な
ど
の
大
気
さ
　
4
､
稚
気

ま
る
だ
し
､
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
時
代
と
し
て
は
､
お
よ
そ
､
享
保
か
ら
安
永

(
一
七
一
六
-
一
七
七
九
)
　
に
盛
ん
で
あ
っ
た
と
言
え
る
｡

Ⅱ
　
｢
通
｣
(
中
野
が
天
明
期
以
降
の
｢
通
｣
と
い
う
と
こ
ろ
の
)
類
型

我
々
が
'
前
節
で
洒
落
本
と
の
関
係
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
の
｢
通
｣
で
あ
る
｡

属
性
は
､
前
節
に
述
べ
た
と
お
り
､
｢
知
識
偏
重
｣
｢
流
行
重
視
｣
｢
墳
末
主
義
｣

等
｡
時
代
的
に
は
､
お
よ
そ
､
安
永
か
ら
寛
政
(
一
七
七
二
-
一
七
九
九
)
､
に
か

け
て
で
あ
る
｡

Ⅲ
　
｢
粋
-
い
き
｣
　
の
類
型

九
鬼
が
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
の
｢
い
き
｣
に
対
応
す
る
｡
属
性
と
し
て
は
､
九
鬼

の
い
う
｢
媚
態
｣
を
基
調
と
す
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
､
九
鬼
の
い
う
｢
媚
態
｣
は

た
ん
に
ひ
と
に
媚
び
る
こ
と
で
は
な
い
｡
異
性
間
の
｢
動
的
二
元
的
可
能
性
｣
が

｢
可
能
性
の
ま
ま
絶
対
化
さ
れ
た
の
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
両
者
が
｢
完
全
な

る
合
同
を
遂
げ
て
緊
張
を
失
う
(
す
な
わ
ち
二
元
性
が
一
元
化
さ
れ
る
-
桜
井
)

場
合
に
は
媚
態
は
お
の
ず
か
ら
消
滅
す
る
｣
　
(
二
二
)
も
の
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ

う
な
｢
媚
態
｣
を
基
調
と
す
る
｢
い
き
｣
は
､
｢
意
気
地
｣
と
｢
諦
め
｣
と
い
う

｢
形
相
因
｣
　
(
二
九
)
を
と
も
な
っ
て
､
｢
安
価
な
る
現
実
の
提
立
を
無
視
し
､
実
生

活
に
大
き
な
括
弧
を
施
し
､
超
然
と
し
て
中
和
の
空
気
を
吸
い
な
が
ら
､
無
目
的
杏

ま
た
無
関
心
を
自
律
的
遊
戯
を
し
て
い
る
｣
　
(
二
八
)
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
｡
す

な
わ
ち
｢
媚
態
の
た
め
の
媚
態
｣
　
(
二
八
)
な
の
で
あ
る
｡
時
代
的
に
は
､
文
化
･

文
政
期
以
降
二
八
〇
四
-
)
に
対
応
す
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

二
つ
の
欲
求
の
充
足
形
態
と
し
て

さ
て
我
々
の
提
案
は
､
こ
れ
ら
の
三
つ
の
類
型
を
ジ
ン
メ
ル
的
な
件
の
二
つ
の
欲

求
の
充
足
形
態
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
順
に
検
討
し
て
み
よ
う
｡

-
　
通
り
者
-
意
気
=
競
い
組

こ
れ
に
関
し
て
は
､
ジ
ン
メ
ル
の
｢
闘
争
｣
(
『
社
会
学
』
第
4
章
)
に
お
け
る

｢
そ
れ
自
体
目
的
｣
と
し
て
の
｢
闘
争
｣
が
参
考
に
な
る
｡
こ
こ
で
は
､
な
に
も
の

か
の
た
め
に
｢
争
い
｣
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
-
､
た
だ
た
ん
に
端
的
な
｢
(
優
劣

の
)
差
異
=
威
信
｣
　
の
み
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
て
ラ
イ
バ
ル
と
の
競
争

に
お
い
て
差
異
化
の
欲
求
の
充
足
が
目
指
さ
れ
る
｡
｢
競
い
組
｣
と
い
う
言
葉
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
と
お
り
､
彼
ら
の
多
-
は
徒
党
を
組
み
､
こ
の
こ
と
で
他
者
と
の
同

一
視
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
｡
も
し
-
は
､
単
独
者
で
あ
る
場
合
で
も

｢
顔
が
通
る
｣
｢
名
が
通
る
｣
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
､
｢
観
衆
-
オ
ー
デ
ィ
エ

ン
ス
｣
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
｡
｢
通
り
者
｣
や
｢
大
通
｣
に

あ
こ
が
れ
る
~
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
は
､
あ
こ
が
れ
る
こ
と
で
､
｢
通
り
者
｣
と
自
ら
を

同
一
化
し
　
(
同
等
化
の
欲
求
の
充
足
)
､
そ
の
｢
通
り
者
｣
　
の
威
信
を
借
り
る
こ
と

で
､
そ
の
ラ
イ
バ
ル
を
見
下
す
=
差
異
化
を
行
う
(
虎
の
戌
を
借
る
狐
)
｡
他
方
､

｢
通
り
者
｣
白
身
も
､
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
か
ら
の
同
一
視
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
分
が
完
全
に
孤
立
す
る
こ
と
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
(
同
等
化
の
欲
求
の
充
足
を
果
た

す
)
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
競
い
｣
に
お
い
て
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
は
､
た
ん
に
ラ
イ
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パ
ル
と
の
優
劣
の
差
異
=
威
信
だ
け
で
は
な
い
｡
そ
こ
に
は
彼
に
あ
こ
が
れ
る

オ
ー
デ
ィ
エ
ン
.
ス
の
支
持
=
同
一
視
も
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
｡
し
た

が
っ
て
通
り
者
に
と
っ
て
､
ラ
イ
バ
ル
と
の
｢
競
い
｣
に
敗
北
す
る
こ
と
は
､
他
者

(
ラ
イ
バ
ル
)
と
の
｢
差
異
｣
を
失
う
の
み
な
ら
ず
､
他
者
(
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
)

と
の
｢
同
等
性
｣
を
も
失
う
こ
と
を
愚
昧
す
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
あ
る
｢
通
り

者
｣
に
た
い
し
て
多
-
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
か
ら
同
一
視
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
へ
　
そ
の
｢
通
り
者
｣
の
威
信
は
､
た
ん
に
彼
個
人
の
威
信
を
あ
ら
わ
す
だ
け
で
な

-
､
彼
を
支
持
す
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
威
信
を
も
引
き
受
け
た
多
大
な
る
威
信
が

賭
け
ら
れ
て
し
ま
う
(
ち
ょ
う
ど
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
が
｢
日
の
丸
｣
を
背
負
っ
て

戦
う
よ
う
に
)
｡
し
た
が
っ
て
｢
通
り
者
｣
た
ち
の
｢
威
風
臼
慢
｣
｢
お
の
が
面
目

を
立
て
通
そ
う
｣
と
す
る
行
為
は
､
限
り
無
-
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
ゆ
-
こ
と
に
な

る
｡
そ
の
た
め
彼
ら
の
行
状
は
｢
ば
か
ば
か
し
い
限
り
を
尽
-
し
た
も
の
｣
　
(
中
野

三
六
二
)
と
な
る
｡
こ
れ
が
｢
大
通
｣
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
た
め
｢
大
酒
呑
み
｣
｢
無

駄
づ
か
い
｣
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
種
ポ
ト
ラ
ッ
チ
的
な
消
尽
に
ま
で

い
き
つ
-
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
｡

中
野
の
い
う
と
お
り
だ
と
す
る
と
へ
　
こ
の
よ
う
な
｢
通
り
者
｣
｢
大
通
｣
の
｢
ば

か
ば
か
し
さ
｣
　
(
三
六
三
)
が
批
判
さ
れ
､
否
定
さ
れ
た
士
に
天
明
期
の
｢
通
｣
が

生
じ
る
の
で
あ
る
｡

Ⅱ
　
｢
通
｣

第
H
類
型
の
｢
通
｣
を
､
我
々
は
｢
教
科
書
-
マ
ニ
ュ
ア
ル
　
(
洒
落
本
)
　
に
媒

介
さ
れ
た
流
行
｣
と
し
て
解
釈
し
た
い
｡

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
｢
通
｣
の
大
き
な
属
性
は
流
行
的
知
識
へ
の
通
暁
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
｢
通
｣
　
の
特
色
は
､
そ
れ
が
､
｢
洒
落
本
｣
に
よ
っ
て
媒

介
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
｡
洒
落
本
の
読
者
は
､
洒
落
本
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
､
ど
の
よ
う
な
｢
風
俗
･
し
ぐ
さ
｣
が
｢
当
世
風
｣
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
｢
通
｣
で

あ
る
が
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
｢
世
間
一
般
の
先
頭
｣

(
麻
生
)
と
同
等
化
し
っ
つ
､
そ
れ
を
知
ら
な
い
者
(
-
野
暮
)
と
の
差
異
化
(
倭

位
化
)
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
｡

と
こ
ろ
が
､
す
で
に
洒
落
本
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
て
し
ま
っ
た
風
俗
は
､
も
は
や

独
占
し
て
お
-
こ
と
は
で
き
ず
､
多
-
の
人
の
共
有
す
る
(
し
う
る
)
も
の
と
な
っ

て
し
ま
い
､
差
異
化
の
充
足
を
は
た
せ
な
-
な
っ
て
し
ま
う
｡
そ
こ
で
､
次
の
洒
落

本
は
'
す
で
に
流
布
し
て
い
る
知
識
を
も
は
や
｢
通
｣
で
な
い
も
の
と
し
､
さ
ら
に

微
細
な
知
識
を
提
示
す
る
こ
と
で
､
前
者
と
の
差
異
化
を
は
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
｡
｢
い
き
｣
に
は
｢
い
き
-
野
暮
｣
の
二
項
対
立
し
か
な
い
の
に
､
｢
通
｣

に
関
し
て
は
｢
通
-
半
可
通
-
野
暮
｣
に
お
け
る
｢
半
可
通
｣
と
い
う
よ
う
な
第
三

項
が
生
じ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
｡
正
の
循
環
を
は
じ
め
て
し
ま
っ
た
｢
通
-

洒
落
本
-
過
-
洒
落
本
-
｣
　
の
再
差
異
化
の
サ
イ
ク
ル
に
と
っ
て
重
要
を
の
は
､

も
は
や
｢
通
/
野
暮
｣
の
峻
別
で
は
な
-
て
｢
通
/
半
可
通
｣
の
峻
別
に
な
る
｡

(
事
実
､
｢
半
可
通
/
野
暮
｣
の
対
比
に
お
い
て
は
｢
野
暮
｣
は
必
ず
し
も
マ
イ
ナ

ス
イ
メ
ー
ジ
で
は
語
れ
な
い
｡
｢
野
暮
｣
よ
り
む
し
ろ
｢
半
可
通
｣
こ
そ
が
､
忌
避

す
べ
き
状
態
な
の
で
あ
る
)
｡
す
で
に
一
般
化
し
て
し
ま
っ
た
｢
通
｣
　
の
水
準
に
､

た
え
ず
｢
半
可
通
｣
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
て
い
-
こ
と
で
､
再
差
異
化
の
は
た

ら
き
を
は
た
し
て
ゆ
-
こ
と
､
こ
れ
が
､
洒
落
本
の
｢
ス
タ
イ
ル
｣
　
(
本
稿
前
々
節
)

と
な
る
｡
し
た
が
っ
て
､
洒
落
本
の
記
述
は
､
世
に
流
布
し
て
い
る
｢
通
人
｣
が

｢
半
可
通
｣
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
｢
諷
刺
｣
す
る
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
よ
う
に

な
る
｡
中
村
が
洒
落
本
を
｢
通
の
諷
刺
｣
と
み
た
の
は
､
こ
の
点
に
肴
日
し
た
か
ら
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で
は
な
か
ろ
う
か
｡

し
た
が
っ
て
､
｢
通
｣
は
､
｢
当
世
風
｣
の
｢
知
識
に
通
暁
す
る
｣
｢
流
行
に
通
じ

て
い
る
｣
面
が
強
-
､
そ
れ
が
上
述
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
･
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
の
ろ
こ

と
に
よ
っ
て
､
｢
墳
未
主
義
｣
に
お
ち
い
り
や
す
い
｡
ま
た
､
た
え
ず
｢
半
可
通
｣

と
差
別
化
を
お
こ
な
う
た
め
に
｢
自
己
優
越
を
示
す
虚
栄
心
｣
に
お
ち
い
り
や
す

-
､
｢
自
己
陶
酔
｣
に
な
り
や
す
い
｡
ま
た
､
あ
る
洒
落
本
に
よ
っ
て
｢
通
｣
と
さ

れ
て
い
た
状
態
が
､
つ
ぎ
の
洒
落
本
で
は
｢
半
可
通
｣
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
よ

-
生
じ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
あ
る
人
が
｢
通
｣
で
あ
る
か
｢
半
可
通
｣
で
あ
る
が

は
､
｢
見
る
人
に
よ
り
､
見
る
位
置
に
よ
り
､
時
に
よ
っ
て
､
｣
｢
相
対
的
｣
と
杏

る
だ
ろ
う
｡

い
う
ま
で
も
な
-
こ
の
よ
う
な
｢
通
-
洒
落
本
-
過
-
洒
落
本
-
-
‥
｣
の
ひ
き

お
こ
す
再
差
異
化
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
･
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
も
た
ら
す
帰
結
は
悲
喜
刺

的
で
あ
る
｡
水
野
の
い
う
と
お
り
､
｢
知
識
の
項
目
羅
列
｣
に
お
い
て
､
｢
珍
奇
さ

を
た
え
ず
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
洒
落
本
は
､
や
が
て
｢
生
活
理
念
か
ら
は
､

だ
ん
だ
ん
遠
ざ
か
っ
て
行
き
､
ど
う
に
も
処
理
で
き
を
-
な
っ
て
｣
し
ま
い
､
一
種

の
｢
矛
盾
撞
着
｣
｢
自
己
嫌
悪
｣
に
い
た
っ
て
し
ま
う
｡
我
々
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
､

再
差
異
化
の
ゲ
ー
ム
の
果
て
に
､
あ
ま
り
に
差
異
が
微
細
を
も
の
に
な
っ
て
し
ま

い
､
も
は
や
だ
れ
が
こ
の
ゲ
ー
ム
の
勝
者
(
=
｢
通
｣
)
な
の
か
敗
者
(
=
｢
半
可

通
｣
)
な
の
か
み
わ
け
が
つ
か
な
-
な
っ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
洒
落
本
に
お
い
て
何

が
｢
通
｣
で
あ
る
か
に
つ
い
て
ウ
ン
チ
タ
を
云
々
す
る
作
者
=
通
人
が
､
そ
こ
で

諷
刺
さ
れ
て
い
る
半
可
通
と
ほ
と
ん
ど
等
し
-
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
我
々
は

以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
｡

こ
う
し
て
､
次
の
段
階
と
し
て
､
水
野
が
い
う
と
こ
ろ
の
｢
知
識
よ
り
む
し
ろ
感

覚
･
情
緒
に
す
が
ろ
う
と
す
る
｣
よ
う
な
｢
通
｣
が
生
じ
て
-
る
｡
こ
れ
は
､
我
々

の
図
式
に
お
い
て
は
､
も
は
や
第
Ⅲ
類
型
｢
粋
=
い
き
｣
に
属
す
る
も
の
と
い
え

よ
う
｡

Ⅲ
　
｢
粋
=
い
き
｣

第
Ⅲ
類
型
の
｢
粋
-
い
き
｣
は
九
鬼
の
い
う
と
お
り
､
異
性
間
の
｢
動
的
二
元

的
可
能
性
｣
が
｢
可
能
性
の
ま
ま
絶
対
化
さ
れ
た
も
の
｣
と
し
て
の
｢
媚
態
｣
を
塞

調
と
す
る
｡
九
鬼
の
こ
の
｢
媚
態
｣
に
関
し
て
の
記
述
と
非
常
に
類
似
し
た
記
述
杏

我
々
は
ジ
ン
メ
ル
の
う
ち
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
(
媚

悲
)
　
(
ジ
ン
メ
ル
〔
一
九
一
二
所
収
)
で
あ
る
｡
ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
と
｢
コ
ケ
ッ

ト
リ
ー
(
媚
態
)
｣
と
は
､
｢
所
有
と
非
所
有
｣
｢
与
え
る
こ
と
と
与
え
な
い
こ
と
｣

｢
接
近
と
離
反
｣
｢
承
諾
と
拒
絶
｣
｢
露
出
と
隠
蔽
｣
｢
獲
得
可
能
と
獲
得
不
可
能
｣

と
い
う
よ
う
な
二
元
的
対
立
物
の
｢
い
き
い
き
と
し
た
相
互
交
換
｣
｢
た
が
い
の
絡

み
合
い
｣
で
あ
り
､
こ
の
二
元
的
対
立
に
｢
不
安
定
を
平
衡
を
も
た
せ
る
こ
と
｣

二
二
〇
､
二
九
)
な
の
で
あ
り
､
二
元
的
対
立
の
｢
不
安
定
を
遊
戯
｣
　
(
一
〇

六
､
一
〇
五
)
な
の
で
あ
り
､
｢
承
諾
の
回
り
道
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
拒
絶
｣
と

｢
背
後
に
可
能
性
と
し
て
取
消
が
た
っ
て
い
る
承
諾
｣
と
を
感
じ
さ
せ
る
｢
持
続
的

形
式
｣
(
一
一
三
､
二
二
)
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
九
鬼
の
｢
二
元
的
関
係
を
持

続
せ
し
む
を
~
｣
と
､
す
な
わ
ち
可
能
性
を
可
能
性
と
し
て
擁
護
す
る
こ
と
は
､
媚
態

の
本
領
で
あ
り
｣
　
(
二
二
)
　
と
い
う
記
述
と
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

ま
た
九
鬼
の
｢
一
元
的
平
衡
を
軽
妙
に
打
破
し
て
二
元
性
を
暗
示
す
る
｣
(
五
八
)

｢
う
す
も
の
の
透
か
し
に
よ
る
異
性
へ
の
通
路
開
放
と
う
す
も
の
の
覆
い
に
よ
る
過

路
対
鎖
｣
　
(
五
一
-
五
一
)
　
に
対
応
す
る
と
言
え
る
｡

ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
と
､
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
は
､
以
上
の
よ
う
な
二
元
的
対
立
の
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｢
い
き
い
き
と
し
た
相
互
交
換
｣
｢
不
安
定
な
遊
戯
｣
で
あ
り
可
能
性
の
持
続
で
め

る
が
ゆ
え
に
言
ケ
ッ
ト
リ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
最
終
的
な
決
定
に
お
い
て
終
わ
る
｡
｣

(
一
〇
六
､
一
〇
五
)
　
つ
ま
り
､
｢
最
終
的
な
決
定
状
態
｣
に
お
い
て
は
､
｢
接
近
と

離
反
｣
な
ど
の
件
の
二
元
的
対
立
が
｢
接
近
｣
な
ど
の
一
方
へ
と
解
消
し
て
し
ま

い
二
元
的
対
立
が
一
元
性
へ
と
変
化
し
､
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
⊥
の
緊
張
性
が
､
消

滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
÷
｣
れ
は
､
九
鬼
の
｢
こ
の
二
元
的
可
能
憶
は
媚
態
の
煤

本
的
存
在
規
定
で
あ
っ
て
､
異
性
が
完
全
な
る
合
同
を
と
げ
て
緊
張
性
を
失
う
場
令

に
は
媚
態
は
お
の
ず
か
ら
消
滅
す
る
｡
｣
　
(
二
二
)
　
と
い
う
記
述
と
等
価
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
｡

ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
と
､
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
は
､

｢
現
実
｣
な
ら
び
に
現
実
の
｢
目
的
｣
に
対
し
て
､
以
下
の
よ
う
な
関
係
と
な
る
｡

｢
彼
女
(
コ
ケ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
女
性
)
　
は
､
こ
の
振
る
舞
い
が
現
実
の
系
列
の
中

で
近
づ
い
て
ゆ
-
は
ず
の
｢
日
的
｣
を
姫
許
し
､
遊
戯
の
純
粋
に
主
観
的
な
よ
ろ
こ

び
へ
と
揮
発
さ
せ
て
し
ま
う
｡
社
交
が
社
会
性
の
遊
戯
形
式
で
あ
る
よ
う
に
､

コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
は
､
愛
の
遊
戯
形
式
で
あ
る
｡
遊
戯
は
未
来
を
も
た
な
い
｡
そ
れ
は

現
在
の
魅
力
の
な
か
で
尽
き
る
｡
遊
戯
に
は
瞬
間
を
越
え
て
ゆ
-
現
実
の
目
的
論
が

欠
け
て
い
る
｡
｣
　
(
二
七
､
一
一
六
)
　
こ
れ
を
ジ
ン
メ
ル
は
ま
た
｢
コ
ケ
ッ
ト

リ
ー
は
-
-
最
高
度
に
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
だ
｣
(
二
六
､
二
五
)
と
も

い
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
は
､
手
段
も
し
-
は
た
ん
な
る
一
時
性
の

役
割
を
完
全
に
離
れ
て
､
最
終
価
値
と
い
う
役
割
に
移
行
す
る
｡
｣
　
(
二
六
､
一

一
五
)
と
も
い
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
九
鬼
の
｢
｢
い
き
｣
は
安
価
な
る
現
実
の
提
立

を
無
視
し
､
実
生
活
に
大
胆
な
る
括
弧
を
施
し
､
超
然
と
し
て
中
和
の
空
気
を
吸
い

な
が
ら
､
無
目
的
を
ま
た
無
関
心
を
自
律
的
遊
戯
を
し
て
い
る
｡
三
‥
に
し
て
い
え

ば
､
媚
態
の
た
め
の
媚
態
で
あ
る
｡
｣
(
二
八
)
と
い
う
記
述
と
驚
-
ほ
ど
類
似
し

て
い
る
｡

さ
て
､
ジ
ン
メ
ル
の
い
う
と
こ
ろ
の
以
上
の
よ
う
な
二
元
的
対
立
は
､
彼
の
思
想

に
お
い
て
'
ど
の
よ
う
に
位
讃
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
す
で
に
予
期
さ
れ
て

い
る
読
者
も
多
い
と
思
う
が
､
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
に
お
け
る
こ
の
｢
二
元
性
｣
は
､

我
々
が
あ
つ
か
っ
て
き
た
同
等
性
と
差
異
性
へ
の
欲
求
･
傾
向
を
生
み
出
し
た

｢
生
｣
を
め
ぐ
る
あ
の
二
元
性
の
ひ
と
つ
の
展
開
物
な
の
で
あ
る
｡
ジ
ン
メ
ル
は

｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
　
の
葦
に
お
い
て
こ
う
の
べ
る
｡

｢
そ
れ
　
(
所
有
と
非
所
有
の
対
立
)
　
は
お
そ
ら
-
､
我
々
の
生
｢
e
b
B
の
成
立

が
二
つ
の
原
理
の
共
同
作
用
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
結
び
つ
い

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
人
間
一
般
は
二
元
論
的
な
存
在
で
あ
り
､
人
間
の
生
と
忠

考
は
両
横
性
と
い
う
形
式
に
お
い
て
運
動
し
'
す
べ
て
の
存
在
内
容
は
そ
の
対
立

に
お
い
て
は
じ
め
て
お
の
れ
を
見
出
し
規
定
す
る
｡
｣
　
(
一
二
二
､
一
二
一
)

つ
ま
り
ジ
ン
メ
ル
に
と
っ
て
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
を
成
立
さ
せ
る
｢
接
近
と
離
反
｣

｢
所
有
と
非
所
有
｣
　
e
l
C
の
二
元
的
対
l
S
は
､
｢
生
L
e
b
e
n
J
か
ら
生
じ
る
さ
ま

ざ
ま
な
あ
の
二
元
的
対
立
の
一
つ
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
り
へ
　
そ
の
意
味

で
｢
同
等
椎
へ
の
欲
求
｣
と
｢
差
異
性
へ
の
欲
求
｣
　
の
二
元
的
対
立
と
の
等
価
物
で

あ
る
(
端
的
に
言
い
切
っ
て
し
ま
え
ば
､
こ
こ
で
の
｢
接
近
｣
と
は
二
者
の
｢
同
等

化
｣
で
あ
り
､
｢
離
反
｣
と
は
｢
差
異
化
｣
　
の
こ
と
で
あ
る
)
｡

以
上
の
九
鬼
と
ジ
ン
メ
ル
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
､
我
々
の
第
Ⅲ
埋
｢
粋
=
い
き
｣

を
､
異
惟
間
に
お
い
て
周
等
化
-
接
近
の
要
求
と
､
差
異
化
-
離
反
の
欲
求
と
の

二
元
的
対
立
を
､
現
実
を
超
越
し
た
自
己
目
的
的
な
遊
戯
的
形
式
の
も
と
で
､
不
安

定
的
平
衡
の
形
で
充
足
-
発
散
し
て
ゆ
-
減
船
へ
　
と
解
釈
す
る
こ
と
を
我
々
は
捉
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案
し
た
い
｡

｢
粋
=
い
き
｣
は
も
と
も
と
異
性
間
に
生
じ
る
美
意
識
で
あ
っ
た
が
､
異
性
間
に

の
み
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
異
性
間
に
と
ど
ま
る
も
の

な
ら
は
､
化
政
期
の
江
戸
の
遊
里
に
の
み
流
布
し
､
現
在
の
我
々
に
影
響
を
お
よ
ぼ

す
こ
と
も
な
-
､
九
鬼
も
｢
我
が
民
族
に
独
白
な
｢
生
き
｣
か
た
の
一
つ
｣
　
(
七
)

と
し
て
分
析
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
｢
異
性
間
の
｣
と
い
う
限
定
を

は
ず
し
て
一
般
的
に
考
え
る
と
､
｢
粋
=
い
き
｣
は
｢
目
的
を
志
向
す
る
こ
と
｣

｢
対
象
を
欲
求
す
る
こ
と
｣
の
非
常
に
特
殊
な
形
態
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
-

る
｡
そ
し
て
｢
い
き
｣
　
の
三
つ
の
｢
徴
表
｣
で
あ
る
｢
媚
態
｣
と
｢
意
気
地
｣
と

｢
諦
め
｣
　
の
関
係
が
単
純
な
並
置
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
て
-
る
｡
い
ま
あ
る
主
体

が
あ
る
日
的
(
も
し
-
は
)
対
象
を
志
向
･
欲
求
す
る
と
し
よ
う
｡
(
当
然
､
異
性

間
で
あ
れ
ば
､
そ
の
｢
対
象
｣
は
当
該
の
異
性
と
な
る
)
｡
現
実
の
障
害
に
か
か
わ

ら
ず
､
こ
の
志
向
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
こ
と
へ
　
こ
れ
が
九
鬼
の
い
う
第
二
徴
表
の

｢
意
気
地
｣
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
現
実
に
屈
し
な
い
が
ゆ
え
に
｢
理
想
主
義
｣
　
(
二

七
)
と
も
よ
ば
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
志
向
が
完
全
に
成
就
し
て
､
目
的
を
達
成

し
､
対
象
を
享
受
し
て
し
ま
う
と
｢
完
全
な
る
合
同
を
遂
げ
て
緊
張
性
を
失
っ
｣

(
二
二
)
　
て
し
ま
う
｡
こ
の
日
的
達
成
･
対
象
享
受
を
断
念
し
､
そ
の
｢
仮
想
的
目

的
に
遷
せ
ざ
る
点
｣
(
二
七
)
　
に
甘
ん
ず
る
の
が
第
三
徴
表
で
あ
る
｢
諦
め
｣
で
あ

ろ
う
｡
し
か
し
､
｢
諦
め
｣
た
か
ら
と
い
っ
て
'
当
初
の
｢
意
気
地
-
志
向
｣
を
や

め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
｡
あ
-
ま
で
志
向
し
つ
つ
　
(
｢
慧
気
地
｣
)
､
そ
の
志
向
の

成
就
に
固
執
し
な
い
　
(
｢
諦
め
｣
)
　
の
で
あ
る
｡
こ
の
両
者
を
微
細
な
不
安
定
な
バ

ラ
ン
ス
の
内
に
緊
張
を
保
ち
つ
つ
両
立
さ
せ
る
､
こ
れ
が
｢
可
能
性
の
絶
対
化
｣
と

し
て
の
第
一
徴
表
｢
媚
態
｣
で
あ
る
(
第
一
図
)
｡
こ
の
よ
う
に
へ
第
一
徴
表
｢
媚

客

的
象
e
 
X
性

目
対
-
l
異

態
｣
と
､
第
二
･
第
三
徴
表
の
｢
意
気

地
｣
｢
諦
め
｣
と
は
､
レ
ベ
ル
が
異
な
っ

て
い
る
｡
い
わ
ば
､
第
一
徴
表
｢
媚
態
｣

は
他
の
二
つ
に
た
い
し
て
メ
タ
･
レ
ベ
ル

に
あ
る
｡
第
一
徴
表
｢
媚
態
｣
　
の
み
が

｢
い
き
｣
の
｢
恭
調
｣
で
あ
り
｢
質
料
因
｣

と
さ
れ
へ
第
二
･
第
三
徴
表
が
｢
形
相

因
｣
　
(
二
九
)
と
呼
ば
れ
る
の
は
､
こ
の

点
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
こ
う
な
る
と
､
こ
の
志
向
は
当

初
の
異
性
を
対
象
と
す
る
欲
求
の
レ
ベ
ル

か
ら
本
質
的
な
変
化
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
も
は
や
､
こ
の
志
向
に

と
っ
て
､
対
象
(
の
享
受
)
　
は
不
可
欠
を
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
｡
つ
ま

り
へ
対
象
に
｢
接
近
L
 
L
た
り
｢
離
反
L
 
L
た
り
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
圃
題
に

な
っ
て
し
ま
う
｡
つ
ま
り
欲
求
が
い
わ
ば
非
対
象
的
･
非
有
用
的
レ
ベ
ル
に
移
行
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
九
鬼
的
に
い
え
ば
､
当
初
の
｢
H
的
｣
が
｢
仮
想
的
日
的
｣

(
二
七
)
　
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
我
々
が
ジ

ン
メ
ル
に
お
い
て
み
い
だ
し
た
よ
う
な
｢
形
式
的
欲
求
｣
(
桜
井
〔
一
九
八
九
〕
参

照
)
　
の
レ
ベ
ル
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
応
し
て
ジ
ン
メ

ル
は
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
に
お
い
て
､
｢
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
は
｢
あ
る
特
殊
な
魅
刀

と
よ
ろ
こ
び
｣
(
一
一
四
､
二
三
)
を
与
え
る
と
い
う
｡
ま
た
｢
こ
の
戯
れ
そ
の

も
の
に
魅
力
を
み
い
だ
す
｣
(
二
六
､
二
五
)
と
い
う
｡
つ
ま
り
､
通
常
の
欲

求
充
足
が
も
た
ら
す
対
象
の
享
受
(
こ
の
場
合
は
異
性
と
の
合
一
=
性
交
)
　
の
も



第一表

参考になるジンメルの叙述

｢闘争｣ (『社会学』)

｢それ自体目的としての闘

争｣

｢流行｣ (『哲学的文化』)

｢コケットリー｣ (『哲学的

文化』)

結末

｢ばからしさ｣

へのエスカレー

ション

再差異化のポジ

テイヴ･フィー

ドバックの果て

の｢自己撞着｣

不安定平衡にと

どまるかぎり,

消滅にも破局に

もいたらない.

我々の解釈

｢威信- (優劣)の差異｣

をめぐる闘争.

徒党による同等化.オーデ

ィエンスとの同等化

｢マニュアル-洒落本｣を

媒介にした流行.

｢半可通｣と｢通｣の再差

異化が重要主題.

接近-同等化の欲求と離

皮-差異化の欲求との二元

的対立を,現実を超越した

自己目的的な遊戯的な形式

のもとで,不安定的平衡の

かたちで充足-発散する類

壁

I ｢通　り

者-意気-

競い組み｣

II ｢通｣

III ｢粋-い

き｣
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た
ら
す
歓
び
と
は
別
の
水
準
の
｢
歓
び
｣
が
生
じ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
が

｢
い
わ
ば
実
質
的
な
性
愛
の
歓
び
を
凌
駕
す
る
ま
で
に
な
る
こ
と
が
あ
る
｣
　
(
≡

四
､
二
三
)
　
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
こ
に
お
け
る
｢
戯
れ
｣
は
､
一
見
､

対
象
(
異
性
)
　
(
と
の
合
一
)
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
､
も
は
や
へ

そ
の
対
象
や
目
的
に
依
存
し
て
は
い
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
こ
の
｢
戯
れ
｣
　
の
形
氏

は
､
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
　
(
ジ
ン
メ
ル
)
･
｢
自
己
目
的
｣
的
(
九
鬼
)
と
い

わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
｡

結
び
に
か
え
て

第
-
類
型
の
｢
通
り
者
-
意
気
｣
と
第
Ⅱ
類
型
の
｢
通
｣
は
､
そ
の
そ
れ
ぞ
れ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
果
て
に
､
破
局
的
な
結
末
も
し
-
は
自
己
撞
着
に
お
ち
い
っ
て
し

ま
っ
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
第
m
類
型
｢
粋
=
い
き
｣
は
不
安
定
な
が
ら
も
､
そ
の

｢
二
元
的
対
立
｣
が
､
｢
可
能
性
｣
の
ま
ま
平
衡
し
て
い
る
か
ぎ
り
消
滅
す
る
こ
と

も
な
け
れ
ば
破
局
に
い
た
る
こ
と
も
な
い
｡
あ
る
い
は
､
こ
う
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
｡
す
な
わ
ち
'
第
-
類
型
と
第
Ⅱ
類
型
の
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
､
ど
ち
ら
も
ふ
る

ま
い
は
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
-
ば
か
り
で
｢
均
衡
解
｣
が
存
在
し
な
い
｡
そ

れ
に
対
し
て
､
第
Ⅲ
類
型
に
お
い
て
は
､
不
安
定
な
が
ら
も
｢
均
衡
解
｣
が
存
在
す

る
(
す
な
わ
ち
｢
粋
-
い
き
｣
は
安
定
解
で
は
な
い
が
存
在
解
で
は
あ
る
)
､
と
｡

こ
の
第
m
類
型
の
解
は
､
安
定
性
を
も
た
な
い
が
､
存
在
し
う
る
と
い
う
点
に
お
い

て
は
､
第
-
第
Ⅱ
類
型
の
ゲ
ー
ム
と
は
'
本
質
的
に
性
格
が
異
な
る
｡
そ
の
惹
味

で
､
第
m
類
型
の
｢
粋
=
い
き
｣
は
､
｢
成
就
し
か
た
い
も
の
で
は
あ
っ
て
も
､
成

就
し
え
を
い
も
の
で
は
な
い
=
成
就
し
得
る
も
の
で
あ
る
｣
と
し
て
当
事
者
た
ち

に
思
念
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
｡
｢
通
り
者
-
意
気
｣
や
｢
通
｣
が
一
時
的
に
は
大
流
行
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し
っ
つ
も
持
続
的
と
な
ら
ず
､
そ
れ
に
対
し
て
｢
粋
=
い
き
｣
が
化
政
期
以
降
､

近
代
日
本
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
､
一
つ
に
は
こ
の
点
に
起
因
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
､
｢
枠
=
い
き
｣
は
､
日
本
人
に
と
っ
て
｢
成
戟

し
か
た
い
け
れ
ど
も
､
成
就
し
う
る
も
の
｣
と
し
て
､
い
わ
ば
文
化
に
お
け
る
一
つ

の
｢
理
想
態
｣
と
し
て
働
い
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
の
解
釈
を
表
に
ま
と
め
る
と
､
右
の
第
一
表
の
よ
う
に
な
る
｡

以
上
へ
我
々
は
､
ジ
ン
メ
ル
の
｢
周
等
化
･
差
異
化
｣
の
欲
求
論
の
視
点
を
｢
い

き
と
通
｣
　
の
ト
ピ
ッ
ク
に
適
用
し
て
み
た
｡
こ
の
よ
う
な
我
々
の
試
み
は
ど
の
よ
う

な
認
識
利
得
を
も
た
ら
し
､
そ
し
て
ま
た
新
た
な
課
題
へ
と
我
々
を
導
-
だ
ろ
う

か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
す
こ
し
述
べ
て
結
び
に
か
え
た
い
｡

第
一
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
､
我
々
の
試
み
は
､
｢
い
き
｣
の
前
史
(
｢
い
き
｣
の

形
威
史
)
　
に
お
け
る
第
-
類
型
･
第
Ⅱ
類
型
を
明
示
化
し
､
そ
れ
ら
と
第
Ⅲ
類
型
の

｢
粋
=
い
き
｣
を
､
一
つ
の
統
一
的
な
視
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と

思
う
｡
こ
れ
ま
で
､
｢
い
き
｣
に
関
す
る
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
'
(
我
々
の

言
い
方
で
い
え
ば
)
第
Ⅲ
類
型
の
み
を
あ
つ
か
っ
て
い
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
国
文

学
者
や
歴
史
家
は
､
第
-
類
型
や
第
Ⅱ
類
型
を
見
出
し
て
は
い
た
け
れ
ど
も
､
そ
れ

ら
が
､
い
か
な
る
連
関
を
も
っ
て
､
第
Ⅲ
類
型
の
｢
粋
-
い
き
｣
　
へ
と
展
開
し
て

い
っ
た
か
は
､
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

第
二
に
､
我
々
の
試
み
は
､
九
鬼
の
い
う
｢
い
き
｣
　
(
我
々
の
い
う
第
Ⅲ
類
型
)

に
お
け
る
｢
三
つ
の
徴
表
｣
(
媚
態
･
意
気
地
･
諦
め
)
　
の
相
互
関
係
を
あ
る
種
皮

明
示
化
し
え
た
､
と
思
う
｡
こ
れ
ま
で
､
九
鬼
の
い
う
｢
い
き
｣
の
三
つ
の
徴
表
の

相
互
関
係
は
､
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
う
｡
こ
れ
に
対
し

て
､
我
々
の
理
解
に
お
い
て
は
第
一
図
に
示
し
た
よ
う
に
､
三
つ
の
徴
表
の
相
互
関

係
が
あ
る
程
度
あ
さ
ら
が
に
な
っ
た
､
と
思
う
(
3
)
｡

第
三
に
､
我
々
の
試
み
は
､
特
殊
日
本
的
と
さ
れ
が
ち
な
｢
い
き
｣
を
一
般
的
文

脈
の
な
か
に
拭
き
直
し
て
検
討
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
思
う
｡
た
だ
し
､
本
棉

の
段
階
で
は
､
｢
媚
態
-
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
｣
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
｢
い
き
｣
が
､
全

-
｢
特
殊
日
本
的
な
｣
稲
美
を
含
ん
で
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
､
検
討
で

き
な
か
っ
た
｡
と
は
い
､
え
､
｢
特
殊
日
本
的
な
｣
種
差
の
有
無
を
検
討
す
る
前
提
と

し
て
も
､
そ
れ
を
一
般
的
文
脈
の
な
か
に
惜
い
て
み
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
思
め

れ
る
｡次

に
課
題
と
し
て
は
､
第
一
に
､
日
本
文
化
内
部
で
の
｢
い
き
｣
の
位
置
づ
け
と

い
う
課
題
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
(
4
)
｡

第
二
に
､
(
い
ま
､
第
三
の
メ
リ
ッ
ト
に
お
い
て
の
べ
た
こ
と
と
関
連
す
る
が
)

日
本
以
外
の
文
化
形
象
と
の
比
較
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
日
本
文
化
か
ら
直
接
生
じ
た
わ

け
で
は
な
い
ジ
ン
メ
ル
社
会
学
の
視
点
を
適
用
す
る
こ
と
は
､
こ
の
よ
う
な
文
化
閏

比
較
に
と
っ
て
有
利
な
ス
タ
ン
ス
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
｡

(
I
)
　
軍
楽
は
､
〔
桜
井
､
一
九
八
九
〕
　
に
お
い
て
､
ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る
｢
問
等
化

･
差
異
化
｣
　
の
欲
求
の
付
紐
づ
け
と
そ
の
彼
自
身
の
腿
閲
を
あ
と
づ
け
､
肇
者
自
身

に
よ
る
展
開
と
し
て
､
日
本
社
会
(
民
俗
社
会
と
江
戸
社
会
)
　
の
分
析
を
お
こ
な
っ

た
｡

(
2
)
　
｢
い
き
｣
や
｢
通
｣
　
に
関
す
る
社
会
掌
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
､
〔
天
野
､

一
九
七
七
〕
　
〔
高
坂
､
一
九
八
四
〕
　
〔
K
o
s
a
k
a
L
器
①
〕
　
〔
佐
々
木
､
一
九
七
八
〕
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
う
ち
､
〔
天
野
'
一
九
七
七
〕
　
に
ジ
ン
メ
ル
へ
の
言
及
が

あ
る
｡

(
3
)
　
｢
六
面
体
｣
　
の
図
で
有
名
な
｢
｢
い
き
｣
　
の
外
延
的
構
造
｣
　
に
つ
い
て
は
'
触
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れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
今
後
の
課
題
に
し
た
い
｡

(
4
)
　
〔
大
野
へ
一
九
七
七
〕
〔
佐
々
木
､
一
九
七
八
〕
に
お
い
て
は
､
こ
こ
で
言
及

し
た
｢
い
き
の
日
本
文
化
内
部
で
の
位
置
づ
け
｣
が
探
究
さ
れ
て
い
る
｡

(
日
本
社
会
学
会
大
会
･
東
大
言
語
研
究
会
で
い
た
だ
い
た
コ
メ
ン
ト
､
な
ら
び
に
本

誌
の
レ
フ
ェ
リ
ー
両
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
コ
メ
ン
ト
に
感
謝
し
ま
す
｡
ま
た
中
野
庸

子
氏
の
助
力
に
感
謝
し
ま
す
｡
御
批
判
･
御
意
見
を
お
寄
せ
-
だ
さ
い
｡
千
一
六
六

杉
並
区
成
田
東
一
-
六
-
九
)

主
要
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文
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五
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表
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日
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古
典
文
学
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系
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岩
波
書

店

水
野
稔
一
九
七
四
｢
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通
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の
文
学
的
考
察
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『
江
戸
小
説
論
叢
』
中
央
公
論
社

中
村
幸
彦
一
九
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二
　
｢
通
と
文
学
｣
　
『
中
村
幸
彦
著
述
集
第
九
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』
中
央
公
論
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-
　
　
一
九
七
二
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成
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『
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村
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彦
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九
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』
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野
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敏
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通
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編
『
日
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