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テ
ク
ス
ト
と
は
何
か

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
読
み
方
の
再
構
築

平

能

一

創

一

は
じ
め
に

テ
ク
ス
ト
と
は
何
か
。
こ
の
答
え
を
巡
っ
て
多
く
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き

た
け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
こ
の
問
題
は
多
く
の
臆
断
と
謬
見
と
混
乱
と
を
孕

ん
で
い
る
。
殊
に
近
代
文
学
に
お
い
て
は
校
異
の
由
来
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い

う
特
殊
な
事
情
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
が
根
本
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
の
在
り
方
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
い
か
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
か
を
論
じ
て
、

以
て
「
テ
ク
ス
ト
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
対
す
る
一
提
言
と
し
た
い
。
ま

た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
と
い
う
作
品
を
い
か
よ
う
に
読
む
べ

き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
。

二

テ
ク
ス
ト
の
定
義

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
議
論
す
る
前
に
、
以
下
の
三
種

の
テ
ク
ス
ト
を
一
般
的
に
定
義
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
原
本
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
作
者
自
筆
の
手
稿
を
指
し
、
刊
本

で
あ
れ
ば
初
版
や
初
出
の
も
の
を
充
て
る
こ
と
も
あ
る
。
一
般
的
に
、
作
者
の

意
図
が
も
っ
と
も
よ
く
現
れ
て
い
る
の
は
原
本
で
あ
る
。
近
代
文
学
で
は
時
代

が
近
い
た
め
に
作
者
自
筆
の
原
稿
が
残
っ
て
い
る
場
合
も
多
く
、
そ
れ
が
な
く

と
も
作
者
自
身
が
刊
本
に
介
入
し
え
た
と
い
う
状
況
か
ら
、
き
わ
め
て
容
易
に

原
本
の
形
態
を
提
示
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
近
代
文
学
の
場
合
で
も
、
原
本
や
手
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
多
い
な
が
ら
も
、
草
稿
と
完
成
稿
と
が
渾
然
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
原
本

を
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
、
実
は
非
常
に
困
難
を
伴
う
場
合
が
多
い
。
し

た
が
っ
て
、
残
っ
て
い
る
諸
写
本
や
錯
綜
し
た
原
稿
を
整
理
し
、
原
本
を
復
元

し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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第
二
は
、
原
本
が
現
存
し
て
い
な
い
場
合
に
、
現
存
す
る
諸
本
の
形
態
か
ら

作
者
の
意
向
を
も
っ
と
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
は
ず
の
原
本
へ
向
か
っ
て
、
遡

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
遡

源
テ
ク
ス
ト
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
本

文
批
判
に
お
い
て
そ
の
結
論
と
な
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
種
々
の

異
同
を
校
合
し
な
が
ら
、
作
者
自
身
の
書
い
た
「
完
成
稿
」、
つ
ま
り
原
本
を

再
建
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
遡
源
テ
ク

ス
ト
は
決
し
て
原
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
本
は
あ
く

ま
で
目
標
に
す
ぎ
ず
、
原
本
が
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
再
建
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト

が
原
本
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
手
立
て
は
一
切
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

唯
一
の
遡
源
テ
ク
ス
ト
を
確
定
し
う
る
場
合
は
稀
で
あ
り
、
様
々
な
異
読
を
生

じ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
遡
源
テ
ク
ス
ト
と
は
理
念
的
な
存
在
で
あ
る
。

第
三
に
、
原
本
が
伝
承
さ
れ
る
過
程
で
、
何
ら
か
の
理
由
か
ら
そ
の
形
態
に

変
化
を
生
じ
た
場
合
の
、
そ
の
各
々
の
段
階
の
テ
ク
ス
ト
、
な
い
し
そ
の
テ
ク

ス
ト
の
全
体
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
伝
承
テ
ク
ス
ト
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ

う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
作
者
の
手
を
離
れ
た
作
品
が
現
在
に
向
か
っ
て
伝
承
さ

れ
て
き
た
過
程
を
跡
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
近
代
文
学
で
は
問
題
に
な
り
に
く
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
理
由

と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
作
品
の
成
立
か
ら
、
伝
承
と
呼
び
う
る
ほ
ど
の
時
間
が

経
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
古
の
物
語
文
学
に
お

け
る
場
合
と
は
違
っ
て
、
現
在
で
は
、
作
者
以
外
の
人
間
が
作
品
に
手
を
入
れ

る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
行
な
う
べ
か
ら
ざ
る
禁
忌
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一

般
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
文
学
作
品
は
、
作

品
の
内
容
に
関
わ
る
ほ
ど
の
異
文
を
生
じ
に
く
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
伝
承
テ
ク

ス
ト
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
必
要
も
殆
ど
生
じ
て
い
な
い
。

三
『
新
校
本
全
集
』
の
自
己
矛
盾

以
上
の
ご
と
き
テ
ク
ス
ト
の
定
義
に
、
以
下
に
引
用
す
る
入
沢
氏
の
指
摘
を

当
て
は
め
る
と
あ
る
奇
妙
な
自
己
矛
盾
が
生
じ
る
。
氏
は
、
み
ず
か
ら
も
編
纂

委
員
の
一
人
と
し
て
作
業
に
加
わ
っ
た
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』（
以
下
『
新

校
本
全
集
』
と
略
記
）
の
あ
る
箇
所
と
、
そ
れ
以
前
の
種
々
の
全
集
の
そ
れ
に

対
応
す
る
箇
所
と
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

１

。

《
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
編
纂
者
は
、
い
ず
れ
も
真
摯
な
努
力
を
傾
け

て
、
良
き
本
文
の
決
定
を
目
指
し
て
い
た
》
と
い
う
点
で
、
各
編
纂
者
に

と
っ
て
の
こ
の
箇
所
の
《
そ
の
時
点
で
の
》
最
良
の
テ
ク
ス
ト
と
は
、
ま

さ
に
こ
れ
ら
の
形
だ
っ
た
の
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
し
か
し
、
作
者
で
な
いマ

マ

も
の
が
『
決
定
稿
を
作
る
』
と
い
う
の
は
奇
妙
な
話
だ
し
、
こ
と
が
《
生
々

転
化
》
を
本
質
と
し
て
い
る
賢
治
作
品
に
関
わ
る
こ
と
で
は
、
な
お
の
こ

と
奇
異
な
感
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
れ
以
前
の
テ
ク
ス
ト
編
纂
者
は
、
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
真
摯
で

あ
り
、
そ
の
時
点
で
の
最
良
の
テ
ク
ス
ト
を
作
っ
た
け
れ
ど
も
、
作
者
で
な
い

も
の
が
決
定
稿
を
作
る
の
は
「
奇
妙
な
話
」
な
の
で
、『
新
校
本
全
集
』
の
よ

う
な
本
文
批
判
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
入
沢
氏
は
、

『
新
校
本
全
集
』
以
前
の
テ
ク
ス
ト
は
「
混
乱
し
錯
誤
を
犯
し
て
」
し
ま
っ
た

も
の
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る

２

。

先
述
の
三
種
の
テ
ク
ス
ト
を
入
沢
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
倣
え
ば
、『
銀
河
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鉄
道
の
夜
』
の
場
合
、
原
本
は
原
稿
の
こ
と
で
あ
り
、
遡
源
テ
ク
ス
ト
は
『
新

校
本
全
集
』
の
こ
と
で
あ
り
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
は
『
新
校
本
全
集
』
よ
り
も
前

の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
み
ず
か
ら
の
『
新
校
本
全
集
』
で
さ
え
も
原
理
的
に

は
混
乱
や
錯
誤
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
を
排
除
し
き
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
、

ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
新
校
本
全
集
』
も
本
質
的
に
は
伝
承

テ
ク
ス
ト
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
テ
ク
ス
ト
も
そ

の
意
図
か
ら
す
れ
ば
遡
源
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
新
た
な
遡

源
テ
ク
ス
ト
の
出
現
に
よ
っ
て
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
一
部
へ
と
追
い
遣
ら
れ
て
い

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
遡
源
テ
ク
ス
ト
は
原
本
と
同

一
で
は
な
い
。
こ
の
点
が
肝
要
で
あ
る
。
か
よ
う
な
理
由
か
ら『
新
校
本
全
集
』

と
い
う
遡
源
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
原
理
的
に
は
伝
承
テ
ク
ス
ト
に
追
い
遣
ら
れ
る

可
能
性
を
排
除
し
え
な
い
。

こ
の
原
因
は
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
場
合
、
原
本
の
複
層
性
に
あ
る
。
遡

源
テ
ク
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
伝
承
テ
ク
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
、
何
ら
か
の
選
択
を
行

な
っ
た
テ
ク
ス
ト
は
も
は
や
原
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
様
々
に
錯
綜
し
た
原

本
か
ら
ど
の
部
分
の
読
み
を
選
び
出
す
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
複
層
性
の
ゆ
え
に

種
々
の
本
文
が
生
じ
て
く
る
。『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
伝
承
テ
ク
ス
ト
を
こ
の

よ
う
に
位
置
付
け
る
と
、『
新
校
本
全
集
』
も
ま
た
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
と
い
う
、

原
本
か
ら
種
々
の
読
み
を
選
択
し
た
結
果
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
新
校
本
全
集
』
以
前
の
遡
源
テ
ク
ス
ト
を
批
判
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
た
、

そ
の
批
判
が
成
功
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
み
ず
か
ら
の
遡
源
的
価
値
も
ま
た
同
様

に
失
わ
れ
る
、
と
い
う
自
己
矛
盾
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
先
の
入
沢
氏
の
提
言
に

従
う
と
、
こ
の
自
己
矛
盾
の
た
め
に
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
テ
ク
ス
ト
は
確
定

し
え
な
く
な
り
、
作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
読
む
価
値

の
あ
る
テ
ク
ス
ト
や
そ
の
読
み
方
の
あ
る
べ
き
形
を
描
き
え
な
い
か
ら
で
あ

る
３

。こ
の
矛
盾
を
解
く
た
め
に
は
、
理
論
上
は
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
価
値
が
認
め

ら
れ
れ
ば
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
テ
ク
ス
ト
、
お
よ
び
そ
れ
に

つ
い
て
の
研
究
の
価
値
を
認
め
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
一
種
で
あ
る
『
新
校
本
全

集
』
を
現
段
階
で
の
最
先
端
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、『
新
校
本
全
集
』
の
読

み
は
一
定
の
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
読
み
の

ひ
と
つ
と
し
て
原
本
の
読
み
へ
と
置
き
換
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
く
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
と
い
う
作
品
に

と
っ
て
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
は
い
か
な
る
価
値
を
持
っ
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
で

あ
る
。
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
価
値
は
一
般
的
か
つ
無
条
件
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
う

る
も
の
で
は
な
い
。『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
と
い
う
作
品
の
在
り
方
に
と
っ
て
伝

承
テ
ク
ス
ト
と
い
う
も
の
が
何
ら
か
の
価
値
や
必
然
性
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ

な
け
れ
ば
、
認
め
ら
れ
え
な
い
類
の
も
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
ま
ず
こ
れ
ら
の

問
題
の
形
式
的
な
面
を
取
り
上
げ
る
。

四

四
次
芸
術
と
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
必
然
性

文
学
作
品
の
成
立
は
、
一
回
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
複
層
的
で
あ
る
か
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
。

近
代
文
学
の
場
合
に
限
っ
て
言
え
ば
、
多
く
一
回
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
原

本
を
唯
一
に
確
定
で
き
、
作
者
が
完
成
稿
と
認
め
た
、
あ
る
い
は
認
め
た
も
の

で
あ
る
は
ず
の
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
と
い

― ４１ ―



う
も
の
を
想
定
す
る
必
要
は
ま
ず
な
く
、
遡
源
テ
ク
ス
ト
を
本
文
批
判
に
よ
っ

て
再
建
す
る
必
要
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
作
品
で
は
そ
の
読
み
方
も
一
回
的
で
あ
る
。
唯
一
の
テ
ク
ス
ト

を
読
み
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
み
論
じ
れ
ば
、
作
品
の
全
体
を
論
じ
た
こ
と
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
幾
度
も
読
み
返
し
た
り
、
複
数
の
読
者
が
読
ん
だ
場
合
に
は
、

複
数
の
読
み
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

一
回
的
な
も
の
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
ず
、
た
と
え
内
容
の
上
で
は
複
数
の
読
み

が
あ
る
と
し
て
も
、
形
式
的
に
は
な
お
一
回
的
で
あ
る
。

改
版
や
単
行
本
化
の
際
に
異
文
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
作

品
の
本
質
に
関
わ
る
ほ
ど
の
書
き
換
え
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
作
者
に
よ

る
も
の
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
来
歴
や
詳
細
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

個
々
の
書
き
換
え
を
そ
れ
ぞ
れ
に
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
検
討
に
お
い
て
は
、
形
式
的
に
は
や
は
り
一
回
的
な
テ
ク
ス
ト
が
複
数
あ
る

と
見
做
せ
ば
充
分
で
あ
る

４

。

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
場
合
を
検
討
し
よ
う
。
遺
さ
れ
て
い
る
手
稿
に
は
多

く
の
書
き
入
れ
と
書
き
換
え
が
あ
る
。
破
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
存
在

す
る
。
数
種
の
用
紙
と
数
種
の
ペ
ン
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
複
数
回
の
手

入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
つ
ま
り
、
原
本
そ
の
も
の
が
複
層
的
に

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
手
入
れ
を
整
理
す
る
必
要
が
生
じ
、

本
文
批
判
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
が
幾
度
も
繰
り
返
し
行
な
わ
れ
た
た
め
に
、

前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
た
。
つ
ま
り
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は

近
代
文
学
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
古
典
文
学
の
よ
う
な
伝
承
的
な
在
り
方

５

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
単
に
推
敲
が
複
雑
で
あ

る
と
か
、
生
前
に
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
と
か
い
っ
た
理
由
か
ら
生
じ
た
だ
け
で

は
な
い
。
様
々
な
場
面
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
複
層
的
な

作
品
の
在
り
方
こ
そ
、
賢
治
の
目
指
し
た
「
四
次
芸
術
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
は
じ
め
て
、
先
に
引
用
し
た
入
沢
氏
の
自
己
矛

盾
が
解
消
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
従
え
ば
、
一
連
の
本
文
批
判
と
伝

承
テ
ク
ス
ト
と
は
「
四
次
芸
術
」
と
い
う
意
図
の
下
に
は
必
然
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
必
然
性
が
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
原
本
の
読
み

に
置
き
換
え
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
。

五

四
次
芸
術
の
読
み

前
節
で
は
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
必
然
性
に
つ
い
て
の
問
題
の
形
式
的
な
面
を
論

じ
た
。
本
節
で
は
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
�
と
�

６

を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
読
み
と
そ
れ
ら
の
間
の
差
異
か
ら
何
を
読
み
取
り
う
る
か
を
論
じ
、
読
み
の

置
き
換
え
の
一
例
を
示
す
。

五
・
一
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」

中
村
氏
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
孤
独
や
そ
の
象
徴
す
る
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
７

。『
新
校
本
全
集
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
れ
ば
、
中
村
氏
の
参
照
し
た
テ
ク

ス
ト
は
、
７９
〜
８３
の
部
分
が
自
筆
ノ
ン
ブ
ル
の
飛
ん
で
い
る
２１
と
２２
と
の
間
に

挿
入
さ
れ
て
い
て
、
�
の
結
末
で
あ
る
７４
後
半
〜
７８
も
生
き
て
い
た
テ
ク
ス
ト

で
あ
り
、「
初
稿
」
の
テ
ク
ス
ト
に
も
触
れ
て
い
て
、
一
見
す
る
と
今
日
で
は

意
味
の
な
い
論
に
な
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
中
村
氏
の
指
摘
す
る

ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
孤
独
感
は
�
の
読
み
と
し
て
充
分
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
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こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
充
分
に
取
り
上
げ
る
に
値
す
る
も
の
に
な
る
。

具
体
的
に
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
、
中
村
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

�
に
は
多
く
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
独
白
が
あ
る

８

。
そ
こ
に
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
周

囲
に
対
す
る
言
い
訳
め
い
た
心
中
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ジ
ョ
バ
ン

ニ
の
父
親
を
馬
鹿
に
し
た
ザ
ネ
リ
に
対
し
て
「
ザ
ネ
リ
は
、
ど
う
し
て
ぼ
く
が

な
ん
に
も
し
な
い
の
に
、
あ
ん
な
こ
と
を
云
ふ
の
だ
ら
う
。
ぼ
く
の
お
父
さ
ん

は
、
わ
る
く
て
監
獄
に
は
い
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
」（
原
稿
１２
）
と
言
っ
た

り
、
母
親
の
病
気
に
対
し
て
「
お
母
さ
ん
は
、
ほ
ん
た
う
に
き
の
ど
く
だ
」「
ぼ

く
は
そ
れ
が
ど
ん
な
に
、
つ
ら
か
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
」（
１５
）
と
言
っ
た
り

し
て
い
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
生
活
が
決
し
て
楽
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

は
容
易
に
読
み
取
り
う
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
一
応
は
そ
の
現

実
を
受
け
止
め
な
が
ら
も
、
や
や
屈
折
し
た
感
情
を
抱
い
て
い
て
、
自
分
と
は

異
な
る
生
活
を
送
っ
て
い
る
周
囲
に
対
し
て
羨
望
と
僻
み
と
を
持
っ
て
い
る
。

特
に
際
立
っ
て
い
る
の
は
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
対
す
る
心
情
で
あ
る
。
�
の
段

階
で
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
友
達
で
は
な
い
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
自
身

が
「
ぼ
く
が
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
友
だ
ち
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
い
ゝ
だ
ら
う
」

（
１７
）
と
言
っ
て
い
る
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
「
決
し
て
ひ
と
の
悪
口
な
ど
云
は

な
い
。
そ
し
て
、
誰
だ
っ
て
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
を
わ
る
く
お
も
っ
て
ゐ
な
い
」（
同
）

よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
尊
敬
す
べ
き
級
長
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
級

長
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
単
に
尊
敬
す
る
の
み
で
は
な
い
。「
ぼ
く
は
ど
う
し
て
、

カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
や
う
に
生
れ
な
か
っ
た
ら
う
」（
同
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ジ

ョ
バ
ン
ニ
に
と
っ
て
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
羨
望
の
対
象
で
も
あ
る
。
�
の
ジ
ョ
バ

ン
ニ
は
、
こ
う
し
た
屈
折
し
た
心
情
を
持
っ
て
現
実
を
見
詰
め
て
い
る
と
言
え

る
。

あ
る
い
は
、
父
親
が
何
ら
か
の
不
法
行
為
の
た
め
に
収
監
さ
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
母
親
の
た
め
に
牛
乳
を
貰
い
に
い
っ
た
も
の

の
冷
た
く
追
い
返
さ
れ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
逆
境
に
対
し
て
、
ジ
ョ
バ
ン

ニ
は
強
い
不
満
を
抱
き
な
が
ら
も
、
周
囲
と
の
乖
離
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
乖
離
を
指
し
て
中
村
氏
は
「
孤
独
」
と
言
っ
て

い
る
。
氏
は
こ
の
孤
独
感
を
�
へ
の
書
き
換
え
の
問
題
の
中
へ
と
位
置
付
け
て

ゆ
く
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
�
の
内
部
に
留
ま
り
、
�
の
読
み
の
検

討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

�
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
以
上
の
よ
う
な
逆
境
と
そ
れ
に
対
す
る
不
満
と
を
ど

の
よ
う
に
解
消
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
ま
ず
カ
ム
パ
ネ
ル

ラ
に
縋
ろ
う
と
す
る
。
友
達
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
思

い
が
け
ず
一
緒
に
銀
河
鉄
道
に
乗
っ
て
き
た
。
共
に
旅
を
し
て
、
カ
ム
パ
ネ
ル

ラ
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
友
達
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
孤
独
感
は
和

ら
ぐ
は
ず
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
鷲
の
停
留
所
か
ら
乗
っ
て
き
た
女

の
子
と
ば
か
り
話
し
て
い
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
あ
ゝ
ほ
ん
た
う
に
ど
こ
ま
で

も
ど
も
ま
で
も
僕
と
い
っ
し
ょ
に
行
く
ひ
と
は
な
い
だ
ら
う
か
」（
６２
）
と
思

っ
て
さ
ら
に
孤
独
感
を
募
ら
せ
、「
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
だ
っ
て
あ
ん
な
女
の
子
と

お
も
し
ろ
さ
う
に
談
し
て
ゐ
る
し
、
僕
は
ほ
ん
た
う
に
つ
ら
い
な
あ
」（
同
）
と

思
っ
て
い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
消
え
て
し
ま
う
。
７９
〜
８３
が
２１
と
２２
と

の
間
に
位
置
し
て
い
た
中
村
氏
の
頃
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
失
踪
は

カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
死
を
意
味
し
、『
新
校
本
全
集
』
の
三
次
稿
の
テ
ク
ス
ト
に

基
づ
く
と
、
そ
れ
は
単
な
る
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
退
場
に
過
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に
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し
て
も
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
孤
独
を
救
う
と
い
う
役
割
を
担
う

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

代
わ
り
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
孤
独
を
救
う
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

の
が
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
で
あ
る
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
消
え
た
後
、
泣
き
叫

ぶ
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
「
セ
ロ
の
や
う
な
声
」
が
聞
こ
え
て
き
て
、
化
学
、
地
理
、

歴
史
の
話
を
し
た
後
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
僕
は
ぼ
く
の
た
め
に
、
僕
の
お
母
さ

ん
の
た
め
に
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
た
め
に
み
ん
な
の
た
め
に
ほ
ん
た
う
の
ほ
ん

た
う
の
幸
福
を
さ
が
す
ぞ
」（
７４
）
と
言
い
、「
そ
の
い
ち
ば
ん
幸
福
な
ひ
と
の

た
め
に
！
」（
同
）
と
決
意
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
姿
を
現
し
た
ブ
ル
カ

ニ
ロ
博
士
に
対
し
て
も
「
き
っ
と
ほ
ん
た
う
の
幸
福
を
求
め
ま
す
」
と
「
力
強

く
」
宣
言
し
て
い
る
（
７７
）。
少
な
く
と
も
こ
の
段
階
で
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
中

で
は
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
に
関
し
て
一
定
の
諒
解
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
こ
の
諒
解
に
よ
っ
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
何
と
も
云
へ
ず
か
な
し

い
や
う
な
新
ら
し
い
や
う
な
気
」（
７７
ｆ
）
が
し
て
駆
け
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
�
の
結
末
で
あ
る
。「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
が
�
に
お
け
る
テ
ー
マ

の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
�
か
ら
の
書
き
換
え
を
見
て
も
理
解
し
う
る
。
あ
え

て
�
と
の
違
い
を
論
じ
る
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス
で
降
り
よ
う

と
す
る
青
年
と
交
わ
す
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
論
争
（
７１
）、
お
よ
び
ブ
ル

カ
ニ
ロ
博
士
の
本
当
の
化
学
、
地
理
、
歴
史
に
関
す
る
理
論
（
７５
ｆ
）
の
部
分

は
、
�
に
は
な
く
、
�
に
な
っ
て
新
た
に
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
が

何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
こ
の
「
ほ
ん
た
う
」
を
巡
る
部
分
を
附
加
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
、
そ
れ
が
�
の
全
体
に
と
っ
て
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
も
ま
た

明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
が
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か

に
つ
い
て
は
、
実
は
ど
こ
に
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ

ネ
ル
ラ
自
身
が
「
け
れ
ど
も
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
ひ
は
一
体
何
だ
ら
う
」「
僕

わ
か
ら
な
い
」（
７３
）
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は

「
僕
た
ち
し
っ
か
り
や
ら
う
ね
え
」（
同
）
と
言
っ
て
、
こ
の
問
題
を
い
わ
ば
棚

上
げ
に
す
る
。
も
っ
と
も
棚
上
げ
に
し
た
か
ら
こ
そ
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
ほ
ん
た

う
の
幸
福
」
を
求
め
る
決
意
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
の
実
態
が
覆
い
隠
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

さ
ら
に
実
態
の
明
瞭
で
な
い
も
の
が
ひ
と
つ
あ
る
。
�
で
附
加
さ
れ
た
「
ほ

ん
た
う
の
神
さ
ま
」
論
争
で
あ
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
鷲
の
停
留
所
か
ら
乗
っ

て
き
た
青
年
が
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス
で
降
り
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
青

年
と
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
青
年
の
「
あ
な
た

の
神
さ
ま
っ
て
ど
ん
な
神
さ
ま
で
す
か
」（
７１
）
と
い
う
問
い
に
、
ジ
ョ
バ
ン

ニ
は
「
ぼ
く
ほ
ん
た
う
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
、
け
れ
ど
も
そ
ん
な
ん
で
な
し
に

ほ
ん
た
う
の
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
で
す
」（
同
）
と
主
張
し
、
青
年
に
「
ほ

ん
た
う
の
神
さ
ま
は
も
ち
ろ
ん
た
っ
た
一
人
で
す
」（
同
）
と
言
い
返
さ
れ
て

い
る
。
畢
竟
議
論
は
平
行
線
を
辿
り
、
泣
き
出
し
そ
う
な
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
後
に

青
年
達
は
銀
河
鉄
道
を
降
り
て
ゆ
く
。

こ
の
議
論
は
明
ら
か
に
噛
み
合
っ
て
い
な
い
。
青
年
の
主
張
す
る
「
ほ
ん
た

う
の
神
さ
ま
」
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
一
神
教
の
神
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
主
張
し
て
い
る
の
は
、
よ
り
本
質
的
な
神
そ
の
も
の
、
あ
る

い
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
お
け
る
神
一
般
の
本
質
と
い
っ
た
意
味
で
の
神
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
に
は
違
い
あ
る
ま
い
が
、
そ
の
内
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実
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
そ
の
議
論
は
噛
み
合
う
は
ず
も

な
い
。
実
質
の
異
な
る
も
の
ど
も
か
ら
一
般
を
抽
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
ま
さ
に
空
の
盃
で
飽
き
ず
に
献
酬
す
る
が
ご
と
き
議
論
で
あ
る
。

「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
に
し
て
も
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
に
し
て
も
、
�

の
結
末
が
こ
の
よ
う
に
実
態
の
不
明
瞭
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
末
は
、

そ
れ
と
は
異
な
る
結
末
に
書
き
換
え
ら
れ
る
可
能
性
を
内
的
に
孕
ん
で
い
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
宇
佐
見
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

９

、「
こ
の
物
語
は

た
し
か
に
後
半
に
破
綻
が
あ
り
、
あ
た
か
も
血
管
が
切
れ
た
よ
う
な
寂
寞
の
底

か
ら
虚
無
の
風
が
吹
き
込
ん
で
く
る
」
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
書
き
換
え
の
可

能
性
を
示
す
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
・
二

発
散
し
た
結
末

さ
て
次
に
、
�
の
結
末
に
つ
い
て
論
じ
る
。
本
項
で
は
あ
く
ま
で
�
の
内
部

で
の
結
末
に
つ
い
て
の
み
論
じ
、
�
の
結
末
で
あ
る
７４
後
半
〜
７８
と
の
差
異
の

持
つ
意
味
に
つ
い
て
は
次
項
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
�
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
を
求

め
る
と
決
意
し
て
お
り
、
そ
れ
が
な
ぜ
で
あ
る
か
は
疑
問
が
残
っ
て
い
る
に
し

て
も
、
一
応
の
決
着
を
見
て
い
た
。
�
の
場
合
に
は
そ
の
内
部
で
の
結
論
が
は

っ
き
り
と
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
�
の
場
合
に

は
そ
う
で
は
な
い
。「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
も
う
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
胸
が
い
っ
ぱ

い
で
な
ん
に
も
云
へ
」
な
く
な
り
、「
一
目
散
に
」
走
っ
て
ゆ
く
（
８３
）。
そ
し

て
、
奇
妙
な
ま
で
に
落
ち
着
き
払
っ
た
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
父
親
と
は
対
照
的
に
、

友
人
の
死
を
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
解
決
が
な
い
の
で
あ
る
。

解
決
な
き
結
末
は
果
た
し
て
「
結
末
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否

で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
「
末
尾
」
で
あ
っ
て
「
結
末
」
で
は
な
い
。
存
在
し

な
い
も
の
に
つ
い
て
憶
測
を
語
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
作
者
自
身
は
こ
の
よ
う

な
�
を
（
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
の
）「
完
成
稿
」
で
あ
る
と
は
捉
え
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
存
し
な
い
８４
に
は
「
い
っ
た
い
じ
ぶ
ん
が
ど
こ
を

走
っ
て
い
る
の
か
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
す
ら
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
」、「
な
つ
か

し
い
星
め
ぐ
り
の
歌
」
の
郷
愁
に
漬
っ
て
い
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
１０

。
こ
の
結
末
は
い
か
に
も
不
安
定
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
�
の
在

り
方
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
成
長
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
、
も
し
８４
に
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
削
除
の

印
が
さ
ら
な
る
書
き
換
え
を
予
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ま
た
、
も

し
作
者
が
さ
ら
に
こ
の
末
尾
を
書
き
換
え
る
、
あ
る
い
は
書
き
継
ぐ
つ
も
り
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
�
か
ら
�
へ
の
書
き
換
え
で
消
え
て
し
ま
っ
た
「
ほ
ん
た

う
の
幸
福
」
に
変
わ
る
解
決
が
示
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
想
も
充

分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
た
と
え
こ
の
考
え
を
単
に
予
想
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
排
除
し
た

と
し
て
も
、
�
の
末
尾
が
解
決
な
き
結
末
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
�

は
物
語
と
し
て
収
束
す
る
こ
と
な
く
、
発
散
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
一
瞥
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
発
散
し
た
結
末
は
、
皮
肉
に
も
、
ま
さ
に

「
永
久
の
未
完
成
」
と
い
う
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
�
の
「
結
末
」
も
ま

た
、
�
の
よ
う
に
、
次
の
段
階
へ
の
書
き
換
え
を
必
然
的
に
予
定
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
・
三

ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
退
行

最
後
に
、
�
か
ら
�
へ
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
論
じ
る
。
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安
藤
氏
は
「
初
期
形
で
は
指
導
者
を
必
要
と
す
る
弱
い
求
道
者
で
あ
っ
た
ジ

ョ
バ
ン
ニ
が
、
最
終
形
で
は
、
幻
想
そ
の
も
の
の
論
理
を
追
っ
て
想
像
力
を
一

人
歩
き
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
詩
人
に
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
１１

。
�
と
�
と
の
間
に
い
か
な
る
変
化
が
あ
っ
た
か
と
い
う
事
実
に
つ

い
て
は
特
に
問
題
は
な
い
。『
新
校
本
全
集
』
や
ち
く
ま
文
庫
の
テ
ク
ス
ト
を

比
べ
れ
ば
す
ぐ
に
判
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
事
実
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
果

た
し
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
「
成
長
」
で
あ
ろ
う
か
。
本
項
で
は
こ
の
点
を
論
じ
る
。

�
か
ら
�
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
書
き
加
え
ら
れ
た
主
な
箇
所

を
挙
げ
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
第
一
〜
三
章
が
附
加
さ
れ
た
。

②
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
父
親
の
い
な
い
理
由
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。

③
牛
乳
屋
の
「
下
女
」
が
「
女
の
人
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。

④
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
多
く
の
独
白
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

⑤
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
と
セ
ロ
の
よ
う
な
声
の
存
在
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

⑥
７４
後
半
〜
７８
が
７９
〜
８３
と
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
①
〜
⑤
ま
で
と
⑥
と
で
は
ま
っ
た
く
の
そ
の
質
を
異
に

し
て
い
る
。
⑥
に
つ
い
て
は
前
項
で
す
で
に
触
れ
た
が
、
本
項
で
は
①
〜
⑤
と

の
関
連
に
お
い
て
さ
ら
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
を
順
に
見
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
、
①
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
点

は
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
親
友
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
�
で
は

ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
、
親
友
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
友
人
で
す
ら
な
い
。

そ
れ
が
�
で
第
一
〜
三
章
が
附
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
友
に
な
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
仕
事
の
疲
れ
の
た
め
に
先
生
の
質
問
に
答
え
ら

れ
な
か
っ
た
と
き
に
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
同
じ
よ
う
に
「
も
ぢ
も
ぢ
」
し
て
い

た
（
２
）。
あ
る
い
は
、
昔
二
人
で
汽
車
で
遊
ん
だ
り
星
座
の
写
真
を
見
た
り

し
た
思
い
出
が
「
銀
河
鉄
道
」
へ
の
伏
線
に
な
っ
て
も
い
る
。

ま
た
、
①
で
詳
し
く
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
逆
境
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
に
も

拘
わ
ら
ず
、
④
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
対
す
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
弱
音
が
削
除
さ
れ

た
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
逆
境
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
と
っ
て
主
観
的
に
も
逆
境
で
あ

っ
た
の
か
が
甚
だ
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
�
で
は
「
お
父
さ
ん
が
監
獄
へ
入
る
や
う
な
そ
ん
な
悪
い
こ
と
を

し
た
筈
が
な
い
ん
だ
」（
９
）
と
い
う
よ
う
に
、
唯
一
出
て
く
る
「
監
獄
」
と

い
う
言
葉
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ
自
身
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
お
り
、
末
尾
で
は
カ
ム

パ
ネ
ル
ラ
の
父
親
が
「
ぼ
く
に
は
一
昨
日
大
へ
ん
元
気
な
便
り
が
あ
っ
た
ん
だ

マ
マ

が
。
今
日
あ
り
た
り
も
う
着
く
こ
ろ
な
ん
だ
が
」（
８３
）
と
言
っ
て
い
て
、
ジ

ョ
バ
ン
ニ
の
父
親
の
帰
還
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
�
に
あ
っ
た
ジ

ョ
バ
ン
ニ
の
独
白
に
よ
る
憂
慮
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
③
の
よ
う
に
牛
乳
屋
の
「
下
女
」
の
対
応
が
「
女
の
人
」
の
そ
れ

に
変
わ
っ
た
こ
と
で
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
逆
境
は
�
ほ
ど
に
つ
ら
い
も
の
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
や
抽
象
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、「
下
女
」
か
ら

「
女
の
人
」
へ
の
変
化
は
、
こ
の
場
面
で
の
彼
女
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
へ
の
対
応
の

変
化
と
連
動
し
て
い
よ
う
。
こ
の
ま
っ
た
く
正
反
対
の
対
応
は
も
は
や
別
人
の

も
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
対
し
て
同
情
的
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
①
〜
④
の
苦
境
が
軽
減
、
あ
る
い
は
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

安
藤
氏
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
⑤
の
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
の
存
在
は
ジ
ョ
バ
ン

ニ
に
と
っ
て
不
要
な
も
の
と
な
り
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
苦
境
の
軽
減
と
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
の
削
除
は
、
果
た
し

て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
と
っ
て
「
成
長
」
で
あ
ろ
う
か
。
⑥
の
差
し
替
え
を
見
て
み
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る
と
、
決
し
て
そ
う
と
は
言
え
な
く
な
る
。

五
・
一
で
論
じ
た
よ
う
に
、
�
の
末
尾
で
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博

士
に
対
し
て
「
き
っ
と
ほ
ん
た
う
の
幸
福
を
求
め
ま
す
」
と
「
力
強
く
」
宣
言

し
て
い
る
（
７７
）。「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て

は
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
中
で
は
一

定
の
諒
解
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
�
の
末
尾
で
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
死
を
知
っ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、

「
博
士
」
に
対
し
て
言
う
べ
き
言
葉
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
遂
に
そ
れ
を
口
に

出
す
こ
と
は
で
き
ず
、「
も
う
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
で
な
ん
に

も
云
へ
」
な
く
な
り
、「
一
目
散
に
」
走
っ
て
ゆ
く
（
８３
）。
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士

の
助
け
を
借
り
な
が
ら
も
現
実
を
受
け
止
め
て
い
た
�
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
対
し

て
、
�
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
友
人
の
死
を
受
け
止
め
き
れ
ず
、
対
処
に
窮
し
て
い

る
。
こ
れ
が
果
た
し
て
「
成
長
」
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
成
長
し
て
い
な
い
の
み

な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
乗
り
越
え
る
べ
き
苦
境
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
末
尾
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
�
か
ら
�
へ
と
落
ち
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

「
成
長
」
と
い
う
言
い
方
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、「
退
行
」
と
で
も
言
え
ば
よ
か
ろ

う
か
。

前
掲
の
ご
と
く
、
安
藤
は
⑥
の
書
き
換
え
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
「
成
長
」
と
捉

え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
充
た
ら
な
い
。
�
の
結
末
は
前
項
に
も
指
摘
し

た
よ
う
に
発
散
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
成
長
し
て
い
な
い
ど
こ

ろ
か
、
か
え
っ
て
退
行
し
て
い
る
。
�
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」

に
向
け
て
諒
解
を
得
て
い
る
の
に
対
し
て
、
�
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
現
実
を
諒
解

し
て
は
い
な
い
１２

。

六

テ
ク
ス
ト
の
不
確
定
性

前
節
で
は
伝
承
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に

お
け
る
�
と
�
と
の
読
み
を
提
示
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
の
結
論
を
ま
と
め

れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
ａ
）
�
の
読
み
。
一
応
の
解
決
で
あ
る
「
ほ
ん
た
う
の
幸
福
」
の
実
態
が

不
明
瞭
で
あ
る
。

（
ｂ
）
�
の
読
み
。
そ
の
「
結
末
」
は
発
散
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
ｃ
）
�
と
�
と
の
差
異
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
退
行
し
て
い
る
。

た
と
え
こ
れ
ら
の
結
論
が
個
々
に
は
首
肯
し
え
な
い
と
い
う
人
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
は
諒
解
し
て
戴
け
よ
う
。
す
な
わ
ち
、（
ａ
）

〜（
ｃ
）
の
い
ず
れ
が
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
読
み
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は

確
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
言
え
ば
、
三
つ
の
読
み
の
す
べ

て
が
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
読
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
�

〜
�
の
読
み
や
そ
れ
ら
を
比
べ
た
差
異
も
ま
た
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
読
み
で

あ
る
。（
ａ
）〜（
ｃ
）
の
い
ず
れ
か
の
み
を
こ
の
作
品
の
読
み
と
し
て
確
定
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
え
っ
て
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
『
銀
河
鉄
道
の

夜
』
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
読
み

と
し
て
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
読
み
の
不
確
定
性
は
、
畢
竟
す
る
に
テ
ク
ス
ト
の
不
確
定
性
に
由
来
す

る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
時
間
軸
を
持
つ
「
四
次
芸
術
」
に
お
け
る
必
然
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
が
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
ご
と
に
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
と
い
う
作

品
の
種
々
の
実
現
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
不
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確
定
性
は
、
必
然
的
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
読
み
の
不
確
定
性
を
も
導
き
出
す
こ

と
に
な
る
。
し
か
も
、
い
ず
れ
の
テ
ク
ス
ト
も
次
の
段
階
へ
と
書
き
換
え
ら
れ

る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
。
こ
の
読
み
の
不
確
定
性
と
書
き
換
え
の
可
能
性
と

が
、
結
果
的
に
種
々
の
伝
承
テ
ク
ス
ト
を
生
じ
て
き
た
。『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の

よ
う
な
作
品
に
と
っ
て
は
様
々
な
伝
承
テ
ク
ス
ト
を
生
じ
る
こ
と
は
必
然
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
個
々
の
書
き
換
え
は
、
古
典
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
作

者
自
身
に
よ
る
書
き
換
え
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
校
合
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
唯
一
の
遡
源
テ
ク
ス
ト
を
求
め
て
校
訂
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、
ま
し
て
鑑
定
に
よ
っ
て
本
文
を
「
訂
正
す
る
」
こ
と
な
ど
言

語
道
断
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
が
書
き
換
え
ら
れ
た
か
を
量

的
に
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
書
き
換
え
に
よ
っ
て
質
的
に
は
何
が
変
わ
っ

た
か
と
い
う
差
異
を
考
究
し
、
そ
の
質
的
な
差
異
が
何
を
意
味
す
る
か
を
読
み

取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
と
い
う
作
品
の
全
体
に
光
を
当
て
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

七

ま
と
め

こ
れ
ま
で
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は
、
あ
ま
り
に
も
手
稿
の
テ
ク
ス
ト
が
錯
綜

し
て
い
た
た
め
に
、
様
々
な
異
読
を
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
は
、
特

に
本
文
批
判
に
関
す
る
場
合
に
、
互
い
の
テ
ク
ス
ト
を
批
判
し
合
い
、
結
局
は

み
ず
か
ら
の
価
値
を
貶
め
て
き
て
い
た
。

テ
ク
ス
ト
と
は
何
か
。『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
お
け
る
そ
れ
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
原
本
を
複
層
化
し
、
遡
源
テ
ク
ス
ト
と
い
う
在
り
方
を
無
効
に

し
、
伝
承
テ
ク
ス
ト
を
必
然
的
に
生
じ
、
質
的
差
異
の
意
義
を
読
み
取
る
こ
と

を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
混
乱
し
て
き
た
種
々
の
テ
ク
ス
ト
を
定
義
し
直
し
、

そ
の
定
義
に
基
づ
い
て
「
四
次
芸
術
」
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
の
不
確
定
性
を
指

摘
し
、
以
て
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
読
み
方
を
根
本
か
ら
再
構
築
す
る
こ
と
を

試
み
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
を
手
稿
の
あ
る
段
階
の
読
み
置
き
換
え

る
と
い
う
方
法
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
、
手
稿
を
複
層
的
に
読
む
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
提
案
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
単
に
「
後
期
形
」
の
み
を
志
向
し
、
そ
れ
を
再
建
し
て
、
そ
の

読
み
を
確
定
し
研
究
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で

指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
読
み
と
し
て
は
不

充
分
で
あ
る
。
原
本
が
複
層
性
を
持
ち
、
テ
ク
ス
ト
が
不
確
定
性
を
持
つ
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
読
み
も
ま
た
複
層
的
か
つ
不
確
定
で
あ
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
そ
の
不
確
定
性
の
全
体
を
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
と
っ
て
は
、
そ
の
個
々
の
段
階
の
テ
ク

ス
ト
を
整
理
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
読
み
を
研
究
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
原
本
の
複
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
全
体
を
読
む
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

１

入
沢
康
夫
「「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
草
稿
と
刊
本
」（『
国
文
学
』
學
燈
社
、

一
九
九
六
年
六
月
）
一
七
ペ
ー
ジ

２

前
註
、
一
二
ペ
ー
ジ
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３

入
沢
氏
に
は
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
四
つ
の
各
段
階
の
一
つ
一
つ
が
そ

の
都
度
の
「
完
成
稿
」
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
各
部
で
あ
っ
て
、
こ
の
完

成
し
て
い
な
い
作
品
こ
そ
賢
治
の
求
め
た
「
四
次
芸
術
」
で
あ
る
、
と
い

う
指
摘
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。『
宮
澤
賢
治

プ
リ
オ
シ
ン
海
岸
か
ら

の
報
告
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
七
月
）
に
は
「
す
べ
て
は
第
四
の

次
元
で
あ
る
時
間
の
軸
に
添
っ
て
移
動
し
変
化
し
て
行
く
。
作
品
に
つ
い

て
も
、
そ
の
変
化
の
一
つ
一
つ
の
相
が
す
べ
て
そ
の
作
品
の
真
実
で
あ
り
、

そ�

う�

し�

た�

変�

化�

の�

相�

に�

お�

い�

て�

捉�

え�

ら�

れ�

た�

全�

体�

が
、
そ
の
作
品
の
あ
り

の
ま
ま
の
姿
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
」（
一
六
九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
マ

マ
）
と
あ
る
。
し
か
し
、
氏
は
こ
の
観
点
を
こ
れ
以
上
発
展
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
て
お
ら
ず
、
自
己
矛
盾
を
解
消
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

４

芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』
や
井
伏
鱒
二
の
『
山
椒
魚
』
の
末
尾
の
書
き

換
え
は
こ
の
例
で
あ
る
。
書
き
換
え
た
前
と
後
と
、
ど
ち
ら
の
形
態
が
よ

り
文
学
的
で
あ
る
か
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
種
々
の
意
見
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
「
ど
ち
ら
が
よ
り
文
学
的
か
」
と

い
う
議
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
を
確
定
し
う
る
が
ゆ
え
に
可
能
な
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ふ
た
つ
の
『
羅

生
門
』、
ふ
た
つ
の
『
山
椒
魚
』
を
読
ん
で
い
る
と
捉
え
て
も
充
分
に
議

論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

５

古
典
文
学
の
場
合
に
は
事
情
は
や
や
異
な
る
。
特
に
中
古
の
物
語
文
学
の

場
合
に
は
複
層
的
な
在
り
方
の
方
が
む
し
ろ
基
本
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

原
本
は
現
存
せ
ず
、
幾
段
階
か
の
附
加
や
削
除
を
経
て
、
複
数
人
の
校
訂

者
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
て
伝
承
テ
ク
ス
ト
が
生

じ
る
。
当
然
の
よ
う
に
混
成
も
起
こ
る
。
そ
し
て
、
本
文
批
判
が
必
要
と

な
り
、
種
々
の
伝
承
テ
ク
ス
ト
を
校
合
、
鑑
定
、
校
訂
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
テ
ク
ス
ト
の
成
立
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
遡
源
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
原

型
を
再
建
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

６
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
七
度
に
亙
る
書
き
換
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
数

字
で
�
〜
�
と
し
た
。
ま
た
、
原
稿
の
通
し
番
号
は
入
沢
康
夫
監
修
・
解

説
『
宮
澤
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
原
稿
の
す
べ
て
』（
宮
澤
賢
治
記

念
館
、
一
九
九
七
年
三
月
）
の
も
の
に
準
じ
、
算
用
数
字
で
１
〜
８３
と
示

し
た
。

７

中
村
稔
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」（『
現
代
作
家
論
全
集
７

宮
澤
賢
治
』
五
月

書
房
、
一
九
五
八
年
三
月
）

８

前
註
、
一
一
五
ペ
ー
ジ
以
降

９

宇
佐
見
英
治
「「
銀
河
鉄
道
の
夜
」」（
草
野
心
平
編
『
宮
澤
賢
治
研
究
』
筑

摩
書
房
、
一
九
五
八
年
八
月
）
一
一
二
ペ
ー
ジ
。
こ
の
論
考
も
ま
た
、
中

村
氏
の
頃
の
も
の
と
同
様
に
、
７９
〜
８３
が
２１
と
２２
と
の
間
に
あ
り
、
７４
後

半
〜
７８
の
生
き
て
い
た
時
代
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
く
論
考
で
あ
る
。
し
か

し
、
�
の
結
末
を
い
か
に
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
限
り
、
こ

の
論
考
に
何
ら
の
問
題
も
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

１０

こ
の
結
末
は
天
沢
退
二
郎
「
本
文
に
つ
い
て
」（『
宮
沢
賢
治
全
集
７
』
筑

摩
書
房
、
一
九
八
五
年
一
二
月
、「
後
記
」
五
八
九
ペ
ー
ジ
）
に
あ
る
。

ほ
か
に
前
掲
『
宮
澤
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
原
稿
の
す
べ
て
』（
一

一
〇
ペ
ー
ジ
）
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岩
波
文
庫
版
「
銀
河
鉄

道
の
夜
」
は
こ
の
部
分
を
本
文
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。

１１

安
藤
元
雄
「
童
話
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
―
牛
乳
と
星
と
」（『
国
文
学
』
學

燈
社
、
一
九
七
五
年
四
月
）
五
六
ペ
ー
ジ
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１２

た
だ
し
断
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
�
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
�
の
内
部
で
退
行

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
�
か
ら
�
へ
の
書
き
換
え
を
時
間
的

な
変
化
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
、
そ
の
変
化
を
「
退
行
」
と
捉
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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