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な
お
、「
○
○
顔
」
と
い
う
形
の
単
語
の
中
に
、「
し
た
り
顔
」
と
い
う
慣
用
表
現
が
あ
る
。
こ
の
「
し
た
り
」
と
は
、動
詞
「
す
」

の
連
用
形
に
、
助
動
詞
「
た
り
」
の
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
意
味
は
、「
う
ま
く
や
っ
た
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
得
意
そ
う
な
顔
つ

き
。
自
慢
げ
な
様
子
」
と
な
る
。
よ
く
使
う
表
現
な
の
で
、
知
ら
な
か
っ
た
人
は
こ
こ
で
お
ぼ
え
て
お
く
と
よ
い
。

　

次
の
イ
の
「
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
」
は
慣
用
表
現
で
、
実
質
的
に
は
一
語
で
あ
る
の
で
、
同
様
の
ツ
ー
ル
を
用
い
る
。「
事
態

は
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
と
使
う
よ
う
に
、
②
が
正
解
。
な
お
「
退
っ
引
き
な
ら
な
い
」
が

漢
字
で
の
表
現
で
、「
退
く
こ
と
や
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
の
が
本
義
で
あ
る
。

　

ウ
は
単
純
な
語
で
あ
る
だ
け
に
、
本
文
に
順
番
に
代
入
し
そ
う
に
な
る
が
、「

26　

意
味
問
題
で
は
、
選
択
肢
を
傍
線
部
に

代
入
し
て
答
え
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。」の
で
、や
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
も
一
語
な
の
で
同
様
の
ツ
ー
ル
を
用
い
る
と
、「
様

子
・
雰
囲
気
」
な
ど
の
意
味
で
あ
る
の
で
、
⑤
が
正
解
。

　

セ
ン
タ
ー
国
語
の
問
題
に
臨
む
と
き
は
、「

9　

リ
ー
ド
文
（
前
文
）・
注
は
読
解
や
解
答
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
利
用
せ
よ
。」

の
ツ
ー
ル
を
常
に
意
識
し
よ
う
。
本
問
題
で
は
、前
文
に
あ
る
「
戦
後
の
食
糧
難
」
と
い
う
時
代
背
景
や
、少
年
と
そ
の
兄
が
「
か

つ
て
父
の
使
用
人
で
あ
っ
た
酒
場
の
主
人
の
と
こ
ろ
に
使
い
に
出
さ
れ
た
」
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
な
い
と
、
本
文
を
理
解
で
き

な
い
。
ま
た
、
注
�
で
「
大
豆
滓
」
が
「
大
豆
か
ら
油
を
し
ぼ
り
取
っ
た
か
す
。
通
常
は
肥
料
な
ど
に
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
本
文
で
「
大
豆
滓
と
と
う
も
ろ
こ
し
の
雑
炊
を
食
べ
て
」
い
る
と
い
う
兄
弟
の
食
生
活
が
貧
し
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

　

ま
ず
ア
の
「
心
得
顔
」
は
一
語
で
あ
る
の
で
、

　

25　

一
語
の
意
味
を
問
う
問
題
は
、
辞
書
的
意
味
を
優
先
さ
せ
よ
。

に
従
う
。「
心
得
顔
」
と
は
「
心
得
て
い
る
と
い
う
顔
」
で
あ
り
、「
心
得
て
い
る
」
と
は
「
分
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

④
が
正
解
と
な
る
。
実
質
的
に
「
心
得
る
」
と
い
う
一
語
の
辞
書
的
意
味
の
問
題
で
あ
る
。

　

正
解　

ア
＝
④　

イ
＝
②　

ウ
＝
⑤

問
1　

19　

心
情
を
含
ん
だ
内
容
を
問
う
問
題
で
は
、
傍
線
部
の
心
情
部
分
で
サ
ー
チ
せ
よ
。

を
用
い
る
。具
体
的
に
は
、「（
自
分
ひ
と
り
が
）乳
の
み
児
の
よ
う
に
道
理
を
わ
き
ま
え
な
い
子
供
だ
と
思
わ
れ
」で
サ
ー
チ
す
る
。

と
り
あ
え
ず
こ
の
記
述
に
合
う
要
素
の
有
無
を
見
て
み
る
と
、
①
の
「
幼
稚
に
感
じ
ら
れ
」、
③
の
「
幼
稚
だ
と
思
わ
れ
て
し
ま

い
」、
お
よ
び
④
の
「
幼
く
感
じ
ら
れ
」
が
対
応
し
て
い
る
。
②
⑤
は
不
足
で
×
。
次
に
、

　

21　

心
情
問
題
で
は
、
誰
の
（
心
情
の
主
体
）
何
に
対
す
る
（
目
的
語
）
に
対
す
る
心
情
か
を
押
さ
え
よ
。

を
用
い
る
。
傍
線
部
は
、
弟
が
、
兄
と
比
べ
て
幼
い
自
分
に
対
し
て
「
肚
だ
た
し
く
」
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
③
に
あ

る
よ
う
な
「
周
囲
か
ら
…
」
が
出
て
き
て
は
お
か
し
い
。「
勝
手
」
選
択
肢
で
×
。
自
分
の
幼
稚
さ
に
対
す
る
弟
の
気
持
ち
が
書

か
れ
た
①
④
が
正
解
候
補
に
残
る
。
こ
の
あ
と
は
、
①
④
に
書
か
れ
た
「
幼
稚
」
の
中
身
を
比
較
す
る
。
そ
の
た
め
に
本
文
に

問
2
　

正
解　

④
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正
解　

③

問
3　

注
目
す
べ
き
点
は
傍
線
部
の
冒
頭
「
要
す
る
に
」
で
あ
る
。「
要
す
る
に
」
は
前
を
ま
と
め
る
と
き
に
使
う
表
現
な
の
で
、

　

13　
「
い
い
か
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
つ
ま
り
」
な
ど
の
言
葉
が
あ
る
問
題
は
、
言
い
換
え
問
題
と
し
て
解
く
。

と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い
る
。
傍
線
部
の
前
の
主
人
の
発
言
部
分
の
言
い
換
え
の
選
択
肢
を
探
す
。「
あ
ん
ま
り
み
く
び
っ
て
も
ら

い
た
く
な
い
も
ん
だ
」を
使
っ
て
サ
ー
チ
す
る
と
、適
当
な
も
の
は
⑤
の「
自
分
を
低
く
見
て
い
る
の
か
と
怒
り
を
感
じ
て
い
る
。」

し
か
な
い
。
念
の
た
め
傍
線
部
の
「
残
念
な
ん
だ
」
で
も
述
語
サ
ー
チ
を
す
る
と
、
② 

は
「
つ
ら
い
と
思
っ
て
い
る
」
△
、
③ 

は
「
改
心
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
」
△
、④
は
「 

驚
き
あ
き
れ
て
い
る
」
×
、⑤
は
「 

や
り
き
れ
な
い
思
い
と
同
時
に
、・・・

怒
り
を
感
じ
て
い
る
」
○　

と
な
り
や
は
り
⑤
が
正
解
。

■ 

「

22　
「
Ａ
な
が
ら
も
Ｂ
」、「
Ａ
で
あ
る
一
方
Ｂ
」、「
Ａ
で
あ
る
と
同
時
に
Ｂ
」
の
形
が
正
解
の
候
補
。」
を
使
っ
て
、
正
解
は
⑤

■ 

「

21　

心
情
問
題
で
は
、
誰
の
（
心
情
の
主
体
）
何
に
対
す
る
（
目
的
語
）
に
対
す
る
心
情
か
を
押
さ
え
よ
。」
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い

て
選
択
肢
を
絞
る
こ
と
も
可
能
。
傍
線
部
は
社
長
の
行
動
に
対
す
る
主
人
の
感
情
だ
か
ら
、
そ
の
方
向
性
で
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
は
×
だ
。

②
は
「
今
の
自
分
の
生
活
ぶ
り
」
と
い
う
余
分
な
対
象
が
「
勝
手
」
に
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
×
。

■ 

な
お
、
本
文
内
容
と
比
較
す
る
と
①
は
「
か
つ
て
は
社
長
と
の
間
も
対
等
」
が
「
勝
手
」
選
択
肢
で
×
。
②
は
「
生
き
て
い
く
た
め
に
手

段
を
選
ば
な
く
な
っ
た
今
の
自
分
」
が
や
は
り
「
勝
手
」
選
択
肢
で
×
。
③
は
ま
ず
「
以
前
は
真
っ
正
直
な
人
間
」
と
い
う
の
が
「
勝
手
」
で
×
。

ま
た
、「
改
心
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
」
も
お
そ
ろ
し
く
「
勝
手
」
な
記
述
で
×
で
あ
る
。
④
は
「
今
は
何
か
と
世
話
を
し
て
や
っ
て
い
て
」

が
本
文
に
な
い
「
勝
手
」
な
記
述
で
×
（
た
ま
っ
た
酒
代
を
催
促
し
な
い
で
い
る
と
い
う
記
述
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
何
か
と
世
話

を
し
て
や
っ
て
」
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
）。

戻
っ
て
「
幼
稚
」
の
内
容
を
考
え
る
。
ま
ず
、
傍
線
部
の
直
前
に
「
弟
の
目
に
は
兄
が
お
と
な
っ
ぽ
く
映
っ
た
」
と
あ
る
の
で
、

　

8　

二
種
類
の
内
容
が
対
照
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
二
項
対
立
で
ま
と
め
よ
。

を
用
い
、
弟
と
兄
の
比
較
を
通
し
て
弟
の
感
情
を
考
え
る
。
こ
こ
で
は
傍
線
部
の
直
後
に
「
い
っ
た
い
兄
は
皿
の
桃
を
ど
う
思

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
…
…
ど
う
し
て
平
然
と
お
ち
つ
き
は
ら
っ
て
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
」
と
あ
る
の
で
、（
日
頃
ろ
く
な
も
の
を

食
べ
て
い
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
「
桃
」
を
目
の
前
に
し
て
平
然
と
し
た
態
度
で
い
る
）
兄
と
の
対
比
よ
り
、
弟
は
「
桃
」
の

誘
惑
に
耐
え
難
く
て
、
平
然
と
し
て
い
ら
れ
な
い
状
況
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
桃
」
の
誘
惑
が
不

可
欠
な
要
素
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、「『
桃
』
の
誘
惑
に
負
け
そ
う
で
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
自
分
の
幼
稚
さ
」
へ
の

弟
の
「
腹
立
ち
」
の
気
持
ち
を
記
述
し
た
④
が
正
解
。「
桃
」
と
関
係
な
い
「
米
が
売
れ
そ
う
に
な
い
不
安
か
ら
帰
っ
て
し
ま
お

う
と
す
る
自
分
へ
の
幼
稚
さ
」
を
い
っ
て
い
る
①
は
×
。

■
①
は
選
択
肢
の
前
半
で
「
妹
の
た
め
に
お
金
を
得
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
兄
…
」
と
い
う
よ
う
に
、「
だ
け
」
と
い
う
勝
手
な
強
調
語
・

限
定
語
が
入
っ
て
い
る
の
で
、「

29　
「
し
か
、の
み
、だ
け
」
な
ど
限
定
が
入
っ
た
選
択
肢
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。」
に
従
っ
て
、×

と
疑
え
る
。
実
際
、
本
文
の
傍
線
部
Ｃ
で
「
ま
あ
何
だ
な
、
出
さ
れ
た
桃
は
食
べ
な
か
っ
た
し
さ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
兄
も
「
桃
」
の
こ
と

を
何
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
、「
お
金
を
得
る
こ
と
だ
け
を
考
え
」
て
い
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
×
。

■
②
は
、「
自
分
が
卑
怯
に
思
わ
れ
」
が
「
勝
手
」
で
×
。「
卑
怯
」
と
感
じ
て
る
と
い
う
内
容
の
記
述
は
本
文
に
は
無
い
。
③
は
傍
線
部
の

「
思
わ
れ
」
は
自
発
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
「
受
け
身
」
の
意
味
に
「
す
り
か
え
」
て
い
る
選
択
肢
で
×
。
⑤
は
、「
自

分
が
卑
し
く
思
わ
れ
」
が
「
勝
手
」
で
×
。
該
当
す
る
記
述
は
本
文
に
無
い
。

■
ま
た
、
①
と
同
様
に
、
②
も
桃
に
対
す
る
弟
の
気
持
ち
が
「
不
足
」
し
て
い
る
選
択
肢
で
×
。
③
は
中
心
と
な
る
文
が
「
兄
に
帰
り
た
い

と
言
っ
た
た
め
（
原
因
）、
そ
ん
な
事
態
を
招
い
た
（
結
果
）
自
分
に
腹
を
立
て
て
い
る
」
と
い
う
内
容
と
な
り
、
桃
か
ら
外
れ
る
の
で
「
勝

手
」
選
択
肢
で
×
。
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こ
の
設
問
も
心
情
を
問
う
問
題
で
あ
る
が
、傍
線
部
及
び
至
近
の
要
素
・
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
づ
ら
い
た
め
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

20　

心
情
問
題
で
は
、
傍
線
部
の
至
近
に
あ
る
心
情
を
示
す
言
葉
で
サ
ー
チ
せ
よ
。

を
用
い
る
。
傍
線
部
の
�
行
前
に
「
う
っ
て
変
わ
っ
た
よ
う
に
弱
々
し
い
兄
の
口
調
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
で
サ
ー
チ
す
る
。

②
は
「
途
方
に
暮
れ
」、
③
は
「
屈
辱
感
に
う
ち
ひ
し
が
れ
な
が
ら
も
」
が
あ
っ
て
残
る
。
①
④
⑤
は
「
不
足
」
で
×
。

　

②
で
「
桃
を
食
べ
な
か
っ
た
と
い
う
判
断
の
正
し
さ
」
と
あ
る
が
、
桃
を
食
べ
な
い
と
い
う
「
判
断
」
を
し
た
記
述
は
本
文

に
は
無
い
。
兄
は
（
弟
も
）
初
め
か
ら
桃
を
食
べ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
桃
を
食
べ
る
べ
き
か
否
か
の
判
断
を

迫
ら
れ
た
上
で
食
べ
な
い
と
決
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
②
は
「
勝
手
」
で
×
。
残
る
③
が
正
解
。

■ 

「

22　
「
Ａ
な
が
ら
も
Ｂ
」、「
Ａ
で
あ
る
一
方
Ｂ
」、「
Ａ
で
あ
る
と
同
時
に
Ｂ
」
の
形
が
正
解
の
候
補
。」
を
使
う
。「
屈
辱
感
に
う
ち

ひ
し
が
れ
な
が
ら
も
、
自
分
を
支
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
③
が
正
解
。
こ
こ
で
は
「
ま
あ
何
だ
な
」
が
前
後
の
話
題
（
こ
の
場
合
は
心
情
）

を
転
換
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
前
と
以
後
の
�
種
類
の
心
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
「
お
前
、
カ
ノ
ジ
ョ

と
別
れ
た
の
か
、
ま
あ
何
だ
な
、
そ
の
う
ち
に
い
い
こ
と
も
あ
る
さ
」
な
ど
と
使
う
言
葉
だ
と
わ
か
れ
ば
よ
い
。
④
は
「
後
悔
し
て
い
る
が
、

負
け
惜
し
み
を
言
っ
て
い
る
」
で
は
、
Ａ
＝
後
悔
、
Ｂ
＝
負
け
惜
し
み
と
し
て
、
Ａ
、
Ｂ
が
反
対
概
念
で
は
な
い
の
で
、
正
解
ら
し
く
な
い
。

■ 

①
は
兄
だ
け
が
桃
に
手
を
出
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
弟
も
手
を
出
し
て
い
な
い
の
で
根
拠
と
な
ら
ず
「
勝
手
」

選
択
肢
で
×
。
④
の
「
後
悔
し
て
い
る
」
は
本
文
に
無
い
「
勝
手
」
な
記
述
だ
か
ら
×
。
⑤
は
「
取
引
に
不
利
に
な
る
と
思
っ
て
」
が
全
く

の
「
勝
手
」
な
記
述
で
×
。
⑤
で
は
ま
た
、「
酒
場
の
主
人
へ
の
当
て
つ
け
」
と
い
う
記
述
も
か
な
り
「
勝
手
」
で
あ
る
。

■
⑤
は
ま
た
「
主
人
」
が
心
情
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、「

21　

心
情
問
題
で
は
、
誰
の
（
心
情
の
主
体
）
何
に
対
す
る
（
目
的
語
）
に

対
す
る
心
情
か
を
押
さ
え
よ
。」
に
抵
触
し
て
い
る
の
で
「
勝
手
」
選
択
肢
と
な
っ
て
×
。

　

正
解　

③

問
4

　

正
解　

①

問
5　

人
物
像
を
問
う
問
題
だ
。
こ
の
問
題
は
全
体
か
ら
考
え
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
部
分
に
傍
線
が
引
か
れ
た
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
。

　

5　

本
文
の
全
体
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
問
題
で
も
、
ま
ず
傍
線
部
の
箇
所
で
選
択
肢
を
絞
る
。

と
い
う
ツ
ー
ル
か
ら
入
る
。
傍
線
部
は
兄
と
弟
の
「
見
る
」
こ
と
を
通
じ
て
の
差
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
③
は
、
前
半
の
「
弟
」
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
、「
目
」
と
か
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、「
勝

手
」
選
択
肢
で
×
。

　

次
に
、
各
選
択
肢
で
、
ま
ず
兄
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
ゆ
く
と
、
②
で
は
、「
自
分
の
感
情
に
振
り
回
さ
れ
、
思
い
の
ま
ま

の
行
動
が
と
れ
な
く
な
っ
て
い
る
」の
部
分
が
本
文
の
兄
と
は
か
な
り
異
な
る
。
兄
は
自
分
の
感
情
を
む
し
ろ
抑
え
気
味
で
、「
自

分
の
感
情
に
振
り
回
さ
れ
」
て
は
い
な
い
。
よ
っ
て
②
は
、
本
文
の
記
述
に
反
す
る
「
反
対
」
選
択
肢
で
×
。
次
に
⑤
の
兄
を

見
る
と
、「
今
を
見
失
い
が
ち
で
あ
る
」
が
×
。
本
文
で
の
兄
は
む
し
ろ
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
自
分
達
が
置
か
れ
た
状
況
を
、

現
実
的
な
観
点
か
ら
ち
ゃ
ん
と
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

次
に
弟
か
ら
見
て
み
よ
う
。
④
の
「
直
接
目
に
見
え
な
い
も
の
に
ま
で
意
味
や
象
徴
性
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
」
と
あ
る
が
、

弟
が
「
直
接
目
に
見
え
な
い
も
の
」
の
「
意
味
や
象
徴
性
」
を
見
て
い
る
と
い
う
記
述
は
本
文
に
は
な
い
の
で
、「
勝
手
」
選
択

肢
と
な
り
×
。
残
る
①
が
正
解
。
弟
の
「
感
受
性
に
従
い
次
々
と
心
を
動
か
さ
れ
て
い
く
」
こ
と
は
、
酒
場
の
主
人
の
と
こ
ろ

を
出
て
か
ら
、「
銀
色
の
月
」
→
「
木
犀
」
→
「
夜
景
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
れ
て
く
る
も
の
に
次
々
と
反
応
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
①
で
は
ま
た
、
兄
は
「
今
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
目
が
行
く
」「
現
実

に
立
ち
帰
っ
て
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、（
1
）
売
れ
な
か
っ
た
米
の
包
み
を
か
か
え
て

店
を
出
た
と
き
に
、弟
が
「
銀
色
の
月
」
を
見
つ
け
て
も
、弟
に
「
な
ん
だ
よ
」
と
「
と
げ
と
げ
し
い
返
事
」
を
し
て
し
ま
い
、「
今

の
兄
が
銀
色
の
月
に
陶
酔
で
き
る
は
ず
が
な
い
」
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
や
、（
�
）
弟
が
「
夜
景
」
に
陶
酔
し
て
い
る
と
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き
に
、「
あ
た
り
の
家
並
み
は
ま
っ
た
く
見
お
ぼ
え
が
な
い
」
ほ
ど
遠
く
に
き
て
し
ま
っ
た
現
実
に
対
面
し
て
、「
こ
こ
は
ど
こ

だ
ろ
う
」
と
い
う
語
尾
が
ふ
る
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
弟
と
は
対
照
的
に
、
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。

　

正
解　

②

問
6　

「
木
犀
」
の
役
割
を
問
う
て
い
る
が
、
一
種
の
表
現
問
題
で
あ
る
。
今
回
は
不
適
切
な
も
の
を
選
ぶ
の
で
、「

31　
「
不
適
当

な
も
の
を
選
べ
」
と
い
う
問
題
で
は
、
最
悪
な
選
択
肢
を
選
び
、「
怪
し
き
選
択
肢
」
は
間
違
い
と
見
な
さ
な
い
。」
も
用
い
る
。

　

選
択
肢
を
順
に
見
て
い
く
。

①　
「
兄
に
も
子
ど
も
ら
し
い
感
情
を
取
り
戻
さ
せ
」
の
部
分
は
「
兄
が
ひ
と
り
で
に
軽
く
は
ず
み
」
に
表
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

「
解
放
感
」
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

②　
「
何
か
を
強
く
望
め
ば
そ
れ
が
手
に
入
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
実
感
を
兄
弟
に
与
え
て
い
る
」
が
本
文
に
ま
っ
た
く
な

い
「
勝
手
」
な
記
述
で
×
。
兄
弟
は
木
犀
の
木
を
探
し
求
め
た
が
見
つ
け
ら
れ
ず
に
遠
く
の
街
に
ま
よ
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
と

い
う
事
実
に
着
目
す
る
と
、
む
し
ろ
本
文
の
記
述
と
「
反
対
」
と
も
と
れ
る
。

③　

①
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
木
犀
」
が
解
放
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
選
択
肢
の
前
半
は
正
し
い
。
後
半

は
最
後
の
傍
線
部
D
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
正
し
い
選
択
肢
で
あ
る
。

④ 

最
後
に
は
兄
の
ほ
う
は
不
安
と
い
ら
だ
ち
と
い
う
現
実
に
戻
る
が
、「
木
犀
」
を
一
緒
に
探
し
て
い
る
場
面
な
ど
は
「
つ
か

の
ま
の
一
体
感
」
そ
の
も
の
な
の
で
正
し
い
選
択
肢
で
あ
る
。

⑤ 

前
半
は
①
③
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
木
犀
」
は
解
放
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
、
問
題
な
く
正
し
い
。
後
半

の
記
述
は
酒
場
で
の
主
人
と
の
や
り
取
り
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
、
本
文
の
前
半
部
分
が
大
人
の
世
界
、
後
半
部
分
が
子
供
の

世
界
と
言
え
る
。
厳
し
い
大
人
の
社
会
と
、
解
放
感
に
浸
れ
る
子
供
の
世
界
と
の
対
比
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
最
後
に
は

兄
の
ほ
う
は
現
実
に
戻
る
の
だ
が
、
選
択
肢
で
は
「
子
ど
も
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
行
動
を
誘
発
す
る
」
と
な
っ
て
い
て
、
い

っ
た
ん
「
誘
発
」
さ
れ
た
後
に
現
実
に
戻
る
ぶ
ん
に
は
矛
盾
は
な
い
。
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