
【
エ
ッ
セ
イ
】

悩
ま
し
き
〈
の
〉

―
―
言
語
時
評
・
十
九
―
―

工

藤

力

男

ラ
ジ
オ
『
ハ
ン
グ
ル
講
座
』
の
テ
キ
ス
ト
の
入
門
編
、
二
千
五
年

五
月
号
の
十
七
日
条
か
ら
、
わ
た
し
が
違
和
感
を
覚
え
た
例
文
を
ひ

く
。
講
師
は
日
本
語
が
極
め
て
巧
み
な
韓
国
人
で
あ
る
。

な
ぜ
あ
さ
っ
て
か
ら
水
曜
日
ま
で
会
社
を
休
み
ま
す
か
。

こ
の
文
末
は
「
休
む
の
で
す
か
」
と
す
る
の
が
自
然
だ
、
と
わ
た
し

の
母
語
感
覚
は
い
う
。
外
国
人
が
日
本
語
を
学
習
す
る
う
え
で
最
も

難
し
い
文
法
項
目
は
助
詞
「
が
」
と
「
は
」
の
使
い
わ
け
だ
と
い
わ

れ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
語
教
育
に
携
わ
る
多
く
の
人
が
認
め
る
に
違

い
な
い
。
そ
れ
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
の
が
、
右
に
見
た
「
の
」
で

は
あ
る
ま
い
か
。

井
上
ひ
さ
し
『
私
家
版
日
本
語
文
法
』（
新
潮
社

1981

）
に
、
自

身
の
孤
児
院
時
代
、
窓
ガ
ラ
ス
を
わ
っ
て
は
叱
ら
れ
た
話
が
か
い
て

あ
る
。
カ
ナ
ダ
人
修
道
士
の
詰
問
は
、
き
ま
っ
て
「
だ
れ
が
ガ
ラ
ス

を
割
り
ま
し
た
か
」
で
あ
っ
た
。
井
上
さ
ん
は
そ
れ
を
〈
外
国
人
式

日
本
語
〉
と
い
う
。
一
方
、
日
本
人
修
道
士
の
詰
問
は
「
誰
が
ガ
ラ

ス
を
割
っ
た
の
で
す
か
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
う
説
明
す
る
。

ガ
ラ
ス
が
割
れ
て
い
る
と
は
、
す
で
に
旧
情
報
に
属
す
る
。
そ

の
旧
情
報
を
基
に
新
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
に
は
「
…
…
の
で

す
か
」
と
い
う
「
の
だ
文
」
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。（p.233

）

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
し
く
み
を
換
言
す
る
と
、
あ
る
事
態
の

背
景
す
な
わ
ち
原
因
や
理
由
な
ど
を
問
う
た
り
述
べ
た
り
す
る
文
の

述
語
に
は
、「
の
」
を
含
む
「
の
だ
／
の
で
す
／
の
か
／
の
」
を
用
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い
る
、
と
な
る
。「
ど
う
し
た
の
だ
？
」「
頭
が
痛
い
の
で
す
」「
ど

こ
か
痛
い
の
か
」「
足
が
痛
い
の
」
と
い
う
会
話
が
成
り
た
つ
ゆ
え

ん
で
あ
る
。
右
の
日
本
人
修
道
士
の
文
で
は
、
主
述
を
入
れ
か
え
た

「
ガ
ラ
ス
を
割
っ
た
の
は
誰
で
す
か
」
が
い
っ
そ
う
日
本
語
ら
し
い

こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

同
講
座
八
月
号
の
三
十
一
日
条
か
ら
も
一
つ
。

誰
が
電
話
番
号
を
知
っ
て
い
る
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

こ
ち
ら
は
、
な
ん
の
前
提
も
な
し
に
発
せ
ら
れ
た
文
な
の
で
、
の
を

含
ま
な
い
「
誰
が
知
っ
て
い
る
か
」
が
自
然
な
日
本
語
の
文
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

日
本
語
の
機
微
に
関
わ
る
か
く
も
重
要
な
の
（「
ん
」
で
実
現
す
る

こ
と
も
あ
る
）
で
あ
る
が
、
初
級
の
日
本
語
教
室
で
は
こ
れ
を
教
え

る
こ
と
に
余
り
熱
心
で
な
か
っ
た
と
い
う
。
菊
池
康
人
「
受
難
の

�
ん
で
す
�
を
救
え
る
か
」（『
言
語
』2006.12

）
は
、
そ
の
あ
た
り
の

事
情
を
つ
い
て
鋭
い
。

本
稿
で
は
引
用
符
に
か
え
て
傍
線
を
用
い
、
言
及
箇
所
に
も
そ
れ
を
附
す

る
こ
と
が
多
い
。

右
に
言
及
し
た
の
は
、
先
行
す
る
文
相
当
の
表
現
を
名
詞
節
に
ま

と
め
る
語
と
し
て
日
本
語
史
上
に
登
場
し
た
。
例
え
ば
、
伊
勢
物
語

第
八
段
の
「
あ
さ
ま
の
た
け
に
け
ぶ
り
の
た
つ
を
み
て
」
は
、「
浅

間
の
嶽
に
煙
が
立
つ
の
を
見
て
」
な
ど
と
口
語
訳
す
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
こ
の
の
は
、
体
言
に
準
ず
る
助
詞
と
し
て
〈
準
体
助
詞
〉
と

名
づ
け
ら
れ
、
今
は
〈
形
式
名
詞
〉
と
も
よ
ば
れ
、
別
の
た
ち
ば
の

文
法
で
は
〈
補
文
標
識
〉
と
い
う
。
こ
の
語
法
が
う
ま
れ
た
の
は
江

戸
時
代
の
初
め
、
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
七
世
紀
後

半
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
複
文
に
お
い
て
論
理
関
係
を
明
示
す
る

接
続
助
詞
「
の
で
」「
の
に
」
も
生
ん
だ
、
日
本
語
史
上
の
優
れ
も

の
で
あ
る
。

同
類
の
形
式
名
詞
「
こ
と
」
が
あ
る
の
に
、
あ
え
て
新
し
い
語
を

求
め
た
の
は
、
日
本
人
が
そ
の
必
要
を
感
じ
た
か
ら
で
、
の
と
こ
と

の
使
い
わ
け
に
よ
っ
て
日
本
語
の
明
晰
性
が
進
ん
だ
。「
梅
の
実
が

落
ち
る
の
を
み
た
」「
鶯
が
鳴
く
の
を
き
い
た
」
に
見
る
よ
う
に
、

の
は
同
時
性
・
同
一
場
面
性
、
換
言
す
る
と
〈
密
接
性
〉
の
表
現
を

典
型
と
し
、
動
詞
は
知
覚
動
詞
を
と
る
。
他
方
、
こ
と
は
、
祈
願
・

命
令
・
要
求
な
ど
の
表
現
を
典
型
と
し
、「
育
つ
こ
と
を
祈
っ
た
」

「
去
る
こ
と
を
求
め
た
」
な
ど
と
い
う
。
こ
ち
ら
の
「
こ
と
を
」
は

「
よ
う
に
」
と
も
い
え
る
。
か
く
て
、
の
は
具
体
的
な
表
現
を
担
い
、

こ
と
は
抽
象
的
・
一
般
的
な
表
現
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

だ
が
、
境
界
域
が
広
く
、
両
方
を
用
い
る
語
も
多
く
て
議
論
が
尽
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き
ず
、
人
に
よ
っ
て
規
準
が
違
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
場
面
の

公
私
、
文
章
の
硬
軟
な
ど
で
異
な
り
、
文
脈
や
共
起
す
る
語
と
の
関

係
で
も
変
わ
る
の
で
、
い
よ
い
よ
複
雑
で
あ
る
。

わ
た
し
が
こ
の
問
題
を
深
く
考
え
る
契
機
に
な
っ
た
の
は
十
年
前
、

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
『
古
典
の
影
』（1995

）
を
読
ん
だ
と
き

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
学
生
十
人
の
反
応
を
調
べ
て

み
た
。
三
十
箇
所
を
空
欄
で
呈
示
し
、
そ
こ
を
満
た
す
の
は
の
か
こ

と
か
、
そ
の
根
拠
は
何
か
、
と
問
う
た
の
で
あ
る
。
密
接
性
の
で
き

ご
と
が
殆
ど
な
い
評
論
文
で
あ
る
。

初
め
に
、
一
対
十
一
と
分
か
れ
た
三
箇
所
を
掲
げ
る
。

そ
れ
が
ま
ず
一
つ
の
作
品
で
あ
る
□
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
強
さ
と
批
評
の
弱
さ
と
が
相
関
関
係
に
あ
る

□
は
確
か
で
、

文
学
に
歴
史
的
次
元
が
存
し
、
そ
れ
が
一
つ
の
特
殊
な
歴
史
を

な
し
て
い
る
□
は
疑
え
な
い
。

右
の
空
白
箇
所
に
、
著
者
は
の
を
、
わ
た
し
ど
も
は
こ
と
を
用
い
た

の
で
あ
る
。

反
対
に
、
著
者
を
含
む
全
員
が
一
致
し
た
二
箇
所
を
あ
げ
る
。
一

致
し
た
わ
け
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

テ
キ
ス
ト
は
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
で
初
め
て
文
学
と
し

て
実
現
さ
れ
る
の
だ
。

資
料
の
乏
し
い
の
を
い
い
こ
と
に
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、

同
じ
著
者
の
『
梁
塵
秘
抄
』（
日
本
詩
人
選
２２

筑
摩
書
房

1976

）

で
も
、
使
用
状
況
は
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
二
文
を
ひ
く
。

梁
塵
秘
抄
が
こ
う
し
た
新
語
を
自
在
に
使
い
こ
な
し
て
い
る
の

に
注
目
し
た
い
。（p.34

）

和
名
抄
が
遊
女
を
乞
盗
類
に
入
れ
て
い
る
の
で
も
分
る
よ
う
に
、

そ
れ
が
卑
賤
の
も
の
で
あ
っ
た
の
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。

（p.35

）

著
者
は
「
イ
ト
ホ
シ
は
痛
ハ
シ
の
転
で
、
心
痛
む
の
を
い
う
。」

（p.56

）
の
よ
う
に
も
用
い
る
。

の
、
こ
と
の
使
い
方
が
、
わ
た
し
ど
も
と
大
き
く
違
っ
た
原
因
は

何
だ
ろ
う
か
。
大
正
五
年
生
ま
れ
の
著
者
と
わ
た
し
と
の
年
齢
差
は

廿
二
、
わ
た
し
と
学
生
と
は
三
十
数
歳
の
差
、
言
語
習
得
の
時
代
よ

り
成
育
環
境
、
つ
ま
り
個
人
差
に
よ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

各
種
の
文
章
か
ら
名
文
を
え
り
す
ぐ
っ
た
と
い
う
本
が
あ
る
（
文

春
文
庫
『
忘
れ
ら
れ
た
名
文
た
ち
』1997

）。
そ
の
中
に
、「
種
々
の
工

夫
を
見
る
た
め
に
や
や
省
略
し
て
あ
る
の
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
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た
い
」（p.297

）
と
い
う
断
り
書
き
が
み
え
る
。
わ
た
し
な
ら
こ
と

を
使
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
名
文
選
び
の
達
人
を
自
認
す
る
人
を
も
迷

わ
せ
る
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
わ
た
し
が
違
和
感
を
覚
え
た
多
く
の
実
例
か
ら
、
朝

日
新
聞
の
三
つ
を
示
そ
う
。
初
め
は
日
本
企
業
へ
の
就
職
を
望
む
中

国
人
学
生
の
選
抜
を
扱
っ
た
記
事
。

人
事
担
当
の
中
村
任
志
氏
は
「
本
物
か
ど
う
か
見
極
め
る
の
が

大
事
だ
」。（2003.2.23

）

つ
い
で
、
米
国
の
新
し
い
財
務
長
官
が
Ｇ
７
に
デ
ビ
ュ
ー
し
て
塩
川

財
務
大
臣
と
対
面
し
た
記
事
。

一
方
で
、「
日
本
の
成
長
が
重
要
」
と
ク
ギ
を
刺
す
の
も
忘
れ

な
か
っ
た
。（
同
）

最
後
に
、
秋
田
県
の
児
童
連
続
殺
害
事
件
の
初
公
判
ま
で
の
期
間
が

長
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
。

弁
護
士
が
２
人
し
か
い
な
か
っ
た
の
が
原
因
の
よ
う
だ
。

（2008.3.16

）

わ
た
し
の
語
感
は
い
ず
れ
も
こ
と
を
求
め
る
の
だ
が
、
そ
の
根
拠
を

簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

放
送
の
表
現
に
も
同
じ
こ
と
を
感
ず
る
。
収
穫
期
の
果
物
な
ど
の

盗
難
事
件
の
報
道
で
、「
盗
ま
れ
て
い
る
の
が
見
つ
か
り
ま
し
た
」

を
よ
く
耳
に
す
る
。
四
月
十
七
日
朝
の
ラ
ジ
オ
で
も
、
栃
木
市
の
日

本
刀
盗
難
に
つ
い
て
全
く
同
じ
表
現
を
し
た
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
つ

い
、
盗
ま
れ
た
物
が
見
つ
か
っ
た
、
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
が
、
盗
ま

れ
た
と
い
う
事�

実�

に
気
づ
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

か
か
る
表
現
に
頻
繁
に
接
す
る
の
は
、
両
語
の
機
能
差
が
小
さ
く

な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
っ
て
朝
日
新
聞
の
デ
ー
タ

き
く
ぞ
う

ベ
ー
ス
『
聞
蔵
Ⅱ
』
で
調
べ
る
と
、
確
か
に
そ
の
傾
向
は
あ
る
が
、

承
接
す
る
語
に
よ
っ
て
も
異
な
り
、
簡
単
に
数
値
化
す
る
こ
と
は
難

し
い
。

近
年
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ウ
ツ
ー
物
の
出
版
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
書
物
は
、
内
容
を
一
目
で
知
ら
せ
ん
が
た
め
、
直
截
簡
明
に
問
い

か
け
る
型
の
書
名
が
多
い
。
そ
こ
で
夕
刊
讀
賣
新
聞
は
、「
な
ぜ
多

い
？
�
な
ぜ
�
と
問
う
本
」
と
題
し
て
「
ト
レ
ン
ド
館
」
の
ペ
イ
ジ

を
構
成
し
た
（2006.3.1

）。

そ
の
書
名
を
み
る
と
、『
さ
お
だ
け
屋
や
な
ぜ
潰
れ
な
い
の
か
』

か
ら
『
日
本
人
は
な
ぜ
狐
を
信
仰
す
る
の
か
』
ま
で
十
四
点
、
概
し

て
書
名
が
長
い
。
現
代
日
本
語
で
は
な
ぜ
に
応
じ
て
の
か
で
結
ぶ
の

が
普
通
で
あ
る
中
で
、
例
外
は
関
川
夏
央
『
お
じ
さ
ん
は
な
ぜ
時
代

小
説
が
好
き
か
』
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
題
を
初
め
て
み
た
と
き
、
わ
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た
し
は
藤
森
成
吉
『
何
が
彼
女
を
そ
う
さ
せ
た
か
』（1927

）
を
思

い
だ
し
た
。

近
年
刊
行
さ
れ
た
本
で
の
か
と
し
な
い
の
は
、
ほ
か
に
『
な
ぜ
、

い
ま
代
用
監
獄
か
』『
憲
法
九
条
は
な
ぜ
制
定
さ
れ
た
か
』『
女
は
男

の
そ
れ
を
な
ぜ
セ
ク
ハ
ラ
と
呼
ぶ
か
』
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
少

数
派
で
あ
る
。
そ
の
著
者
の
狙
い
は
知
ら
な
い
が
、
た
と
い
一
二
字

で
あ
っ
て
も
、
標
題
が
長
く
な
る
こ
と
を
厭
う
た
の
で
は
な
い
か
。

の
を
含
ま
な
い
ほ
う
が
締
ま
る
し
、
古
風
な
感
じ
も
漂
う
。

見
出
し
の
文
字
を
大
き
く
し
て
字
数
を
減
ら
し
た
い
新
聞
も
こ
の

手
を
使
う
。
朝
日
新
聞
の
「
も
っ
と
知
り
た
い
！
」
欄
（2007.7.1

）

で
、
本
文
の
リ
ー
ド
を
「
再
び
、
ト
キ
が
野
生
に
戻
る
こ
と
は
で
き

る
の
か
。」
と
結
ぶ
の
に
、
見
出
し
は
「
ト
キ
、
野
生
に
戻
れ
る

か
？
」
と
し
た
の
も
そ
れ
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
の
の
存
在
意
義
が
著
し
く
減
少
し
て
い
る
よ
う
だ
。

ニ
ュ
ー
ス
の
放
送
で
は
、
初
め
に
主
な
項
目
を
つ
げ
る
際
と
本
文
と

で
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
韓
国
の
大
統
領
選
挙
に
か
ら
む
李
明
博
候

補
の
疑
惑
に
つ
い
て
、
盧
武
鉉
大
統
領
が
指
揮
権
発
動
を
法
相
に
指

示
し
た
と
き
、
讀
賣
新
聞
は
「
選
挙
情
勢
に
ど
う
影
響
す
る
か
は
不

透
明
だ
」（2007.12.17

）
と
書
い
た
。
当
日
の
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の

六
時
四
十
分
、
主
な
項
目
で
は
「
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、

注
目
さ
れ
ま
す
」、
本
文
で
は
「
与
え
る
か
」
で
あ
っ
た
。「
焦
点
は

整
理
再
生
機
構
が
差
押
え
の
手
続
き
に
入
る
の
か
ど
う
か
に
移
り
ま

す
」
に
対
し
て
、「
入
る
か
ど
う
か
」
も
あ
っ
た
（2007.6.18

十
九

時
）。

の

二
つ
の
事
態
の
生
起
す
る
確
率
が
中
立
的
な
表
現
で
は
、「
伸
る

そ

か
反
る
か
」「
食
う
か
食
わ
れ
る
か
」「
生
き
る
か
死
ぬ
か
」
な
ど
、

の
を
伴
わ
な
い
の
が
日
本
語
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
右
に
見

た
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
銀
行
新
総
裁
の
武

藤
候
補
を
野
党
の
反
対
で
参
議
院
が
不
同
意
と
し
た
と
き
、
ラ
ジ
オ

は
「
同
じ
候
補
者
を
再
提
示
す
る
の
か
、
差
し
か
え
る
の
か
」
と
報

じ
た
（2008.3.11

）。

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
そ
れ
が
音
声
と
字
幕
の
ゆ
れ
と
な
る
こ
と

が
あ
る
。
総
合
テ
レ
ビ
『
生
活
笑
百
科
』
の
一
例
だ
け
を
あ
げ
る
と
、

司
会
者
の
「
再
婚
は
無
効
に
な
る
か
」
に
対
し
て
、
字
幕
は
「
無
効

に
な
る
の
か
」（2007.9.10

）
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
。
い
ず
れ
も
の

の
有
無
に
頓
着
し
な
い
よ
う
だ
。

夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
冒
頭
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。

名
前
は
ま
だ
無
い
。」
の
続
き
を
、
わ
た
し
は
「
ど
こ
で
生
ま
れ
た

か
、
頓
と
見
当
が
つ
か
ぬ
。」
と
覚
え
て
い
た
。
山
口
仲
美
『
犬
は

「
び
よ
」
と
鳴
い
て
い
た
』（
光
文
社
新
書

2002

）
に
は
「
ど
こ
で
生
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ま
れ
た
の
か
」
と
あ
る
（p.141

）。
無
意
識
に
い
れ
た
の
を
、
原
典

と
照
合
し
た
編
集
者
が
見
の
が
し
た
の
だ
ろ
う
。

有
意
性
を
失
っ
た
の
が
報
道
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
専
門

家
の
論
文
に
も
多
い
。
日
本
文
学
と
言
語
学
の
一
例
ず
つ
を
あ
げ
る
。

現
実
の
政
治
が
勅
撰
集
に
ど
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
い
ま
だ
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
。
／
本
稿
に
お
い
て
は
、
現
実
の
政
治
の
あ
り
方
が

勅
撰
集
に
ど
の
よ
う
に
映
し
だ
さ
れ
て
い
る
か
を
、（『
國
語
國

文
』2006.3

p.1

）

例
え
ば
「
深
い
水
深
を
持
っ
て
い
る
」
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
機

能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、「
ユ
ー
モ
ア
を
持
っ
て
い
る
」
こ

と
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
な
ど
、
当
該
の
文
脈

に
お
い
て
最
も
特
立
し
た
情
報
が
認
識
さ
れ
る
。（『
言
語
』
第

三
十
二
巻
十
一
号p.59

）

こ
の
よ
う
に
変
質
し
て
い
る
ら
し
い
「
の
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
新

し
い
現
象
を
生
み
だ
す
。
こ
こ
に
は
専
門
家
の
文
章
で
誤
読
を
誘
わ

れ
た
例
を
あ
げ
よ
う
。

ド
イ
ツ
文
献
学
の
こ
の
よ
う
な
方
法
が
、
じ
つ
は
わ
が
国
近
世

期
の
国
学
の
方
法
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
た
の
に
、
あ
ら
た

め
て
芳
賀
は
気
づ
い
て
い
く
。（『
國
語
と
國
文
學
』2003.11

p.36

）

わ
ら
は
べ

「
こ
の
ご
ろ
童
の
口
の
端
に
か
け
た
る
怪
し
の
今
様
歌
」
と
前

引
狭
衣
物
語
に
あ
る
の
に
、
あ
ら
た
め
て
目
を
と
め
る
必
要
が

あ
る
。（
上
引
『
梁
塵
秘
抄
』p.87

）

の
に
の
下
の
読
点
で
わ
た
し
の
読
み
は
休
止
し
て
し
ま
っ
た
。
接
続

助
詞
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
続
く
文
字
列
が
視
野
に
入
っ
て
修
正

し
え
た
が
、
こ
こ
で
改
行
さ
れ
て
い
た
ら
完
全
に
誤
読
し
た
だ
ろ
う
。

危
う
い
書
き
方
で
あ
る
。
の
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
ら
、
迷
う
こ
と

が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
時
代
な
の
で
、
無
意
識
に
用
い
た
ら
し
い
の
、
意
味
の
把

握
し
が
た
い
の
も
多
い
。
本
の
広
告
は
書
店
や
広
告
会
社
が
作
る
も

の
だ
ろ
う
が
、
著
作
者
が
全
く
関
与
し
な
い
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。

『
意
味
論
の
対
象
と
方
法
』
の
広
告
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

人
間
の
生
得
性
と
認
知
能
力
・
言
語
能
力
の
間
に
は
ど
の
よ
う

な
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
と
ば
と
社
会
の
間
に
は
ど
ん
な

緊
張
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。（
大
修
館
書
店
『
言
語
』

2003.1
）

外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
を
専
門
と
す
る
学
校
が
発
行
し
た
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『
日
本
語
の
助
詞
二
種
』
と
い
う
本
の
最
新
の
広
告
に
は
、
大
き
な

活
字
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

「
は
」
と
「
が
」
の
違
い
を
／
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育

の
現
場
で
は
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
の
か
（『
言
語
』2008.6

）

末
尾
の
「
の
」
は
、
わ
た
し
に
は
不
要
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
理
解
し
が
た
い
広
告
が
あ
る
。
例
え
ば
大
沢
在
昌
『
ニ
ッ

ポ
ン
泥
棒
』。
書
名
の
右
に
あ
る
「
未
来
を
握
ら
さ
れ
た
男
。
６４
歳
、

無
職
。
ま
も
る
の
か
。
逃
げ
る
の
か
。」（
朝
日
新
聞

2007.2.25

）
が

わ
か
ら
な
い
。
書
名
の
左
に
も
六
行
あ
っ
て
、「
尾
津
は
、
自
分
の
、

そ
し
て
世
界
の
未
来
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
」
と
結
ん
で
い

る
。
そ
れ
な
ら
「
ま
も
る
」
と
「
守
る
こ
と
が
で
き
る
」
が
等
価
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

無
意
味
な
の
と
考
え
る
数
例
を
朝
日
新
聞
か
ら
ひ
く
。
ま
ず
、
Ｂ

Ｓ
Ｅ
問
題
を
め
ぐ
る
社
説
か
ら
。

米
国
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連

合
）
と
比
べ
て
も
甘
い
。
検
査
数
を
ふ
や
し
た
と
は
い
え
、
全

体
の
１
％
弱
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。

（2004.6.27

）

東
大
和
市
の
特
養
さ
く
ら
苑
で
お
こ
っ
た
、
高
齢
者
へ
の
性
的
虐
待

に
対
す
る
職
員
の
処
分
に
つ
い
て
。

男
性
職
員
２
人
は
当
初
、
出
勤
停
止
５
〜
７
日
間
。「
１
週
間

の
処
分
で
復
帰
さ
れ
て
介
護
さ
れ
た
い
と
思
う
の
か
」
と
家
族

が
失
望
し
た
。（2006.8.13

）

最
後
に
「
世
界
の
論
調
」
か
ら
。

ク
リ
ン
ト
ン
氏
が
ど
こ
ま
で
跳
ね
返
す
の
か
。
内
輪
の
戦
い
が

ど
の
程
度
、
１１
月
の
本
選
挙
で
の
民
主
党
の
チ
ャ
ン
ス
を
損
ね

る
の
か
。
今
後
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。（2008.2.10

）

極
め
つ
け
は
二
つ
。
一
つ
は
、
読
書
欄
で
富
山
太
佳
夫
『
笑
う
大

英
帝
国
』
を
百
三
十
五
字
で
紹
介
し
た
文
章
の
末
尾
、「
そ
こ
に
こ

そ
英
国
の
笑
い
の
文
化
が
あ
る
の
ら
し
い
。」（2006.5.28

）。
い
ま
一

つ
は
、
若
年
層
に
鉄
鋼
業
を
宣
伝
す
べ
く
日
本
鉄
鋼
連
盟
が
作
っ
た

と
い
う
型
破
り
の
広
告
で
、
ヘ
ビ
ー
メ
タ
ル
の
人
気
ギ
タ
リ
ス
ト
が

「
メ
タ
ル
は
い
け
て
る
の
か
？
」
と
訴
え
て
い
る
も
の
で
あ
る

（2006.10.29

）。
と
も
に
わ
た
し
の
理
解
を
超
え
て
い
る
。
過
ぎ
た
る

は
猶
ほ
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
、
と
思
う
。

三
百
万
部
を
売
っ
た
と
豪
語
す
る
本
の
新
聞
広
告
を
何
回
か
目
に

し
た
。
そ
の
『
人
は
な
ぜ
生
ま
れ
い
か
に
生
き
る
の
か
』
は
、
過
去

を
向
い
て
原
因
を
問
う
「
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
」
と
、
未
来
に
向
か

っ
て
方
法
を
問
う
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
を
一
緒
に
し
た
、
無
神

経
な
書
名
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
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以
上
、
形
式
名
詞
「
の
」
を
め
ぐ
る
諸
現
象
に
つ
い
て
考
え
た
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
と
」
か
ら
「
の
」
へ
の
移
行
に
は
聴
覚
印
象
の
関
与
が
考
え

ら
れ
る
。
コ
ト
は
二
拍
と
も
破
裂
音
、
特
に
コ
が
硬
い
。
ノ
は
柔
ら

か
な
鼻
音
で
あ
る
。
軟
ら
か
さ
を
好
む
近
年
の
風
潮
が
の
へ
の
移
行

を
促
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手

の
談
話
「
あ
そ
こ
は
勝
負
だ
っ
た
か
な
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
ね
」

に
見
る
よ
う
に
、
疑
問
語
を
附
し
、
反
省
と
か
後
悔
と
か
明
言
し
な

い
、
朧
化
表
現
の
流
行
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
べ
き
」

の
衰
退
も
関
与
し
て
い
そ
う
だ
。
と
ま
れ
、
日
本
語
の
進
む
方
向
を

考
え
る
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
に
思
う
。

ラ
ジ
オ
第
二
放
送
の
講
座
「『
カ
ナ
』
手
本
ド
イ
ツ
語
」
に
、
何

に
つ
い
て
の
質
問
か
を
三
者
択
一
で
答
え
さ
せ
る“O

hren

spitzen!”

（
耳
を
澄
ま
せ
て
）
が
あ
る
。
五
月
十
四
日
条
の
第
三
問
の

選
択
肢
は
、
テ
キ
ス
ト
に
「
レ
ス
ト
ラ
ン
に
ラ
イ
ス
が
あ
る
か
」

「
ド
イ
ツ
に
米
が
あ
る
か
」「
米
を
売
っ
て
い
る
か
」
と
あ
る
が
、
放

送
で
は
す
べ
て
「
〜
の
か
」
と
読
ま
れ
た
。
講
師
は
日
本
人
で
あ
る
。

（
二
千
八
年
夏
）
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