
「
同
化
・
異
化
」
概
念
の
混
乱

―

読

者

論

の

必

要

性

―

池
田

久
美
子

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
は
､
西
郷
竹
彦
氏
の
文
芸
理
論
に
お
い
て
､
視
点
論
と
読
解
指
導
論
と
を
関
係
づ

け
る
鍵
概
念
と
し
て
構
想
さ

れ
て
い
る
｡
拙
論
で
は
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
｡

(3) (2) (1)

こ
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
｡

そ
の
混
乱
は
'
読
者
論
を
構
想
し
え
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

ま
た
逆
に
'
そ
の
混
乱
ゆ
え
に
読
者
論
を
構
想
す
る
道
を
封
じ
て
も
い
る
こ
と
｡
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一

紹
介
-

西
郷
氏
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
の
定
義
-

小
学
校
四
年
生
向
け
の
教
材
に
､
今
西
祐
行
作

｢
ひ
と
つ
の
花
｣
と
い
う
作
品
が
あ
る
｡
冒
頭
の
部
分
は
こ
う
で
あ
る
｡

｢
ひ
と
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
｡｣

こ
れ
が
ゆ
み
子
の
は
っ
き
り
お
ぼ
え
た
'
さ
い
し
ょ
の
こ
と
ば
で
し
た
｡
ま
だ
せ
ん
そ
-
の
は
げ
し
か
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
で
す
｡



-
-
た
べ
る
も
の
と
い
え
ば
'
お
こ
め
の
か
わ
り
に
は
い
き
ゆ
う
さ
れ
る
'
お
い
も
や
'
ま
め
や
､
カ
ボ
チ
ャ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
｡
ま
い
日
'
て
き
の
ひ
こ
う
き
が
と
ん
で
き
て
'
ぱ
く
だ
ん
を
お
と
し
て
い
き
ま
し
た
｡
-
-
ゆ
み
子
は
い
つ
も
お
な
か
を
す
か
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
ご
ほ
ん
の
と
き
で
も
'
お
や
つ
の
と
き
で
も
'
も
っ
と
､
も
っ
と
､
と
い
っ
て
､
い
く
ら
で
も
ほ
し
が
る
の

で
し
た
｡

す
る
と
､
ゆ
み
子
の
お
か
あ
さ
ん
は
'
｢
じ
ゃ
あ
ね
'
ひ
と
つ
だ
け
よ
｡｣
と
い
っ
て
､
じ
ぷ
ん
の
ぶ
ん
か
ら
ひ
と
つ
'
ゆ
み
子
に
わ

け
て
く
れ
る
の
で
し
た
｡
-
-

｢な
ん
て
か
わ
い
そ
う
な
子
で
し
ょ
う
ね
｡
ひ
と
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
と
い
え
ば
'
な
ん
で
も
も
ら
え
る
と
お
も

っ
て
い
る
の
ね
｡｣

あ
る
と
き
'
お
か
あ
さ
ん
が
い
い
ま
し
た
｡

す
る
と
､
お
と
う
さ
ん
が
､
ふ
か
い
た
め
い
き
を
つ
い
て
い
い
ま
し
た
｡

｢
こ
の
子
は
い
っ
し
ょ
う
､
み
ん
な
ち
ょ
う
だ
い
-
-
と
い
っ
て
'
り
ょ
う
手
を
だ
す
こ
と
を
し
ら
ず
に
す
ご
す
か
も
し
れ
な
い
ね
｡

-
-
い
っ
た
い
大
き
く
な
っ
て
､
ど
ん
な
子
に
そ
だ
つ
だ
ろ
う
｡｣
-
･川

右
の
作
品
の
登
場
人
物
は
､
｢
お
と
う
さ
ん
｣
｢
お
か
あ
さ
ん
｣
｢ゆ
み
子
｣
の
三
人
で
あ
る
｡
物
語
は
こ
の
三
人
に
よ
っ
て
展
開
す
る
｡

し
か
し
､
た
と
え
ば

｢ゆ
み
子
は
い
つ
も
お
な
か
を
す
か
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
｣
と
語
る
の
は
'
だ
れ
か
｡
こ
の
人
物
は
'
｢ゆ
み

子
｣
の
言
動
を
外
か
ら
見
て
語

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
｢
お
と
う
さ
ん
｣
で
も

｢
お
か
あ
さ
ん
｣
で
も
な
い
'
第
三
者
で
あ
る
｡

西
郷
氏
は
､
こ
の
人
物
の
こ
と
を

｢視
点
人
物
｣
あ
る
い
は

｢話
者
｣
と
い
う
｡
そ
し
て
､
｢視
点
人
物
｣
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る

人
物
の
こ
と
を

｢対
象
人
物
｣
と
い
う
｡
見
て
い
る
方
の
人
物
を

｢視
点
人
物
｣
'
見
ら
れ
て
い
る
方
の
人
物
を

｢対
象
人
物
｣
と
い
う

の
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
rで
は
､
｢視
点
人
物
｣

-
｢話
者
｣
が
､
｢対
象
人
物
｣
で
あ
る

｢ゆ
み
子
｣
た
ち
を
外
か
ら
見
て
語
る
と
い
う
形
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2

式
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
氏
は
､
｢話
者
｣
が

｢外
の
目
｣
で
見
て
い
る
と
も
い
な

西
郷
氏
は
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
'
単
に

｢ゆ
み
子
｣
た
ち
三
人
の
み
で
は
な
く
'
三
人
を
見
て
語
る
人
物
-
｢視
点
人

物
｣
の
存
在
に
注
目
す
る
｡
｢視
点
人
物
｣
に
注
目
す
る
か
ら
こ
そ
'
｢読
者
｣
は
初
め
て

｢ゆ
み
子
｣
た
ち
の
言
動
が

｢視
点
人
物
｣
の

目
を
通
し
て
見
ら
れ
語
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
｡
｢読
者
｣
は

｢ゆ
み
子
｣
た
ち
の
言
動
に
つ
い
て
考
え
る
だ
け
で
は
い

け
な
い
｡
｢視
点
人
物
｣
が
そ
れ
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
'
ど
う
語

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
'
語
り
方
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
べ
き
な
の

で
あ
る
｡

西
郷
氏
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
は
､
以
上
の
よ
う
な

｢視
点
人
物
｣
論
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
｡
氏
は
'
｢同
化

･
異
化
｣

概
念
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
｡

同
化
と
は

視
点
人
物
の
身
に
な
っ
て

の
つ
も
り
に
な
っ
て

の
心
に
な
っ
て

の
気
持
ち
に
な
っ
て

の
眼
'
耳
に
な
っ
て

と
と
も
に

と
い
っ
し
ょ
に

体
験
す
る
と
い
う
こ
と

-
-
読
者
は
'
視
点
人
物
と
同
化
し
て
視
点
人
物
の
体
験
を
と
も
に
体
験
し
な
が
ら

(身
に
つ
ま
さ
れ
､
わ
れ
を
忘
れ
て
い
る
)
他
方

3

で
は
､
視
点
人
物
を
も
つ
き
は
な
し
､

1
歩
身
を
ひ
き
'
あ
る
と
き
は
批
判
し
､
客
観
化
し
て
い
ま
す
o
こ
れ
を
異
化
と
い
い
ま
す
｡
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整
理
し
て
示
す
｡

｢同
化
｣
-

｢視
点
人
物
｣
の

｢身
に
な
る
｣
A.)
･U
｡
(｢身
に
つ
ま
さ
れ
'
わ
れ
を
忘
れ
て
い
る
｣
)

｢異
化
｣
-

そ
の

｢視
点
人
物
｣
を
も

｢
つ
き
は
な
し
｣
｢客
観
化
｣
す
る
こ
と
｡

要
す
る
に
'
図
1
の
よ
-
な
構
造
を
西
郷
氏
は
構
想
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

対象人物 .事象 対象人物 .事象

T T

視点人物=読者 視点人物

I

読 者

く同化) く異化)

こ
の
定
義
に
よ
れ
は
'
｢読
者
｣
は

｢
ひ
と
つ
の
花
｣
を
読
む
場
合
'
次
の
よ
-
な
読
み
方
を
す
る

こ
と
に
な
る
｡

｢読
者
｣
は

｢対
象
人
物
｣
で
あ
る

｢ゆ
み
子
｣
た
ち
を
見
る

｢視
点
人
物
｣
に
な
り
き
ら
ね
ば
な

ら
な
い
｡
｢視
点
人
物
｣
の

｢
つ
も
り
に
な
っ
て
｣
｢ゆ
み
子
｣
た
ち
の
言
動
を
見
て
感
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
た
と
え
は
'
｢ゆ
み
子
は
い
つ
も
お
な
か
を
す
か
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
｣
と

｢視
点
人

物
｣
が
見
れ
ば
'
｢読
者
｣
も
そ
の
よ
う
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
が
西
郷
氏
の
い
う

｢同
化
｣

で
あ
る
｡

一
方
､
｢読
者
｣
は
こ
の

｢視
点
人
物
｣
を
も

｢
つ
き
は
な
し
｣
｢客
観
化
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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た
と
え
ば

｢ゆ
み
子
は
い
つ
も
お
な
か
を
す
か
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
｣
と
い
う

1
文
を
､
｢視
点
人
物
｣
が

｢
ゆ
み
子
｣
の
言
動
を

こ
う
み
な
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢あ
る
と
き
は
批
判
し
｣
て
よ
い
の
だ
か
ら
'
｢読
者
｣
は

｢視
点
人

物
｣
の
こ
の
み
か
た
が
適
切
か
否
か
'
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
｡
こ
れ
が
､
｢異
化
｣
で
あ
る
｡
｢異
化
｣
す
る
と
き
は
'
｢読
者
｣

は

｢
わ
れ
を
忘
れ
｣
て
は
な
ら
な
い
｡
｢同
化
｣
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
｡



二

分
析
と
批
判
-

｢
同
化

･
異
化
｣
概
念

の
混
乱
1

日

も
う
ひ
と
つ
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念

と
こ
ろ
が
'
西
郷
氏
は
具
体
的
な
作
品
解
釈
に
な
る
と
'
右
の
定
義
と
は
ち
が
う
意
味
で

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
を
使
用
す
る
｡
結
論

を
い
え
は
'
氏
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
は
'
図
2
の
よ
う
に
変
質
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

対象人物-(視点人物)=読者 対象人物 .事象

I

視点人物-読者

く同化〉 (異化)

例
を
挙
げ
る
｡

〔例

こ
(読
者
は
-
-
･引
用
者
註
)
お
と
う
さ
ん
の
よ
う
す
を
見
て
い
る
人
間
'
お
か
あ
さ
ん
の
よ
う
す
を
見
て

い
る
人
間
-
-
の
立
場
に
な
っ
て
読
む
の
で
す
｡
-
-
目
撃
者
の
体
験
､
異
化
体
験
を
め
ざ
す
の
で
す
｡

-
-
話
者
の
語
り
を
通
し
て
'
話
者
と
お
な
じ
気
持
ち
で
そ
こ
に
居
あ
わ
せ
る
よ
う
な
体
験
を
す
る
わ
け
で

4

す
れ
｡

西
郷
氏
は
右
で
､
｢異
化
｣
を

｢話
者
｣'
つ
ま
り

｢視
点
人
物
｣
と

｢
お
な
じ
気
持
ち
｣
に
な
る
こ
と
だ
と

す
る
｡
｢視
点
人
物
｣
を

｢
つ
き
は
な
す
｣
ど
こ
ろ
か
､
｢
お
な
じ
気
持
ち
｣
に
な
る
こ
と
を
､
｢異
化
｣
と
い

ぅ
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
先
の

｢同
化
｣
の
定
義
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
｡
先
の
定
義
で
は
､

｢視
点
人
物
の
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気
持
ち
に
な
っ
て
体
験
す
る
｣
こ
と
を

｢同
化
｣
と
呼
ん
だ
｡
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
'.

右
の
論
で
は

｢異
化
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

〔例
二
〕



｢
ひ
と
つ
の
花
｣
は
､
先
の
冒
頭
部
分
の
後
､
い
よ
い
よ

｢
お
と
う
さ
ん
｣
が
応
召
す
る
別
れ
の
場
面
を
迎
え
る
｡
｢ゆ
み
子
｣
は

｢
お
か
あ
さ
ん
｣
と
見
送
り
に
行
-
｡
｢
と
こ
ろ
が
'
い
よ
い
よ
汽
車
が
は
い
っ
て
く
る
と
い
う
と
き
に
な
っ
て
'
ま
た
ゆ
み
子
の

『
ひ

5

と
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
』
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
｡｣

こ
の
部
分
に
つ
い
て
'
西
郷
氏
は
い
う
｡

-
-
話
者
が
､
ど
ん
な
気
持
で
語

っ
て
い
る
の
か
｡
-
-

(
と
こ
ろ
が
)
で
す
ね
'
あ
や
さ
れ
て
お
利
口
さ
ん
し
て
い
る
の
に
'

(
い
よ
い
よ
汽
車
が
は
い
っ
て
く
る
と
い
う
と
き
に
な
っ
て
)
と
い
う
の
は
'
最
後
の
､
ぎ
り
ぎ
り
の
と
き
に
な
っ
て
と
い
う
こ
と
'

そ
ん
な
時
に
な
っ
て
､
な
ん
と
ま
あ
､
(
ゆ
み
子
の
ひ
と
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
)
-
-
何
と
ま
あ
､
え
ら
い
事

に
な
っ
た
も
ん
だ
と
'
こ
う
い
う
語
り
方
を
す
る
わ
け
で
す
ね
｡
読
者
は
､
そ
う
い
う
言
葉
を
聞
か
さ
れ
る
と
へ
ど
ん
な
感
じ
が
し
ま

す
か
｡
-
-
い
く
ら
小
さ
い
と
は
い
え
､
こ
ん
な
時
に
む
ず
か
り
出
し
て
し
ょ
う
が
な
い
な
と
い
う
気
持
が
あ
る
で
し
ょ
う
｡
-
-
こ

LT<

れ
を
読
者
の
切
実
な
異
化
体
験
と
い
う
ん
で
す
｡

氏
は

｢読
者
は
､
そ
う
い
う
言
葉
を
間
か
さ
れ
る
と
､
ど
ん
な
感
じ
が
し
ま
す
か
｣
と
問
う
｡
｢
そ
う
い
う
言
葉
｣
と
は
､
｢ゆ
み
子
｣

の

｢
ひ
と
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡
氏
は
'
｢読
者
｣
に
､

｢ゆ
み
子
｣
の
こ
の
言
葉
を
右
の
よ
う
な
状
況
下
で
き
-
と

ど
う
感
ず
る
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
も
'
｢異
化
｣
と
は
'

｢読
者
｣
が

｢話
者
｣

=
｢視
点
人
物
｣
の
気
持
と
同
質
的
な
気
持
に
な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
｡
氏

が
例
と
し
て
掲
げ
て
い
る

｢
い
-
ら
小
さ
い
と
は
い
え
､
こ
ん
な
時
に
む
ず
か
り
出
し
て
し
ょ
う
が
な
い
な
と
い
う
気
持
｣
は
､
単
に
'

｢話
者
｣
の
語
り
方
を
な
ぞ
り
､
言
い
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
｡
ま
さ
に
､
〔例

二

に
あ
る
よ
う
に
'
氏
は

｢読
者
｣
に

｢話
者
と
お
な
じ
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気
持
ち
｣
で

｢ゆ
み
子
｣
の
言
葉
を
開
け
と
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
氏
は

｢読
者
｣
に
､
｢話
者
｣
-
｢視
点
人

物
｣
を
で
は
な
-
､
｢対
象
人
物
｣
で
あ
る

｢ゆ
み
子
｣
を
､

｢話
者
｣
と

｢
お
な
じ
気
持
ち
｣
で
見
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
｡

〔例
三
〕

新
美
南
吉
作

｢ご
ん
ぎ
つ
ね
｣
に
次
の
文
が
あ
る
｡

｢
-
-
二
'
三
日
雨
が
ふ
り
つ
づ
い
た
そ
の
あ
い
だ
'
ご
ん
は
､
外

へ
も
出
ら
れ
な
-
て
'
あ
な
の
中
に
し
ゃ
が
ん
で
い
ま
し
た
｡｣

こ
の
文
に
つ
い
て
'
氏
は
い
う
｡

こ
こ
の
と
こ
ろ
は
､
読
者
が
ご
ん
に
同
化
で
き
る
よ
う
に
表
現
し
て
あ
る
文
章
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
-
-
話
者
が
ご
ん
そ
の
も
の
に

な
っ
て
語

っ
て
い
る
の
で
す
｡
-
･‥
ご
ん
が
視
点
人
物
と
お
な
じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
-
-
い
る
の
で
す
｡
-
-
読
者
は
､
ご
ん
を
外

か
ら
な
が
め
､
ご
ん
の
す
る
こ
と
'
な
す
こ
と
を
見
て
'
あ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
｡
あ

っ
'
あ
ん
な
こ
と
し
な
け
れ
ば
い
い
の
に

ヽ
ヽ
ヽ

-
-
と
い
う
よ
う
に
異
化
体
験
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
同
時
に
'
ご
ん
と
い
う
人
物
の
身
に
な
っ
て
'
そ
の
気
持
に
た
っ
て
'
そ
の
眼

7

か
ら
､
世
界
を
な
が
め
､
兵
十
を
な
が
め
'
ご
ん
の
気
持
ち
を
と
も
に
体
験
す
る
｡
つ
ま
り
同
化
体
験
を
す
る
の
で
j;
0

氏
は
'
｢
ご
ん
が
視
点
人
物
と
お
な
じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
｣
い
る
と
し
て
'
｢話
者
｣

=
｢視
点
人
物
｣
の
存
在
を
透
明
な
も
の
に
す

る
｡
し
た
が

っ
て

｢読
者
｣
は
､
｢視
点
人
物
｣
を
で
は
な
-
､
本
来
｢対
象
人
物
｣
で
あ
る

｢ご
ん
｣
を
見
て

｢異
化
｣
す
る
こ
と
に
な

る
｡
こ
こ
で
も
先
の
二
つ
の
例
と
同
様
に
､
｢視
点
人
物
｣
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
を

｢異
化
｣
と
は
い
わ
な
-
な
っ
て
い
る
｡
｢異
化
｣

と
は
'
｢視
点
人
物
｣
と
共
に

｢対
象
人
物
｣
を
見
る
こ
と
に
変
わ
っ
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
｢同
化
｣
に
つ
い
て
も
'
先
の
定
義
と
は
ち
が

っ
て
い
る
｡
先
の
定
義
で
は
'

｢同
化
｣
と
は

｢視
点
人
物
｣
の

｢身
に
な
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る
｣
こ
と
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
右
で
は
､
直
接

｢対
象
人
物
｣
の

｢身
に
な
る
｣
こ
と
を

｢同
化
｣
と
い
う
｡
｢話
者
｣
が

｢ご
ん
そ

の
も
の
に
な
っ
て
｣
い
る
が
ゆ
え
に
､
｢
ご
ん
が
視
点
人
物
と
お
な
じ
に
な
っ
｣
た
と
'
氏
は
考
え
る
｡
｢同
化
｣
と
は
､
読
者
-
視
点
人

00

物
=
対
象
人
物
と
い
う

1
体
化
の
こ
と
に
な
るV
.

以
上
の
三
つ
の
例
に
お
け
る

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
の
意
味
を
整
理
す
る
｡

｢同
化
｣
-

(｢視
点
人
物
｣
が
｢対
象
人
物
｣
に
｢な
り
き
っ
て
い
る
｣
場
合
)
｢読
者
｣
も
｢対
象
人
物
｣
に
｢な
り
き
る
｣
こ
と
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢異
化
｣
-

｢視
点
人
物
｣
と
と
も
に

｢対
象
人
物
｣
を
外
か
ら
み
る
こ
と
｡

対象人物 .事象 対象人物 .事象

I I

視点人物=読者 視点人物 .

I

読 者

(同化) く異化〉

対象人物-(視点人物)=読者 対象人物 .事象

I

視点人物-読者

く同化) く異化〉

3I

二
つ
の
概
念
の
比
較
分
析

図
1
と
図
2
と
を
併
置
し
て
へ
両
者
を
比
較
し
て
み
る
｡
次
の
よ
う
な
問

題
が
明
ら
か
に
な
る
｡

い

図
1
で
の

｢同
化
｣
が
図
2
で
の

｢異
化
｣
と
同
じ
構
造
を
な
し
て

い
る
｡

つ
ま
り
'
図
1
で
の

｢同
化
｣
に
相
当
す
る
構
造
が
､
図
2
で
は
逆

に

｢異
化
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

｢同
化
｣
と

｢異
化
｣
と
が
'
文
脈
に
よ

っ
て
意
味
の
転
倒
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
甚
し
い
混
乱
の
事
態

で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

00
亮

だ
れ
に
つ
い
て
の

｢同
化

･
異
化
｣
な
の
か
｡
い
い
か
え
れ
ば
'

｢同
化

･
異
化
｣
の
対
象
と
な
る
レ
ベ
ル
は
ど
こ
か
｡
図
1
で
は
'
そ
れ
は
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｢視
点
人
物
｣
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
図
2
で
は

｢対
象
人
物
｣
に
変
わ
っ
て
い
る
｡
｢同
化

･
異
化
｣
の
対
象
と
な
る
レ
ベ
ル
が
'

図
1
と
図
2
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
文
脈
に
よ
っ
て
レ
ベ
ル
が
定
ま
ら
ず
揺
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
レ
ベ
ル
の
混
乱
が
'

山で
指
摘
し
た
意
味
の
転
倒
を
ひ
き
お
こ
す
要
因
で
あ
る
｡

ヽヽヽ
ヽ

図
1
で
は
'
あ
-
ま
で
も

｢視
点
人
物
｣
に
｢同
化
｣
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
そ
の
事
態
は
'
図
2
で
は
｢視
点
人
物
｣

と
共
に
｢対
象
人
物
｣
を
｢異
化
｣
す
る
こ
と
だ
と
い
う
｡
こ
れ
は
'
ひ
と
つ
の
事
態
を
二
つ
の
異
な
っ
た
観
点
か
ら
み
る
み
か
た
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
我
々
は
ひ
と
つ
の
事
態
に
つ
い
て
へ対
象
と
な
る
レ
ベ
ル
を
｢視
点
人
物
｣
に
設
定
す
れ
ば

｢視
点
人
物
と
同
化
す
る
｣
と
も
い
え

る
し
､
｢対
象
人
物
｣
に
レ
ベ
ル
を
変
え
て
み
れ
ば

｢対
象
人
物
を
異
化
す
る
｣
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
こ
ろ
が
西
郷
氏
は
'
定
義
に
お
い
て
'
｢異
化
｣
と
は
あ
-
ま
で
も

｢視
点
人
物
｣
を
つ
き
は
な
し
て
見
る
こ
と
だ
と
す
る
｡

｢異

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

化
｣
の
対
象
を
'
｢視
点
人
物
｣
に
固
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
こ
れ
で
は

｢対
象
人
物
｣
を

｢異
化
｣
す
る
と
い
う
部

分
は
'
定
義
か
ら
欠
落
し
て
し
ま
う
｡
氏
の
定
義
か
ら
は
､
｢対
象
人
物
｣
を

｢異
化
｣
す
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
出
て
こ
な
い
は
ず

な
の
で
あ
る
｡

ひ
と
つ
の
事
態
が
対
象
と
な
る
レ
.ヘ
ル
の
定
め
方
に
よ
っ
て

｢同
化
｣
と
も

｢異
化
｣
と
も
い
え
る
と
い
-
こ
と
を
'
氏
は
'
定
義
に

お
い
て
も
､
実
際
の
概
念
使
用
に
お
い
て
も
､
自
覚
し
て
い
な
い
｡
自
覚
の
な
い
ま
ま
に
'
実
際
の
作
品
分
析
で
は
図
2
の
よ
う
に
'
定

義
に
反
し
て
レ
ベ
ル
を
暗
黙
裡
に
変
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
自
分
で
対
象
と
す
べ
き
レ
ベ
ル
を
指
定
し
て
お
き
な
が
ら
'
自
分
で
そ
れ
を

破
る
と
い
う
予
盾
を
お
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
氏
は
､
こ
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
無
自
覚
で
あ
る
｡

F
n】

…_11

図
1
で
は
､
｢異
化
｣
に
お
い
て
､
｢対
象
人
物
｣
｢視
点
人
物
｣
｢読
者
｣
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
レ
ベ
ル
に
配
置
さ
れ
て

nllH-

い
た
｡
｢対
象
人
物
の
見
方
｣
｢対
象
人
物
を
見
る
視
点
人
物
の
見
方
｣
｢視
点
人
物
を
見
る
読
者
の
見
方
｣
と
い
う
'
三
層
か
ら
成
る
重

層
構
造
が
構
想
さ
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
､
三
者
の
レ
ベ
ル
の
相
対
的
独
立
性
が

一
応
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
.
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と
こ
ろ
が
図
2
で
は
､.
こ
の
重
層
構
造
と
､
そ
れ
が
保
証
し
て
い
た
三
者
の
相
対
的
独
立
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
'

｢視
点
人
物
を
見
る
読
者
の
見
方
｣
の
レ
ベ
ル
は
'
図
2
で
は

｢対
象
人
物
を
見
る
視
点
人
物
の
見
方
｣
と
同

一
化
さ
れ
て
し
ま
う
｡
さ

ら
に
'
そ
の

｢対
象
人
物
を
見
る
視
点
人
物
の
見
方
｣
の
レ
ベ
ル
す
ら
､
｢対
象
人
物
の
見
方
｣
に
同

一
化
さ
れ
､
独
自
の
レ
ベ
ル
と
し

て
成
立
し
え
な
-
な
っ
て
い
る
｡
い
わ
ば
､
｢読
者
｣
が

｢視
点
人
物
｣
に
'
さ
ら
に
そ
の

｢視
点
人
物
｣
が

｢対
象
人
物
｣
に
吸
収
さ

れ
､
単
な
る
同

一
平
面
上
の
等
価
関
係
し
か
も
ち
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

図
1
で
不
徹
底
な
が
ら
か
ろ
う
じ
て
構
想
さ
れ
て
い
た
三
者
の
重
層
構
造
は
､
こ
う
し
て
図
2
に
お
い
て
崩
壊
し
､
同

一
平
面
上
の
等

価
関
係
へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
構
造
的
に
こ
れ
ほ
ど
あ
い
異
な
る
も
の
を
同
じ
-

｢同
化

･
異
化
｣
と
呼
ぶ
こ
と
は
､
概
念
の

甚
し
い
混
乱
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

｢対
象
人
物
｣
｢視
点
人
物
｣
｢読
者
｣
は
'
い
ず
れ
も

｢人
間
｣
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

｢人

間
｣
の
比
橡
で
あ
る
｡

｢人
間
｣
の
比
喰
な
の
だ
か
ら
､
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
の
人
格
的
ま
と
ま
り
を
も
つ
も
の
で
あ
り
'
安
定
し

た
単
位
と
し
て
､
相
対
的
に
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
｡
三
者
の
重
層
構
造
は
'
ま
さ
に
こ

の
前
提
の
上
に
構
想
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
図
2
で
は
､
こ
の

｢人
間
｣
の
比
倫
の
も
つ
相
対
的
独
立
性
と
い
う
性
格
は
全
く
失
わ
れ
'
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
｡
い
わ
ば
､
三
者
の

｢人
間
｣
と
し
て
の
存
在
感
が
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
H
の

〔例

二

で
､
氏
は

｢
(読
者
は
)
お
と
う
さ
ん
の
よ
う
す
を
見
て
い
る
人
間
-
-
の
立
場
に
な
っ
て
読
む
の
で
す
｣
と
い
う
｡
｢異
化
｣
す
ら
'
｢読
者
｣
は
､

自
分
で
は
な
-
他
人
の
立
場
に
な
っ
て
読
む
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
｡
｢読
者
｣
自
身
の
立
場
で
読
む
こ
と
は
､
氏
の
論
の
ど
こ
に
も

保
証
さ
れ
て
い
な
い
｡
自
分
の
立
場
で
読
む
こ
と
を
保
証
さ
れ
な
い

｢読
者
｣
に
､
｢読
者
｣
と
呼
ぶ
だ
け
の
独
立
性
と
人
格
的
ま
と
ま

り
が
あ
る
か
｡
｢読
者
｣
は
存
在
感
を
も
ち
え
な
い
｡
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以
上
の
よ
う
な
西
郷
氏
の
論
で
は
'
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
の
相
対
的
独
立
を
保
証
し
相
互
の
ち
が
い
な
こ
そ
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い

ぅ
方
向
に
分
析
を
進
め
る
道
は
封
じ
ら
れ
る
｡
そ
し
て
'
三
者
の
重
層
構
造
空

質
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
､

:3で
指

摘
し
た
レ
ベ
ル
の
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
原
因
が
あ
る
｡

Eid.Ⅳ

特
に
､
｢読
者
｣
の
独
自
の
レ
ベ
ル
が
図
2
に
お
い
て
完
全
に
失
わ
れ
た
と
い
う
事
態
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
｡
｢読
者
｣
独
自
の

lⅦ_H
-

レ
ベ
ル
は
'
図
1
の

｢異
化
｣
に
お
い
て
か
ろ
う
じ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
図
2
に
お
い
て
は
'
も
は
や
そ
れ
は
ど
こ
に
も
な

い
｡
残
さ
れ
た
の
は
､
｢対
象
人
物
｣
や

｢視
点
人
物
｣
と

一
体
化
し
た

｢読
者
｣
だ
け
で
あ
る
｡
｢読
者
｣
に
は
'
｢身
に
つ
ま
さ
れ
わ

れ
を
忘
れ
｣
て
こ
れ
ら
の
人
物
=
他
人
と

一
体
化
す
る
と
い
う
役
割
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
｡

西
郷
氏
の
い
う

｢読
者
｣
と
は
何
か
｡

氏
は
い
う
｡

｢
一
般
に
読
み
の
視
点
は
作
品
の
視
点
と
対
応
し
て
い
ま
す
｡
(内
の
目
)
で
え
が
か
れ
た
作
品
に
お
い
て
ほ
'
読
者
は
そ
の
視
点
人

Th

物
と
同
化
し
て
､
Lそ
の
人
物
の
目
で
世
界
を
な
が
め
ま
す
｡｣

｢私
は
視
点
論
の
考
え
方
か
ら
､
-
-
こ
の
は
あ
い
は

『人
物
は
知
ら
な
い
｡
読
者
も
知
ら
な
い
』
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
考
え
ま
す
｡

-
-
あ
れ
こ
れ
大
工
さ
ん
の
内
面
､
心
情
を
想
像
し
て
み
て
も
わ
か
り
ま
せ
ん
｡
-
-
読
者
は
ひ
た
す
ら
お
み
つ
さ
ん
に
同
化
し
て
読
み

ハu

す
す
め
て
い
い
の
で
す
｡
そ
れ
こ
そ
が
す
な
お
な
読
み
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
｡｣

要
す
る
に
'
作
品
の
視
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
通
り

｢読
者
｣
も
同
じ
視
点
で
読
む
こ
と
を
､
氏
は

｢す
な
お
な
読
み
｣
と
し
て
望
ま

し
い
も
の
と
評
価
す
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
氏
は
､
作
品
の
要
求
す
る
通
り
に

｢読
者
｣
が
読
む
こ
と
を
第

一
義
的
に
重
要
だ
と
み
な
し
'

そ
の
よ
う
に
読
ま
せ
る
こ
と
に
努
め
る
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

｢読
者
｣
は
､
｢身
に
つ
ま
さ
れ
わ
れ
を
忘
れ
｣
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
｡
あ
る
い
は

｢話
者
｣
と
共
に

｢対
象
人
物
｣
を
見
る
こ
と
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を
要
求
さ
れ
る
｡
氏
が

｢読
者
｣
に
要
求
す
る
の
は
'
こ
の
二
つ
の
こ
と
し
か
な
い
｡
わ
れ
を
忘
れ
ず
堅
持
し
た
り
､
｢話
者
｣
と
は
別

ヽの
見
方
を
す
る
こ
と
は
'
氏
の
論
の
中
で
は
決
し
て
要
求
さ
れ
も
せ
ず
'
保
証
さ
れ
も
し
な
い
｡

ヽ
ヽ
ヽ

｢わ
れ
を
忘
れ
｣
た
り

｢話
者
｣
と
共
に
で
あ
れ
と
い
う
こ
と
は
､
｢読
者
｣
が
別
の
見
方
も
し
う
る

一
個
の
独
立
し
た
人
格
で
あ
れ

と
い
う
こ
と
と
は
､
む
し
ろ
あ
い
容
れ
な
い
｡
そ
の
要
求
は
'
｢読
者
｣
に
自
己
を
空
し
-
す
る
こ
と
を
こ
そ
求
め
る
も
の
に
は
か
な
ら

な
い
｡
氏
の

｢読
者
｣
と
は
､
独
立
し
た
人
格
を
む
し
ろ
失
っ
た
､
作
品
の
要
求
ど
お
り
に
従
順
な
読
み
方
を
す
る
読
者
で
あ
る
｡

EiiZ
)

氏
が

｢読
者
｣
の
独
立
性
､
独
自
性
を
認
め
て
い
た
な
ら
ば
､
…m
で

指
摘
し
た
よ
う
な
重
層
構
造
の
崩
壊
は
防
ぎ
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡

nllH-

｢読
者
｣
に
対
し
て
固
有
の
独
立
し
た
レ
ベ
ル
を
割
り
当
て
ざ
る
を
え
な
-
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
氏
の
い
う

｢読
者
｣
は
そ
の

よ
う
な
固
有
の
レ
ベ
ル
を
割
り
当
て
ら
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
存
在
感
の
な
い
'
軽
い
存
在
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
'
簡
単
に
他
人
と

一
体
化

し

｢
わ
れ
を
忘
れ
｣
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
｡
･

ま
た
逆
に
い
え
は
'
氏
が
図
1
の

｢異
化
｣
で
か
ろ
う
じ
て
構
想
し
て
い
た
三
者
の
重
層
構
造
を
簡
単
に
崩
し
た
り
す
る
こ
と
な
-

一

貫
さ
せ
て
い
た
な
ら
は
'
氏
は
､
｢読
者
｣
の
独
立
性
'
独
自
性
を
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
な
に
し
ろ
へ
｢読
者
｣
に
対

し
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
レ
ベ
ル
を
割
り
当
て
る
こ
と
は
'
い
や
で
も

｢読
者
の
見
方
｣
の
相
対
的
独
立
性
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る

Ⅳけいnu

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
｡
氏
は
'
読
者
論
を
構
想
す
る
道
を
'
自
ら
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
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三

提
案

-
読
者
論
の
必
要
性
I

〈読
考
)
と
い
う
概
念
を
､
次
の
二
つ
に
分
割
し
よ
う
｡



読
者
1
-

作
品

(あ
る
い
は
作
者
)
が
想
定
す
る
読
者

読
者
2
-

現
実
の
読
者

こ
の
よ
う
に
分
割
し
た
上
で
'
西
郷
氏
の

｢読
者
｣
概
念
を
再
び
み
て
み
る
｡
二
節
で
私
は
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
｡

｢氏
は
'
作
品
の
要
求
す
る
通
り
に

r読
者
)
が
読
む
こ
と
を
第

1
義
的
に
重
要
だ
と
み
な
し
'
そ
の
よ
う
に
努
め
る
の
で
あ
る
｡

-
-
氏
の

『読
者
』
と
は
'
-
-
作
品
の
要
求
ど
お
り
に
従
順
な
読
み
方
を
す
る
読
者
で
あ
る
｡｣

｢作
品
の
要
求
ど
お
り
に
従
順
な
読
み
方
を
す
る
読
者
｣
が

(読
者
1
)
に
相
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
西
郷
氏
の

｢読
者
｣

と
は
､

(
読
者
1
)
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

(
読
者
2
)
は
'
氏
の
理
論
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
｡

た
と
え
は
､
先
の

〔例

こ

〔例
二
)
で
紹
介
し
た
氏
の
論
述
は
ど
う
か
｡

｢
(読
者
は
)
お
と
う
さ
ん
の
よ
う
す
を
見
て
い
る
人
間
-
-
の
立
場
に
な
っ
て
読
む
の
で
す
｡
-
-
話
者
の
語
り
を
通
し
て
'
話
者

と
お
な
じ
気
持
ち
で
そ
こ
に
居
あ
わ
せ
る
よ
う
な
体
験
を
す
る
わ
け
で
す
ね
｡｣

｢
-
-
い
く
ら
小
さ
い
と
は
い
え
､
こ
ん
な
時
に
む
ず
か
り
出
し
て
し
ょ
う
が
な
い
な
と
い
う
気
持
が
あ
る
で
し
ょ
う
｡｣

｢話
者
｣
と

｢
お
な
じ
気
持
ち
で
｣
､
い
い
か
え
れ
ば

｢話
者
｣
と

一
緒
に
な
っ
て

｢
し
ょ
う
が
な
い
な
｣
と
思
う
｡
こ
の
よ
う
な
読

み
方
を
す
る
の
は
､
(読
者
1
)
で
あ
る
｡
｢
と
こ
ろ
が
'
い
よ
い
よ
汽
車
が
は
い
っ
て
-
る
と
い
う
と
き
に
な
っ
て
-
-
｣
と
い
う

一
節

を
読
ん
だ
読
者
が

一
緒
に
な
っ
て

｢
し
ょ
う
が
な
い
な
｣
と
思
う
の
を
当
て
に
し
て
'
作
者
は
こ
の
一
節
を
書
-
｡
こ
の
と
き
作
者
は
'

そ
う
反
応
し
て
く
れ
る
読
者
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
西
郷
氏
は
'
こ
の
作
者
が
想
定
す
る
読
者
の
読
み
方
に
つ
い
て
論
じ
､
具
体

例
を
示
し
て
い
る
に
は
か
な
ら
な
い
｡

Eid

二
節
jI
の
･E
で
､
私
は
氏
の
次
の
論
述
を
引
用
し
た
｡

｢
1
殻
に
読
み
の
視
点
は
作
品
の
視
点
と
対
応
し
て
い
ま
す
.｣
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｢
-
･‥
そ
れ
ー｣
そ
が
す
な
お
な
読
み
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
｡｣

｢作
品
の
視
点
｣
と
同
じ
視
点
で
読
む
読
者
と
は
'
(
読
者
1
)
で
あ
る
｡
氏
は
要
す
る
に
'
作
品
の
指
示
ど
お
り
､
忠
実
に
読
め
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
(読
者
I
V
の
読
み
方
を

｢す
な
お
な
読
み
｣
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
氏
は

｢す
な
お
な
読
み
｣
を
す

る

(読
者
1
)
で
あ
れ
と
｣
読
者
に
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
'
(読
者
2
)
は
'
必
ず
し
も
そ
う
読
む
と
は
限
ら
な
い
｡
(読
者
2
Y
は
､
必
ず
し
も

(読
者
I
V
と
同
質
で
は
あ
り
え
な
い
｡

(読
者
2
).
は
り
(
読
者
I
V
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
｡
(読
者
I
V
と
は
異
な
る
文
化
状
況
に
お
い
て
生
き
'
独
自
の
関

心
領
域
を
も
ち
'
そ
の
中
で
も
の
を
知
り
考
え
る
存
在
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
'
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
う
る
自
由
と

権
利
を
も

っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
｡

(読
者
2
Y
は
､
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
読
む
で
あ
ろ
う
｡

(例
1
)

｢ゆ
み
子
｣
の
両
親
は
､
娘
の

｢
ひ
と
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
｣
と
い
う
欲
求
の
真
の
原
因
を
正
し
-
洞
察
し
え
て
い
な
い
｡

た
と
え
は
､.
rゆ
み
子
｣
は
出
征
す
る
父
親
を
見
送
り
に
行
-
途
中
'
母
親
が
父
親
の
た
め
に
用
意
し
た
握
り
飯
を

｢
み
ん
な
た
べ
て

し
ま
｣

っ
た
｡
そ
れ
な
の
に
'
｢
い
よ
い
よ
汽
車
が
は
い
っ
て
-
る
七
い
う
と
き
に
な
っ
て
'
ま
た
｣
｢
ひ
と
つ
だ
け
ち
ょ
う
だ
い
｣
と
言

い
出
し
た
｡

ヽ
ヽ
ヽ

｢
み
ん
な
た
べ
て
し
ま
｣

っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
､
握
り
飯
は
複
数
個
あ
､っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
幼
児
で
あ
る

｢ゆ
み
子
｣
が
本
来
大
人

の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
た
握
り
飯
を
複
数
個

｢
み
ん
な
｣
食
べ
て
し
ま
え
ば
､
も
う
満
腹
す
る
は
ず
で
あ
る
｡
通
常
､
幼
児
の
食
事
量

な
ど
知
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
.せ
い
ぜ
い
大
人
の
半
量
程
度
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
｢
ゆ
み
子
｣
が
こ
の
上
に
ま
だ
食
べ
物
を
欲
し
が
る

と
い
う
こ
と
は
'
空
腹
ゆ
え
と
は
思
え
な
い
｡
む
し
ろ
他
の
原
因
､
特
に
何
ら
か
の
精
神
的
原
因
を
こ
そ
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
証
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拠
に
'
あ
れ
ほ
ど

｢
ひ
と
つ
だ
け
､
ひ
と
つ
だ
け
｣
と
い
っ
て
い
た
の
が
､
た
っ
た

一
輪
の
花
で
満
足
L
t
も
は
や
も
の
を
要
求
し
な
-

な
る
で
は
な
い
か
｡

｢
ゆ
み
子
｣
は
常
日
頃
､
い
も
や
カ
ボ
チ
ャ
を
自
分
の
分
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
'
｢
ひ
と
つ
だ
け
｣
と
い
っ
て
母
親
か
ら
分
け
て
も
ら

っ
て
い
た
と
い
う
｡
こ
の
種
の
食
物
を
何
切
れ
か
食
べ
ら
れ
れ
ば
､
幼
児
と
し
て
は
格
別
飢
え
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
｡
に
も
か
か

わ
ら
ず
'
両
親
は
請
わ
れ
る
ま
ま
に
食
物
を
与
え
る
と
い
う
行
為
を
-
り
返
し
､
し
か
も
充
分
に
食
物
を
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で

娘
を
不
偶
に
思
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

幼
児
の
食
事
量
を
的
確
に
把
握
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
も
､
精
神
的
原
因
を
も
含
め
て
広
-
原
因
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
い

う
点
で
も
'
両
親
は
だ
め
で
あ
る
｡
愚
か
で
あ
る
｡
あ
る
の
は
盲
愛
だ
け
で
あ
る
｡
子
育
て
の
知
恵
が
無
い
｡
｢
ひ
と
つ
の
花
｣
は
'
こ

れ
で
は
愚
か
な
親
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
｡

(例
2
)

こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
戦
争
状
況
は
､
ま
だ
ず
い
分
ゆ
と
り
が
あ
り
t
の
ん
気
で
あ
る
｡
な
ぜ
か
｡

①
食
糧
が
乏
し
い
と
い
っ
て
も
'
ま
だ

｢
お
い
も
や
'
ま
め
や
､
カ
ボ
チ
ャ
｣
が
あ
る
｡
し
か
も
特
別
の
場
合
に
は
'
米
の
飯
ま
で
食

べ
ら
れ
る
｡
戦
前
の
日
本
で
ふ
だ
ん
米
の
飯
や

｢
キ
ャ
ラ
メ
ル
だ
の
'
チ
ョ
コ
レ
I
-
だ
の
｣
を
食
べ
ら
れ
る
階
層
は
限
ら
れ
て
い
た
｡

そ
う
し
た
も
の
が
食
べ
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
も
'
戦
時
中
の
食
糧
事
情
の
苦
し
さ
の
証
明
に
は
な
る
ま
い
｡
む
し
ろ
､
食
糧
流
通
の

国
家
統
制
が
敷
か
れ
て
い
た
戦
時
中
は
､
国
民
は
平
均
し
て
物
を
食
べ
ら
れ
た
と
す
ら
い
え
る
｡
敗
戦
後
の
国
家
統
制
が
崩
れ
た
時
期
の

食
糧
事
情
の
方
が
､
よ
ほ
ど
悪
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡

②
父
親
は
､
｢
い
っ
た
い
大
き
く
な
っ
て
ど
ん
な
子
に
そ
だ
つ
だ
ろ
う
｣
と
娘
の
将
来
を
案
じ
て
い
る
｡
ま
だ
の
ん
気
な
も
の
で
あ
る
｡

娘
の
将
来
を
案
ず
る
だ
け
の
余
裕
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
明
日
の
命
す
ら
保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
切
迫
し
た
生
存
の
危
機
に
お
い
て
は
'
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こ
の
よ
う
な
セ
リ
フ
は
と
て
も
出
て
は
こ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
戦
争
末
期
の
沖
縄
戦
の
と
き
'
住
民
は
こ
ん
な
セ
リ
フ
を
語
れ
る

か
｡
あ
る
い
は
敗
戦
前
後
'
旧
満
州
に
お
い
て
ソ
連
軍
に
追
わ
れ
て
逃
げ
ま
ど
っ
た
人
々
は
へ
そ
の
と
き
こ
ん
な
心
配
を
す
る
暇
が
あ
っ

た
か
｡
今
日
を
生
き
の
び
る
こ
と
が
す
べ
て
で
あ
る
｡
将
来
に
わ
た
っ
て
娘
が
生
き
の
び
ら
れ
る
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
'
将
来
を
案

ず
る
こ
と
な
ど
お
笑
い
草
で
あ
る
｡
戦
争
末
期
で
す
ら
'
本
土
の
住
民
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
案
ず
る
ゆ
と
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
幸
せ
を
こ
そ
'
人
は
思
う
べ
き
で
あ
る
｡

(読
者
2
)
は
'
以
上
の
よ
う
な
自
分
の
読
み
方
と
対
比
し
て
､
こ
の
作
品
に
つ
い
て
'
と
り
わ
け
こ
の
作
品
が
当
て
に
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
読
者
=
(読
者
1
)
に
つ
い
て
考
え
る
｡
次
の
よ
う
に
で
あ
る
｡

こ
の
作
品
は
､
戦
争
末
期
の
生
活
と
戦
後
の

｢平
和
｣
な
生
活
と
を
対
照
さ
せ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
前
者
の
辛
さ
苦
し
さ
を
際
立
た
せ
る

と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
戦
後
の
我
国
で
戦
争
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
と
き
の
常
套
的
な
手
法
で
あ
っ
た
｡
個
々
人

が
体
験
し
た
辛
さ
苦
し
さ
を
と
り
立
て
て
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
'
も
う
戦
争
は
嫌
だ
と
い
う
厭
戦
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
｡
人
は
'
種
々

に
語
り
継
が
れ
る
戦
争
末
期
の
悲
話
を
聞
き
身
に
つ
ま
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
戦
争
が
個
人
に
も
た
ら
す
辛
苦
と
悲
惨
ゆ
え
に
戦
争
を
忌
み

厭
う
思
い
を
分
か
ち
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

(読
者
1
)
は
ま
さ
に
こ
の
種
の
読
者
で
あ
る
と

(
読
者
2
)
は
思
う
｡
｢す
な
お
｣
に

｢ゆ
み
子
｣
の
両
親
の
苦
衷
を
察
し
胸
を
痛

打
る
｡

1
輪
の
コ
ス
モ
ス
の
花
を
残
し
て
出
征
し
た
父
親
の
思
い
に
共
感
し
､
戦
争
の
惨
禍
を
越
え
て
花
開
い
た
コ
ス
モ
ス
の
群
生
に
父

親
の
愛
情
を
見
る
｡
た
と
え
は
西
郷
氏
の
次
の
よ
う
な
読
み
方
は
､
そ
の
典
型
で
あ
る
｡

｢
(戦
争
の
-
-
引
用
者
註
)
悲
惨
さ
､
苛
酷
さ
'
そ
う
い
う
非
人
間
性
と
い
う
も
の
を
'
や
っ
ぱ
り
具
体
的
に
把
え
さ
し
て
い
-
0

-
-
二
番
目
に
は
'
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
い
か
に
戦
争
と
い
う
悪
魔
の
力
を
持

っ
て
し
て
も
'
-
-
愛
の
力
と
い
う
も
の
は
､
減
す
事
は

カ■‖u

で
き
な
い
｡
平
和
へ
の
願
い
と
い
う
の
は
､
押
し
潰
す
こ
と
は
で
き
な

い

｡

｣
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さ
ら
に

(読
者
2
)
は
思
う
｡

(読
者
I
V
は
､
戦
争
に
関
す
る
事
実
を
ろ
-
に
知
ら
な
い
｡
当
時
の
こ
と
を
充
分
に
知

っ
て
い
る
読
者
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
､
こ
の

よ
う
に
ず
さ
ん
な
事
実
関
係
に
基
づ
-
作
品
で
は
説
得
力
を
も
て
な
い
で
あ
ろ
-
｡
た
と
え
ば

(例
2
)
①
で
指
摘
し
た
よ
う
な
､
当
時

の
食
糧
事
情
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
が
あ
る
｡
あ
る
い
は
ま
た
､
町
が
空
襲
で
焼
か
れ
た
時
期
の
問
題
が
あ
る
｡
町
が
空
襲
の
対
象
に
な

っ
た
の
は
昭
和
二
十
年
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
り
､
そ
の
頃
父
親
が
出
征
し
た
と
す
れ
ば
'
コ
ス
モ
ス
の
花
な
ど
咲
く
季
節
は
な
い
｡
も

っ
と
も
寒
冷
地
で
は
'
春
に
コ
ス
モ
ス
が
咲
い
た
り
す
る
の
で
'
そ
う
な
る
と
こ
の
作
品
の
場
面
は
そ
の
辺
り
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

(読
者
2
)
は
､
こ
の
よ
う
に
い
い
加
減
な
戦
争
認
識
で
ど
う
し
て
戦
争
を
扱
う
作
品
が
書
け
る
か
と
思
う
｡
事
実
関
係
の
構
成
の
粗

さ
に
し
ら
け
て
し
ま
う
｡
こ
の
よ
う
な
粗
さ
に
気
づ
か
ず
'
そ
れ
が
気
に
な
ら
な
い
読
者
の
み
が
､
こ
の
作
品
を
読
ん
で
納
得
で
き
る
の

で
あ
る
｡

(読
者
I
V
と
は
そ
う
し
た
読
者
だ
と
'
(読
者
2
)
は
思
う
｡

(読
者
2
)
は
た
と
え
は
武
田
龍
夫
氏
の

｢嵐
の
中
の
北
欧
｣
(昭
和
六
十
年
四
月
発
行

･
中
央
公
論
社
)
と
い
う
本
を
思
い
お
こ
す
｡

そ
し
て
､
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
フ
ィ
ン
ラ
ソ
ド
の
冬
戦
争
の
状
況
と
'
そ
れ
を
戦
っ
た
人
々
の
認
識
と
行
動
と
を
み
る
と
き
'
戦
争
が

個
人
に
も
た
ら
す
辛
苦
と
悲
惨
ゆ
え
に
戦
争
を
忌
み
厭
う
と
い
-
発
想
の
底
の
浅
さ
を
感
ず
る
｡
自
国
の
存
亡
と
個
人
の
生
活
の
平
和
と

の
関
係
を
幻
想
で
は
な
-
現
実
的
に
つ
き
つ
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
､
疑
問
に
思
う
｡
｢
ひ
と
つ
の
花
｣
は
'
自
国
の
独
立

が
失
わ
れ
､
自
分
た
ち
の
文
化
と
土
地
を
失
う
と
い
う
苛
酷
な
敗
戦
体
験
を
経
な
か
っ
た
国
に
お
い
て
だ
か
ら
こ
そ
､
書
か
れ
､
読
ま
れ

る
に
す
ぎ
な
い
と
､
(読
者
2
)
は
思
う
｡

以
上
の
よ
う
な

(読
者
2
)
の
読
み
方
は
'
-
り
返
す
が
､
西
郷
氏
の
理
論
で
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
｡
私
は
､
図
3
の
よ
う
な
構
造

に
お
い
て

(
読
者
2
)
を
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
TU
考
え
る
｡

(読
者
2
)
は
作
品
を
読
ん
で
､
そ
の
作
品
を
分
析
す
る
｡
そ
の
と
き

(読
者
2
)
は
､
単
に
そ
の
作
品
の
内
部
構
造
'
た
と
え
ば
祝
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点
が
ど
こ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
と
か
'
ど
の
よ
う
な
象
徴
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
と

い
う
こ
と
だ
け
を
分
析
す
る
の
で
は
な
い
｡
そ
う
し
た
種
々
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
'
そ

の
作
品
が

一
体
ど
の
よ
う
な
読
ま
れ
方
を
期
待
し
て
い
る
の
か
'
い
い
か
え
れ
ば
､
ど
の
よ
う
な

読
者
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
も
想
定
す
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
(読
者
2
)
は
､
図

3
の
点
線
枠
の
内
部
構
造
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が

(読
者
2
)
の
仕
事
で
あ
る
｡

西
郷
氏
が
文
芸
理
論
と
そ
れ
に
基
づ
Y
読
解
指
導
論
を
構
想
す
る
と
き
に
視
野
に
入
れ
て
い
た
の
は
､
図
3
の
う
ち
点
線
枠
の
範
囲
に

す
ぎ
な
い
｡
そ
の
点
線
枠
の
部
分
を
外
か
ら
見
る

(読
者
2
)
の
存
在
は
､
排
除
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
へ
よ
り
正
確
に
い
え
は
'
氏
は

(読
者
1
)
と

(読
者
2
)
と
を
分
割
し
､
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
認
め
た
上
で
両
者
を
関
係
づ
け
る
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
｡
氏
は
'
作
品
を
正
し
-
読
め
ば

(読
者
I
V
の
よ
う
な
読
み
方
を
だ
れ
も
が
す
る
は
ず
で
あ
り
'
ま
た
'
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
た
｡
そ
し
て
､
だ
れ
も
が

(読
者
I
V
で
あ
れ
と
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
作
品
の
内
部
構
造
を
分
析
す
る
と
'
そ
の
作
品

を
ど
う
読
む
べ
き
か
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
基
準
が
明
ら
か
に
な
る
｡
そ
の
基
準
が
読
者
に
読
み
方
を
指
定
す
る
｡
そ
の
基
準
を
客
観
的

に
明
確
化
す
る
こ
と
が
'
氏
の
文
芸
理
論
の
使
命
で
あ
っ
た
｡

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
も
､
も
と
も
と
こ
う
し
た
発
想
の
も
と
に
'
読
者
が

(読
者
I
V
に
な
ら
ん
と
す
る
目
的
に
奉
仕
す
る
た
め
に

作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
(読
者
2
)
の
読
み
の
自
由
と
固
有
の
役
割
を
論
ず
る
に
は
､
自
ら
限
界
が
あ

っ
た
の
で

あ
る
｡

｢同
化

･
異
化
｣
が
読
者
の
読
み
の
活
動
に
つ
い
て
の
用
語
で
あ
り
な
が
ら
'
実
例
に
お
い
て
き
わ
め
て
狭
い
不
自
由
な
読
み
し

か
出
て
こ
な
い
の
は
'
そ
の
限
界
ゆ
え
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'

1
万
で
は
｢､
｢
ひ
と
つ
の
花
｣
が
こ
れ
ま
で
読
ま
れ
て
き
た
仕
方
は
殆
ど
氏
の
示
し
た
よ
う
な
仕
方
と
大
差
な
く
'

多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
氏
の
読
み
方
が
支
持
さ
れ
て
き
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
(
読
者
-
)
と

(
読
者
2
)
と
の
際
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立
っ
た
対
立
が
殆
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
｡
こ
れ
は
､
こ
の
作
品
が

(読
者
2
)
の
お
か
れ
て
い
る
時
代
に
お
け
る
常

識
的
な
'
通
念
と
し
て
の

｢戦
争
と
平
和
｣
観
に
立

っ
て
書
か
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
通
念
の
問
題
､
限
界
を
自
覚
し
'
そ
れ
に
抵

抗
し
て
書
か
れ
た
作
品
は
､
少
な
か
ら
ず

(
読
者
I
V
と

(読
者
2
)
と
の
対
立
を
ひ
き
お
こ
す
｡
(読
者
2
)
は
非
常
に
抵
抗
を
感
ず

る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
点
'
｢
ひ
と
つ
の
花
｣
は
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
常
識
的
な
発
想
の
も
と
に
書
か
れ
た
と
い
え
る
｡

西
郷
氏
が
自
分
の
読
み
方
を
'
ま
さ
に
作
品
の
側
が
要
求
す
る
通
り
の
正
し
い
読
み
方
だ
と
L
t
普
遍
的
な
読
み
方
だ
と
し
た
の
は
'

作
品
の
内
部
構
造
を
分
析
し
た
結
果
ゆ
え
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
｡
氏
自
身
も
､
ま
た
多
-
の
人
々
も
､
観
念
的
に

(読
者
1
)
と

(
読

者
2
)
と
の
対
立
を
体
験
し
え
な
か

っ
た
と
い
-
こ
と
で
も
あ
る
｡
つ
ま
り
き
わ
め
て
同
質
的
な
文
化
状
況
に
お
い
て
同
様
の
通
念
を
共

有
し
え
て
い
た
が
ゆ
え
な
の
で
あ
る
｡
氏
の
読
み
方
を
支
持
し
て
い
る
の
は
'
作
品
の
内
部
構
造
だ
け
で
は
あ
り
え
な
い
｡
そ
れ
だ
け
で

は
不
当
に
狭
い
見
方
で
あ
り
､
錯
覚
で
あ
る
｡
読
者
た
ち
の
共
有
す
る
同
質
的
な
文
化
が
'
そ
れ
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(読
者
1
)
と

(読
者
2
)
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
同
質
性
と
異
質
性
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
氏
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
で

は
'
こ
の
分
析
が
全
く
欠
落
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

(註
)

川

西
郷
竹
彦

『西
郷
竹
彦
文
芸
教
育
著
作
集

第
二
巻
J
(
1
九
七
五
年

〓

月
刊
･
明
治
図
書
)

1-8
-
畑貢
｡
教
科
書
で
は
一
般
に

｢
ひ
と

つ
の
花
｣
で
は
な
く
へ
｢
l
つ
の
花
｣
と
い
う
題
に
な
っ
て
い
る
｡

(※
以
下

茜

郷
竹
彦
文
芸
教
育
著
作
集
J
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
'
巻

数
と
貢
数
の
み
記
す
｡)

脚

第
二
巻
'

E3貢
｡

川

第

l
七
巻

tM
～
謝
貢
｡
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仙

第
二
巻
､
Nz
;質
.

愉

第
二
巻
､
珊
貢
｡

㈲

第
二
巻
､
淵
貢
｡

S

第
二
巻
､
54
貢
｡

㈱

｢視
点
人
物
｣
が

｢対
象
人
物
｣
と

一
体
化
し
て
独
自
の
存
在
で
な
-
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
の
批
判
は
'
次
の
拙
論
で
既
に
行
な

っ
た
｡｢

r視
点
』
と
い
う
比
倫
の
限
界
-

視
覚
は
心
で
は
な
い
-

｣
(r国
語
教
育
研
究
し
第

川集
･
昭
和
五
五
年
九
月
刊

･
日
本
国
語
教
育
学

会)
㈱

西
郷
竹
彦

｢文
芸
の
授
業
と
視
点
論
｣
(¶文
芸
教
育
し
26
号

･
昭
和
五
四
年
五
月
刊

･
明
治
図
書
)
19
貢
｡

㈹

同
右
､
9
貢
｡

仙
以
上
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
の
混
乱
に
つ
い
て
の
分
析

･
批
判
は
､
次
の
先
行
研
究
論
文
と
共
通
の
性
格
を
も
つ
と
思
う
｡

宇
佐
美
寛

｢
r同
化
J
･
r異
化
』
概
念
の
粗
雑

･
混
乱
｣
(P文
芸
教
育
)
37
号

･
昭
和
五
八
年

1
月
刊

･
明
治
図
書
)

共
通
で
あ
る
の
は
､
｢対
象
人
物
｣
｢視
点
人
物

(話
者
)｣
｢読
者
｣
の
重
層
構
造
に
お
い
て
'
西
郷
氏
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
の
混
乱
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
｡
｢同
化

･
異
化
｣
概
念
の
分
析
に
関
す
る
先
行
研
究
は
'
右
の
論
文
以
外
に
は
め
ぼ
し
い
も
の
は
無
い
｡

し
か
し
､
こ
の
拙
論
は
'
｢読
者
｣
概
念
の
分
析
に
至
り
'
そ
の
分
析
に
お
い
て
西
郷
氏
の

｢同
化

･
異
化
｣
概
念
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し

た
点
で
'
先
行
研
究
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡

㈹

第
二
巻
t

m
～
m貢
.
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