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【
エ
ッ
セ
イ
】

文
語
は
遠
く
な
り
に
け
り

―
辞
苑
閑
話
・
七

―

工　

藤　

力　

男

浮
雲
百
三
十
年

二
葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』
第
一
編
の
発
表
さ
れ
た
の
が
明
治
三
十

年
、
こ
の
年
に
言
文
一
致
の
運
動
が
一
つ
の
結
実
を
得
て
か
ら
百
三

十
年
近
い
月
日
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
る
。

多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
文
語
は
、
高
等
学
校
の
古
典
の
時
間

に
学
ん
だ
言
語
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
語
か
ら

自
由
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
常
生
活
に
お
い
て
諺
や
格
言
を

口
に
す
る
と
き
、
小
説
や
詩
歌
を
読
む
と
き
、
旅
先
で
偉
人
の
顕
彰

碑
を
見
た
り
す
る
と
き
、
ひ
と
は
漢
文
や
文
語
に
遭
遇
す
る
。
受
身

の
対
応
ば
か
り
で
は
な
い
。
何
か
改
ま
っ
た
文
章
を
書
く
に
あ
た
っ

て
、
少
し
気
取
っ
て
文
語
的
な
表
現
を
選
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、

に
わ
か
取
り
引
き
に
問
屋
は
た
や
す
く
応
じ
て
は
く
れ
な
い
。

さ
ん
ざ
ん
苦
労
し
て
慣
れ
な
い
文
語
を
使
お
う
と
す
る
と
、
無
教

養
が
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
で
も
、
つ
い
凝
っ
た
表

現
や
言
い
回
し
を
盛
り
た
い
の
は
人
情
で
あ
る
。
生
兵
法
は
怪
我
の

元
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
魅
惑
の
尽
き
な
い
の
が
文
語
で
あ
る
。
単

に
雅
趣
を
た
っ
と
ぶ
だ
け
で
は
な
い
。
漢
文
脈
系
の
文
語
の
簡
潔
さ

と
雄
勁
さ
も
優
れ
た
価
値
で
あ
る
。
日
本
語
の
こ
の
貴
重
な
宝
を
歴

史
の
流
れ
に
捨
て
さ
る
の
は
、
惜
し
み
て
余
り
あ
る
。

「
言
語
時
評
」「
日
本
語
雑
記
」
そ
し
て
「
辞
苑
閑
話
」
と
名
を
か

え
た
【
エ
ッ
セ
イ
】
を
書
き
つ
づ
け
て
十
一
年
、
回
数
は
四
十
に
達

し
た
。
長
す
ぎ
た
。
そ
こ
で
、
四
十
回
に
し
て
惑
わ
ず
こ
れ
を
閉
じ
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る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
最
終
回
に
、
自
分
の
耳
目
に
接
し
た
文
語
表

現
の
気
が
か
り
な
事
柄
を
取
り
あ
げ
、
あ
る
い
は
、
自
分
が
文
語
的

な
表
現
で
特
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
、
文
語
に
拘
泥
し
て
失
敗
し
た

経
験
な
ど
を
書
こ
う
と
思
う
。

自
分
が
失
敗
し
た
経
験
の
一
つ
に
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
。
学
部
を

卒
業
し
て
名
古
屋
の
高
等
学
校
に
勤
務
し
た
二
年
目
で
あ
っ
た
か
、

わ
た
し
は
P
T
A
関
係
の
校
務
の
担
当
に
な
り
、
新
聞
の
創
刊
を

命
ぜ
ら
れ
た
。
講
堂
兼
体
育
館
を
改
築
す
る
た
め
に
寄
附
金
を
募
る

計
画
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
計
画
案
が
P
T
A

総
会
を
通
っ
た
こ
と
を
報
ず
る
号
を
発
行
し
た
と
き
、「
～
計
画
案

承
認
さ
る
」
と
い
う
大
き
な
見
出
し
を
掲
げ
た
。「
こ
れ
が
ど
う
し

て
？
」
と
い
ぶ
か
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
こ
れ
は
あ
り
ふ

れ
た
光
景
な
の
だ
か
ら
。

口
語
の
漢
語
サ
変
動
詞
「
承
認
す
る
」
の
受
身
形
は
「
承
認
さ
れ

る
」、
受
身
の
助
動
詞
「
れ
る
」
を
文
語
の
「
る
」
に
替
え
る
と
、

文
語
の
受
身
表
現
「
承
認
さ
る
」
に
な
る
。
そ
う
単
純
に
考
え
て
し

ま
い
、
文
語
サ
変
動
詞
の
未
然
形
が
「
せ
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が

向
か
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
は
、
か
つ
て
の
日
本
の
文
献

に
多
く
見
ら
れ
た
の
で
、
知
ら
ぬ
間
に
学
習
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ

の
実
例
は
明
治
期
の
新
聞
に
は
い
く
ら
で
も
見
つ
か
る
。

た
ま
た
ま
必
要
が
あ
っ
て
調
べ
て
い
た
、
明
治
三
十
八
年
九
月
、

ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
締
結
時
の
朝
日
新
聞
の
紙
面
か
ら
拾
う
と
、「
修

正
さ
れ
」「
譲
与
さ
れ
た
る
」「
締
結
せ
ら
れ
」「
破
棄
せ
ら
れ
ん
」

「
打
破
せ
ら
れ
ん
」
な
ど
が
み
え
る
。
無
論
、
正
格
の
「
～
せ
ら
る
」

が
多
く
あ
る
一
方
で
、
俗
用
の
「
～
さ
る
」
も
少
な
く
な
い
。
わ
た

し
は
迂
闊
に
も
、
俗
用
の
「
承
認
さ
る
」
を
用
い
て
し
ま
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

本
稿
は
、《
文
語
》
と
い
う
小
さ
な
窓
を
通
し
て
見
た
、
現
在
の

日
本
語
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。（
な
お
、
原
則
と
し
て
使
用
者
の
名
は
明

記
し
な
い
。
出
典
の
新
聞
は
す
べ
て
朝
刊
で
あ
る
。）

文
語
と
口
語

あ
る
言
語
学
者
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
の
感
想
か
ら
始
め
る
。

英
語
な
ど
の
よ
う
な
敬
語
を
有
さ
な
い
言
語
と
日
本
語
の
よ
う

な
敬
語
を
有
す
る
言
語
の
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
（『
言
語
』31

―7　

大

修
館
書
店　

2002.6　

p.96

）

六
ペ
イ
ジ
か
ら
成
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
中
に
「
敬
語
を
有
さ
な
い
言

語
」
が
三
回
み
え
る
。
口
語
文
法
の
規
範
を
は
み
だ
す
も
の
で
は
な

い
が
、
わ
た
し
に
は
微
妙
な
違
和
感
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。

『
新
明
解
国
語
辞
典
』
巻
末
の
口
語
動
詞
活
用
表
に
よ
る
と
、「
サ
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行
変
格
活
用
」
に
は
、「
す
る
」「
愛
す
る
」「
参
ず
る
」「
対
決
す

る
」
の
四
型
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
活
用
語
尾
が
示
さ
れ
て
い
る
。

勿
論
「
す
る
」
は
本
来
の
語
で
、「
愛
す
る
」
以
下
の
三
つ
は
漢
語

に
「
す
る
」
の
接
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
「
有
す
る
」
は
、
一
字

漢
語
か
ら
成
る
点
で
、「
愛
す
る
」
と
同
型
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。そ

の
「
愛
す
る
」
は
、
未
然
形
の
欄
に
、
否
定
表
現
「
愛
さ
ナ

イ
」「
愛
し
ナ
イ
」「
愛
せ
ズ
・
ヌ
」
の
三
つ
と
、
使
役
・
受
身
表
現

「
愛
さ
セ
ル
・
レ
ル
」
が
派
生
す
る
と
し
て
い
る
。
当
面
の
「
有
す

る
」
を
こ
れ
に
当
て
は
め
る
と
、
否
定
表
現
「
有
さ
な
い
」
は
な
ん

ら
問
題
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
わ
た
し
に
違
和
感
を
抱

か
せ
た
の
だ
ろ
う
。

「
有
す
る
」
と
い
う
動
詞
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
書
き
言
葉
で

あ
る
。
話
し
言
葉
に
は
「
あ
る
」「
も
つ
」
を
用
い
る
の
が
ふ
つ
う

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
有
す
る
」
の
否
定
表
現
は
文
語
由
来
の
「
有

せ
ず
」
が
し
ぜ
ん
な
の
で
、「
有
さ
な
い
」
に
違
和
感
を
も
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

ほ
か
の
動
詞
の
例
に
、
あ
る
文
筆
家
の
「
評
す
」
を
見
る
。

い
い
年
を
し
て
、
今
日
で
き
る
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
今
日
し
て
し

ま
お
う
と
す
る
。
小
人
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
。（『
昭
和
史
回

想
』
N
H
K
出
版　

1999　

p.130

）

「
評
す
る
」
に
文
語
の
「
ざ
る
」
を
つ
け
た
の
は
よ
か
っ
た
が
、
口

語
の
「
評
さ
」
に
よ
っ
て
し
ま
っ
た
。
文
語
に
五
段
活
用
動
詞
は
な

い
。
研
究
者
某
氏
の
「
カ
ワ
ウ
ソ
と
『
圓
朝
全
集
』
と
」
と
題
す
る

エ
ッ
セ
イ
に
も
こ
れ
は
あ
る
。

カ
ワ
ウ
ソ
の
習
性
（
捕
え
た
魚
を
直
ぐ
に
は
食
さ
ず
岸
辺
に
並

べ
て
お
く
）
よ
り
生
ま
れ
た
季
語
（『
図
書
』770　

岩
波
書
店　

2003.4　

p.28

）

右
の
諸
例
と
異
な
る
、
凝
り
過
ぎ
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
二
例
を
あ

げ
る
。
初
め
に
西
洋
古
典
学
者
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
。

た
ま
さ
か
目
に
触
れ
た
材
料
を
並
べ
て
一
粲
を
博
さ
ば
や
と
思

う
ば
か
り
で
あ
る
。（『
図
書
』777　

2013.11　

p.53

）

次
い
で
、
某
小
説
家
の
単
行
本
の
書
名
『
恋
せ
ど
も
、
愛
せ
ど
も
』

（
新
潮
社　

2005

）
は
、
編
集
者
も
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
、
両
者
と

も
知
っ
て
お
り
な
が
ら
敢
え
て
奇
を
衒
っ
た
の
か
。

漢
字
一
字
に
よ
る
動
詞
は
、
音
よ
み
の
漢
語
と
し
て
用
い
た
の

か
、
訓
よ
み
す
な
わ
ち
和
語
と
し
て
用
い
た
の
か
、
紛
ら
わ
し
い
こ

と
が
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
言
語
表
現
か
ら
日
本
人
を
論
じ
た
、
二

人
の
言
語
学
者
の
共
著
論
文
か
ら
ひ
く
。

自
分
とhe
（his

）
は
、
信
夫
の
私
的
自
己
を
表
す
と
い
う
点
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で
は
同
じ
だ
が
、
そ
の
表
現
が
誰
に
帰
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で

は
異
な
る
。（『
言
語
』36

―2　

2001.1　

p.107

）

こ
こ
で
訓
よ
み
す
る
人
は
あ
る
ま
い
が
、「
帰
す
」
を
口
語
の
受
身

形
と
し
て
用
い
る
の
は
紛
ら
わ
し
い
。
わ
た
し
な
ら
文
語
形
「
帰
せ

さ
れ
る
」
を
用
い
る
。
こ
の
た
ぐ
い
に
は
「
記
す
」「
秘
す
」
な
ど

も
あ
る
。
十
三
年
前
、
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
の
命
日
に
神
奈
川
県
で
行

わ
れ
た
「
イ
マ
ジ
ン
を
う
た
う
会
」
を
報
ず
る
、
翌
朝
七
時
の
ラ
ジ

オ
、
関
東
圏
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、「
平
和
へ
の
願
い
を
ヒ
ョ
ウ
シ
て
、

ア
ラ
ワ
シ
て
」
と
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
読
み
直
し
た
こ
と
が
あ
る

（2001.12.9

）。
送
り
仮
名
一
つ
で
避
け
え
た
こ
と
で
あ
る
。

た
か
が
サ
変
、
さ
れ
ど
サ
変
、
侮
り
が
た
い
動
詞
で
あ
る
。

「
発
す
る
」
な
ど

「
発
・
接
・
罰
」
な
ど
、
現
代
漢
字
音
が
「
ツ
」
で
お
わ
る
一
字

漢
語
の
サ
変
動
詞
を
み
る
。
初
め
に
、
著
名
な
言
語
学
者
の
著
書
か

ら
。「

コ
ド
モ
」
と
い
う
語
は
、
男
声
で
発
さ
れ
て
も
女
声
で
発
せ

ら
れ
て
も
「
同
じ
」
記
号
表
現
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
了
解
さ

れ
る
。（
岩
波
新
書
『
記
号
論
へ
の
招
待
』1984　

p.75

）

右
の
よ
う
に
ご
く
近
接
し
て
出
現
す
る
一
つ
の
動
詞
を
、
片
や
口
語

の
五
段
活
用
、
片
や
文
語
の
四
段
活
用
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ

る
。「
発
さ
れ
る
」
は
別
の
箇
所
に
も
、「
哺
乳
動
物
か
ら
発
さ
れ
る

酪
酸
の
匂
い
で
あ
る
。」
と
出
て
く
る
（
同　

p.174

）。「
有
す
る
」

は
、
前
節
に
み
た
活
用
表
で
は
、
一
字
漢
語
に
よ
る
の
で
、「
愛
す

る
」
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
二
回
出
現
し
た
「
発
さ
れ
る
」
は

ま
っ
と
う
な
受
身
表
現
で
あ
ろ
う
か
。

『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院　

2001

）
の
「
品
詞
別
時
代

別
活
用
表　

動
詞
（
現
代
）」
の
サ
変
の
項
、「
為す

る
」
の
未
然
形
に

は
、「
さ
・
せ
・
し
」
の
三
形
が
示
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
「
さ
せ

る
／
さ
れ
る
」「
せ
ぬ
」「
し
な
い
／
し
よ
う
」
を
含
意
す
る
の
だ
ろ

う
。
こ
れ
に
は
五
文
か
ら
成
る
備
考
が
あ
る
。

一
字
漢
字
か
ら
で
き
た
「
愛
す
る
」「
期
す
る
」
な
ど
の
語
で

は
五
段
活
用
に
も
使
う
。（
一
文
省
略
）

そ
の
う
ち
「
信
ず
る
」
な
ど
濁
音
語
尾
の
も
の
、「
発
す
る
」

な
ど
漢
字
が
「
ツ
」
で
終
わ
る
も
の
は
上
一
段
に
も
使
う
。

（
以
下
二
文
省
略
）

こ
の
備
考
に
言
う
よ
う
に
、
本
来
サ
変
で
あ
る
「
信
ず
る
」
を
上
一

段
活
用
「
信
じ
る
」
で
用
い
る
傾
向
が
進
ん
で
い
る
。
わ
た
し
に
は

そ
れ
が
片
言
臭
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
書
き
言
葉
で
こ
れ
を
使
う
こ

と
は
し
な
い
。
な
の
に
、「
発
し
る
」
類
も
許
容
す
る
と
い
う
記
述
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に
は
驚
い
た
。
大
胆
過
ぎ
は
し
な
い
か
。
こ
れ
を
立
項
し
た
辞
書
に

は
ま
だ
遭
っ
て
い
な
い
。
大
方
の
辞
書
編
者
の
判
断
も
片
言
と
判
断

す
る
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
五
段
活
用
と
い
う
の
は
、「
来
年
の
雪
辱

を
期
そ
う
」
な
ど
の
用
法
を
さ
す
の
だ
と
思
う
。

漢
字
音
が
「
ツ
」
で
終
わ
る
一
字
漢
語
に
よ
る
サ
変
動
詞
未
然
形

の
実
例
を
四
つ
あ
げ
る
。

①
皇
太
子
時
代
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
全
国
を
巡
啓
し

て
、
国
民
に
親
し
く
接
さ
れ
た
。（
原
武
史
著
『
大
正
天
皇
』

の
書
評　

朝
日
新
聞　

2001.2.4
）

②
ほ
か
の
家
族
は
彼
女
の
サ
ポ
ー
ト
役
に
徹
さ
ざ
る
を
え
な
く

な
る
。（
ヒ
ラ
リ
ー
・
プ
レ
／
ピ
ア
ス
・
デ
ュ
・
プ
レ
著
『
風
の

ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
』
の
書
評　

朝
日
新
聞　

2000.12.13

）

③
外
国
人
兵
士
は
罰
さ
ず
、（
N
H
K
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス　
　

2001.11.25　

19
時
）

④
「
不
名
誉
な
再
建
団
体
を
よ
う
や
く
脱
せ
る
見
通
し
が
立
っ

た
」（
朝
日
新
聞　

2001.11.18

）

い
ず
れ
も
「
サ
」
の
形
、
①
は
大
正
天
皇
へ
の
敬
意
表
現
、
③
は
テ

レ
ビ
画
面
の
字
幕
の
例
で
、
と
も
に
寸
詰
ま
り
に
感
じ
ら
れ
、
望
ま

し
い
日
本
語
と
は
思
え
な
い
。
④
は
少
し
異
質
で
、
福
岡
県
某
町
の

課
長
の
発
言
と
し
て
記
者
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
可
能

動
詞
と
し
て
用
い
た
の
だ
ろ
う
が
、「
脱
し
う
る
」
と
文
語
形
に
し

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

促
音
か
ら
「
す
る
」
に
続
く
も
う
一
つ
、
今
度
は
和
語
の
動
詞
の

例
を
見
る
。

天
は
〝
平
和
〟
を
欲
さ
ず
（
毎
日
新
聞　

1989.10.4

）

海
外
特
派
員
の
「
地
中
海
便
り　

マ
ル
タ
」
と
題
す
る
記
事
の
見
出

し
で
あ
る
。
本
文
中
に
は
「
い
ま
、
天
は
平
和
を
欲
し
て
い
な
い
の

か
」
と
あ
る
。「
欲
す
る
」
は
、「
発
す
る
」
な
ど
と
語
音
構
造
が
同

じ
だ
が
、
こ
れ
は
和
語
で
あ
る
。
古
代
に
活
発
で
あ
っ
た
動
詞
「
欲ほ

る
」
の
連
用
形
「
ほ
り
」
に
、
サ
変
「
す
」
が
つ
い
た
「
ほ
り
す
」

の
促
音
便
形
の
語
で
あ
る
。
サ
変
動
詞
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
は
「
発

す
る
」
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
だ
か
ら
「
欲
さ
ず
」
は
変
な
の

で
あ
る
。

同
じ
上
一
段
活
用
で
も
、「
信
じ
る
」
類
と
「
発
し
る
」
類
と
で
、

自
分
の
許
容
度
に
差
が
あ
る
原
因
に
つ
い
て
は
考
え
至
ら
な
い
。

接
続
詞
類

元
来
、
日
本
語
に
は
接
続
詞
と
い
え
る
語
は
な
か
っ
た
。
今
の
接

続
詞
は
す
べ
て
、
何
か
他
の
語
か
ら
転
じ
た
り
作
ら
れ
た
り
し
た
も

の
で
あ
り
、
今
後
も
生
産
さ
れ
う
る
語
で
あ
る
。
山
田
孝
雄
が
「
接
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続
詞
」
を
建
て
ず
「
接
続
副
詞
」
と
し
た
の
は
理
に
か
な
っ
て
い

る
。
近
年
の
文
法
研
究
で
接
続
詞
が
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
そ
う
し
た
陽
の
当
た
ら
な
い
語
群
ゆ
え
か
、
文
語
が
ら
み
の

気
が
か
り
な
表
現
が
ま
ま
目
に
つ
く
。

初
め
に
、
長
谷
川
櫂
著
『
俳
句
的
生
活
』（
中
公
新
書
）
の
紹
介
文

か
ら
。芭

蕉
は
俳
句
ゆ
え
に
旅
立
ち
、
子
規
は
俳
句
あ
ら
ば
こ
そ
、
闘

病
に
耐
え
た

―
17
文
字
の
小
宇
宙
に
人
生
を
見
る
著
者
の
、

折
々
の
随
想
。（
朝
日
新
聞　

2004.3.21
）

書
評
欄
に
の
っ
た
、
百
字
ほ
ど
の
紹
介
文
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

「
あ
れ
ば
こ
そ
」
の
誤
植
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
さ
も
な
く
は
、

書
き
手
に
「
あ
ら
ば
」
と
「
あ
れ
ば
」
の
区
別
が
な
い
の
だ
ろ
う
。

次
は
言
語
心
理
学
者
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
。

し
か
ら
ば
、
サ
リ
ヴ
ァ
ン
が
実
践
し
た
面
接
で
観
察
さ
れ
る
言

語
的
諸
事
象
の
定
義
、
定
式
化
の
試
み
は
、
精
神
疾
患
の
み
な

ら
ず
、
一
般
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
も
広
く
通
じ
て
い
く
の
で
あ

る
。（『
言
語
』33

―3　

2004.3　

p.57

）

先
行
文
脈
を
掲
げ
る
に
は
及
ぶ
ま
い
と
考
え
て
当
該
箇
所
だ
け
を
引

い
た
。
現
代
の
辞
書
の
用
例
は
、「
た
た
け
よ
、
さ
ら
ば
開
か
れ
ん
」

「
し
か
ら
ば
許
し
て
進
ぜ
よ
う
」「
計
画
は
失
敗
か
。
し
か
ら
ば
次
な

る
方
策
を
考
え
よ
う
」
な
ど
、
全
体
が
文
語
的
な
表
現
で
、
意
思
や

推
量
の
帰
結
句
を
導
く
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

東
京
都
の
西
葛
西
図
書
館
の
入
り
口
の
掲
示
を
写
し
た
報
道
写
真

に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
ひ
く
。

〈
不
潔
な
方
異
臭
の
す
る
方
の
入
館
は
固
く
お
断
り
い
た
し
ま

す
〉　

ま
さ
に
、「
臭
い
も
の
に
は
蓋
を
す
る
」
で
あ
る
。
そ
の

排
除
の
論
理
も
さ
れ
ど
、
こ
ん
な
看
板
を
平
気
で
掲
げ
る
悪
趣

味
な
体
質
の
ほ
う
が
、
よ
っ
ぽ
ど
臭
い
ぞ
！
（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』

2001.1.7

・14

合
併
号
）

こ
の
文
の
「
さ
れ
ど
」
は
、
述
語
の
機
能
と
接
続
助
詞
の
機
能
を
兼

ね
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
わ
た
し
自
身
は
こ
の
よ
う
に
は
用
い
な

い
。
辞
書
の
説
明
は
一
様
に
接
続
詞
と
し
て
、「
た
か
が
映
画
、
さ

れ
ど
映
画
」
の
よ
う
な
用
例
を
あ
げ
て
い
る
。

わ
た
し
の
目
に
映
っ
た
奇
怪
な
接
続
表
現
の
雄
は
朝
日
新
聞
書
評

欄
の
「
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
快
読
」
に
あ
っ
た
。
宮
部
み
ゆ
き
著
『
R
．

P
．
G
．』
に
つ
い
て
の
文
章
で
あ
る
。

圧
倒
的
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
前
作
『
模
倣
犯
』
と
は
趣
向
ガ
ラ
リ
と

変
わ
っ
た
、
い
う
な
れ
ば
「
小こ

体て
い

」
な
ミ
ス
テ
リ
ー
だ
が
、

（2001.9.9

）

時
お
り
目
に
す
る
「
い
う
な
れ
ば
」
は
、
わ
た
し
の
理
解
を
超
え
た
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語
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
の
少
し
先
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

な
に
せ
宮
部
み
ゆ
き
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
界
の
〝
イ
チ

ロ
ー
〟
で
あ
る
。
発
売
即
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
い
わ
ば
〝
お
約

束
〟
で
あ
る
。

「
い
う
な
れ
ば
」
に
つ
い
て
の
辞
書
の
扱
い
は
微
妙
に
異
な
る
。『
広

辞
苑
』
第
六
版
は
「
言
っ
て
み
れ
ば
。
い
わ
ば
。」
と
寛
大
な
の
に

対
し
て
、『
角
川
国
語
新
辞
典
』（1981

）
は
、「【
俗
】
言
っ
て
み
る

な
ら
ば
。
い
わ
ば
。」
と
少
し
厳
し
い
。
挙
例
は
、
文
語
と
俗
語
の

差
を
意
識
せ
ず
に
用
い
た
の
だ
ろ
う
。

接
続
詞
に
文
語
を
用
い
る
の
は
、
わ
た
し
も
時
に
採
る
手
段
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
か
る
奇
怪
な
用
例
は
困
る
の
で
あ
る
。

べ
き
止
め

昨
年
四
月
十
七
日
、
朝
日
新
聞
の
第
九
面
は
、「
朝
日
新
聞

D
IG

ITA
L

」
の
全
面
広
告
で
、
大
き
く
「
言
葉
に
す
べ
き
か
、
言

葉
に
し
な
い
べ
き
か
。
そ
れ
が
問
題
だ
。」
と
あ
っ
た
。
読
者
は
腰

を
抜
か
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
し
な
い
べ
き
か
」
と
は
何
？　

広
告
の
遊
び
を
わ
た
し
は
否
定

し
な
い
。
む
し
ろ
、
遊
び
が
い
さ
さ
か
も
な
い
広
告
は
つ
ま
ら
な
い

と
感
ず
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
見
た
人
、
聞
い
た
人
が
、
す
ぐ
に
そ
れ

と
分
か
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
相
手
を
深
刻
に
さ
せ
て
は
広
告
に

な
る
ま
い
。

『
明
鏡
国
語
辞
典
』
第
二
版
（
大
修
館
書
店　

2010

）
は
、連
語
「
べ

き
だ
」
を
立
項
し
、
参
考
情
報
と
し
て
書
い
て
い
る
。

否
定
形
は
「
…
…
べ
き
で
（
は
）
な
い
」
が
正
し
く
、「
し
な

い
べ
き
だ
」
は
誤
り
。「
×
嫌
が
る
こ
と
は
し
な
い
べ
き
だ
→

○
嫌
が
る
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
［
す
る
べ
き
で
は
な
い
］」

驚
く
べ
し
、
こ
れ
は
実
在
す
る
ら
し
い
の
だ
。

「
す
べ
か
ら
く
」
を
「
す
べ
て
」
の
意
で
用
い
る
こ
と
は
あ
ち
こ

ち
で
非
難
さ
れ
た
。
そ
れ
な
の
に
一
向
に
減
ら
な
い
の
で
、
こ
の
ご

ろ
わ
た
し
な
ど
は
、
憤
慨
す
ら
し
な
い
。
同
じ
よ
う
に
あ
り
ふ
れ
て

い
る
の
が
、「
べ
き
」
を
終
止
法
に
用
い
る
「
べ
き
止
め
」
で
あ
る
。

流
行
が
始
ま
っ
て
、
も
う
廿
年
に
も
な
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
国
語

辞
書
の
編
者
は
割
に
の
ん
き
で
、
手
元
の
辞
書
で
言
及
し
た
も
の

は
、『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
七
版
（2009

）
に
「
近
ご
ろ
は
「
べ
き
」

で
言
い
切
る
形
が
多
い
。」
と
す
る
の
を
見
た
だ
け
で
あ
る
。
文
語

音
痴
を
さ
ら
け
出
す
こ
の
表
現
が
、
わ
た
し
は
嫌
い
で
あ
る
。

高
島
俊
男
さ
ん
は
、『
週
刊
文
春
』
連
載
の
「
お
言
葉
で
す
が
…
」

の
初
年
度
に
「「
べ
し
」
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
で
こ
れ
を
論
じ
た
（
文

藝
春
秋
『
お
言
葉
で
す
が
…
』1996.10

に
よ
る
）。
毎
日
新
聞
囲
碁
欄
、
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小
堀
啓
爾
さ
ん
の
観
戦
記
か
ら
「
こ
こ
で
コ
ウ
を
や
め
る
べ
し
と
い

う
の
が
対
局
者
の
結
論
。」
を
ひ
い
て
、「
ち
か
ご
ろ
め
っ
た
に
お
目

に
か
か
れ
な
い
優
秀
な
表
現
」
と
称
え
、「
こ
れ
が
今
、
新
聞
・
テ

レ
ビ
か
ら
姿
を
消
し
た
。」
と
嘆
い
た
の
で
あ
る
。

五
年
後
、
高
島
さ
ん
は
「「
べ
き
ど
め
」
再
説
」
も
書
い
て
い
る

（『
週
刊
文
春
』2001.3.15　

文
春
文
庫
版
『
イ
チ
レ
ツ
ラ
ン
パ
ン
破
裂
し
て　

お
言
葉
で
す
が
…
⑥
』
に
よ
る
）。
そ
こ
で
は
、
阿
川
弘
之
さ
ん
が
、

自
身
の
子
女
の
文
章
を
「
べ
し
は
正
し
く
使
ふ
べ
し
」
と
叱
っ
た
こ

と
を
賞
賛
し
て
い
る
。
令
嬢
の
は
「
た
ま
に
は
人
間
、
ド
ー
ン
と
休

み
を
と
る
べ
き
と
思
い
立
ち
」、
令
息
の
は
「
福
沢
諭
吉
は
（
…
）

幕
藩
体
制
を
絶
対
主
義
化
す
る
べ
き
と
唱
え
」
で
あ
る
。

こ
の
「
再
説
」
で
は
、
こ
の
変
な
語
法
の
氾
濫
す
る
原
因
に
関
す

る
、
産
経
新
聞
校
閲
部
長
の
解
釈
（
産
経
新
聞
「
パ
ス
ワ
ー
ド
」

1999.12.5

）
を
批
判
し
て
い
る
。
国
語
審
議
会
の
建
議
「
公
用
文
作

成
の
要
領
」（1951

）
を
内
閣
官
房
長
官
名
で
各
省
庁
次
官
あ
て
に

発
し
た
「
依
命
通
知
」（1952.4.4

）
が
契
機
だ
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

そ
の
「
要
領
」
の
「
文
語
脈
の
表
現
は
な
る
べ
く
や
め
て
、
平
明
な

も
の
と
す
る
。」
の
注
に
、「
べ
き
」
は
、「
用
い
る
べ
き
手
段
」
な

ら
よ
い
が
、「
べ
く
」「
べ
し
」
の
形
は
、
ど
ん
な
場
合
に
も
用
い
な

い
よ
う
に
、
と
あ
る
こ
と
を
さ
す
。

こ
の
注
に
は
、「
用
い
る
べ
き
手
段
」
の
よ
う
に
連
体
用
法
に
用

い
よ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、「
べ
き
」
の
形
で
終
止
用
法
に
用
い
よ

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
高
島
さ
ん
同
様
に
、
わ
た
し
も
こ
れ

に
は
賛
成
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
現
代
口
語
に
は
、
終
止
形
「
べ

し
」
も
、
連
体
形
「
べ
き
」
も
存
在
し
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
用

い
る
と
き
は
、
文
語
で
あ
る
と
覚
悟
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
道
理
で

あ
る
。

不
幸
な
ベ
シ

べ
き
止
め
が
氾
濫
す
る
に
至
っ
た
原
因
を
詳
論
す
る
に
は
一
篇
の

論
文
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
の
不
幸
な
ベ
シ
の
歩
み
を
一

瞥
し
て
お
き
た
い
。

日
本
語
史
の
中
世
、
活
用
語
の
終
止
形
の
位
置
を
連
体
形
が
侵
す

こ
と
が
一
般
に
な
っ
た
。
下
二
段
活
用
動
詞
「
覚
ゆ
」
を
例
に
と
る

と
、
終
止
形
「
お
ぼ
ゆ
」
の
位
置
を
連
体
形
「
お
ぼ
ゆ
る
」
が
侵
し

た
。
そ
れ
が
次
第
に
下
一
段
活
用
に
変
わ
り
、「
お
ぼ
え
る
」
で
安

定
し
た
。

形
容
詞
型
活
用
の
助
動
詞
「
べ
し
」
に
も
同
様
の
変
化
が
起
こ

り
、
終
止
形
「
べ
し
」
の
座
を
連
体
形
「
ベ
キ
」
が
侵
し
た
。
そ
し

て
、
ベ
シ
・
ベ
キ
両
形
の
行
わ
れ
た
時
期
も
あ
る
。
十
六
世
紀
初
め
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に
成
っ
た
、
漢
詩
の
注
釈
書
『
中
華
若
木
詩
抄
』
に
第
廿
七
番
の
詩

の
箇
所
を
見
る
と
、
寛
永
十
年
版
本
の
五
行
の
う
ち
に
、
①
「
破
テ

ト
ル
ベ
キ
也
」、
②
「
遣
ス
ベ
キ
ト
云
也
」、
③
「
伐
タ
ル
ベ
キ
ト
云

タ
ハ
」、
④
「
楚
ヲ
伐
ツ
ベ
シ
ト
勧
ム
ル
也
」、
⑤
「
大
儀
ナ
ル
ベ
シ

ト
云
ゾ
」
と
見
え
る
。
②
と
③
が
ベ
キ
止
め
で
あ
る
。
⑤
「
大
儀
ナ

ル
ベ
シ
」
は
推
量
の
意
で
解
釈
で
き
、
残
る
四
つ
は
当
為
の
意
の
表

現
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
終
止
形
に
ベ
シ
・
ベ
キ
が
用
い
ら
れ
た
の
は
言
語

史
上
の
止
む
を
得
ざ
る
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
キ
は
ま
た
、

形
容
詞
一
般
の
音
便
化
に
合
わ
せ
て
「
ベ
イ
」
に
な
っ
た
。
こ
の
ベ

イ
は
、
ぞ
ん
ざ
い
な
発
音
で
は
「
ベ
ー
」
と
聞
こ
え
た
だ
ろ
う
。
先

に
「
さ
ま
よ
え
る
〈
憂
い
〉」（
辞
苑
閑
話
・
四
）
に
も
書
い
た
よ
う

に
、
日
本
語
で
は
エ
列
音
の
連
続
を
嫌
う
の
で
、
こ
の
形
は
東
国
の

方
言
に
追
い
や
ら
れ
、
中
央
で
は
衰
え
た
。
そ
の
空
白
を
埋
め
る
よ

う
に
シ
ク
活
用
の
「
ベ
シ
イ
」
も
作
ら
れ
た
が
、
勢
力
は
広
が
ら
な

か
っ
た
。
か
く
し
て
、
ベ
シ
・
ベ
キ
と
も
に
現
代
語
か
ら
姿
を
消
し

た
の
で
あ
る
。

本
稿
を
書
き
は
じ
め
た
六
月
、
近
代
文
語
を
論
ず
る
研
究
書
『
近

代
日
本
語
と
文
語
文
』（
勉
誠
出
版　

2014

）
が
刊
行
さ
れ
た
。
早
速

購
入
し
て
次
の
記
述
を
見
い
だ
し
た
。

標
準
と
な
る
文
章
は
、
話
し
言
葉
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る

べ
き
と
す
る
論
者
が
多
か
っ
た
た
め
に
、（p.123

）

同
書
に
は
、「
将
来
の
文
体
は
言
文
一
致
で
あ
る
べ
き
と
考
え
て
お

り
」（p.184

）、「
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
で
き
る
だ
け
低
く
、
あ
る
い
は

な
く
す
方
向
に
導
く
べ
き
と
明
治
の
指
導
者
た
ち
は
考
え
た
の
で

す
。」（p.241

）
な
ど
が
あ
る
。
文
語
の
研
究
者
に
し
て
こ
う
で
あ
る
。

研
究
者
の
用
例
を
も
う
一
つ
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
六
百
番

歌
合
』
の
解
説
か
ら
ひ
く
。

左
の
歌
は
「
昨
日
は
か
ゝ
り
し
」
と
あ
る
べ
き
と
さ
れ
、
右
の

歌
は
「
今
朝
ま
で
も
か
ゝ
り
つ
る
思
ひ
」
と
あ
る
べ
き
と
相
手

方
か
ら
非
難
さ
れ
、（p.520

）

こ
の
著
者
に
は
、「『
千
五
百
番
歌
合
』
で
も
そ
う
で
あ
る
べ
き
の
議

論
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。」（『
日
本
語
を
考
え
る
』
東
京
大
学
出
版
会　

2000　

p.179

）
も
あ
る
。

「
べ
き
止
め
」
が
か
く
も
氾
濫
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
原
因
を

ひ
と
つ
に
絞
る
こ
と
は
難
し
い
。
思
い
あ
た
る
い
く
つ
か
の
要
因
を

あ
げ
て
み
る
。
先
ず
、
文
語
が
日
本
人
の
言
語
生
活
か
ら
遠
く
な
っ

た
こ
と
。
第
二
に
、
近
年
の
日
本
人
に
は
強
い
表
現
を
避
け
て
和
ら

げ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
。
第
三
に
、
語
末
・
文
末
を
や
た
ら
に
省
略

し
て
短
く
す
る
風
潮
も
関
わ
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
わ
た
し
は
テ
レ
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ビ
の
字
幕
の
影
響
を
考
え
て
い
る
。
狭
い
画
面
に
出
す
文
字
を
減
ら

す
べ
く
、
学
校
で
は
教
わ
ら
な
い
、
形
式
名
詞
を
漢
字
で
「
為
」

「
時
」「
事
」
と
書
い
て
一
字
を
へ
ら
し
、
さ
ら
に
文
末
表
現
を
削
る

悪
習
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
べ
き
で
あ
る
」「
べ
き
だ
」
に
も
及
ん
だ

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

文
語
は
遠
く
な
り
に
け
り

今
、
文
語
で
文
章
を
書
く
こ
と
が
ま
れ
で
あ
る
と
は
初
め
に
も
書

い
た
。
詩
に
し
て
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
校
歌
と
か
社
歌
と

か
節
づ
け
を
前
提
に
し
た
と
き
は
、
文
語
定
型
で
書
か
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
こ
れ
も
近
年
は
口
語
の
歌
詞
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。

短
歌
は
文
語
に
よ
る
も
の
が
多
そ
う
だ
が
、
口
語
と
文
語
が
入
り

ま
じ
っ
た
奇
妙
な
も
の
が
大
半
で
、
ま
と
も
な
文
語
の
短
歌
は
ご
く

少
な
く
な
っ
て
わ
た
し
は
関
心
を
失
っ
た
。
定
型
の
俳
句
だ
け
は
十

七
音
と
詩
型
が
短
い
の
で
、
し
ぜ
ん
文
語
を
用
い
る
契
機
が
大
き

い
。
が
、
こ
こ
も
お
か
し
な
語
法
に
侵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
わ
た
し
は
「
あ
り
に
け
り

―
日
本
語
雑
記
・
四
」（『
成
城
文
藝
』

212　

2010.9

）
に
書
い
た
。
ほ
か
に
も
言
及
し
た
い
こ
と
も
あ
る
が
、

別
の
機
会
に
回
し
た
い
。

文
語
表
現
が
有
効
に
は
た
ら
く
領
域
と
し
て
思
い
う
か
ぶ
も
の

に
、
何
か
の
記
念
・
顕
彰
の
文
章
や
雑
誌
・
書
籍
の
序
跋
文
な
ど
が

あ
る
。

成
城
大
学
国
文
学
専
攻
に
は
、
雑
誌
の
記
念
号
の
序
文
を
文
語
で

書
く
傾
向
が
あ
る
。
新
刊
の
『
成
城
國
文
学
論
集
』
第
三
十
六
輯

（2014.3

）
は
小
島
孝
之
教
授
退
職
記
念
号
で
あ
る
。
そ
の
巻
頭
を

飾
っ
た
宮
崎
修
多
氏
に
よ
る
「
序
に
か
え
て
」
は
見
事
な
硬
質
の
文

語
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
小
島
教
授
の
主
た
る
研
究
領
域
で

あ
る
中
世
説
話
の
型
さ
え
模
し
て
心
に
く
い
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の

千
六
百
字
は
文
語
に
よ
る
序
文
の
白
眉
だ
と
思
う
。

昨
年
六
月
廿
三
日
の
朝
日
新
聞
に
、
薄
緑
色
の
イ
ン
ク
で
印
刷
さ

れ
た
全
面
広
告
が
載
っ
た
。
標
題
は
「
金
の
し
ず
く
、
お
召
し
ま

せ
。」。
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
の
広
告
で
あ
る
。
長
文
の
宣
伝
文
も
つ
い

て
い
る
。「
お
召
し
ま
せ
」
は
、
過
剰
な
敬
語
で
人
目
を
ひ
こ
う
と

す
る
遊
び
か
、
と
も
考
え
て
み
た
が
、
二
ヶ
月
前
に
「
し
な
い
べ
き

か
」
を
ま
じ
め
に
載
せ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
真
剣
な
の
だ
ろ
う
。

鎌
倉
時
代
の
建
仁
年
間
に
編
ま
れ
た
『
千
五
百
番
歌
合
』
が
あ

る
。
そ
の
第
二
百
四
番
を
ひ
く
。
左
方
の
作
者
は
小
侍
従
。

惜
し
め
ど
も
止
ま
ら
ぬ
春
を
慕
ふ
と
て
花
も
心
や
空
に
散
り
け

ん

歌
意
を
簡
潔
に
書
く
こ
と
は
難
し
い
が
、「
ど
ん
な
に
惜
し
ん
で
も
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止
ま
る
こ
と
な
く
去
っ
て
行
く
春
を
慕
っ
て
、
花
も
、
そ
の
心
は
春

の
去
り
ゆ
く
空
に
散
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」
と
な
ろ
う
か
。

対
す
る
右
方
の
作
者
は
俊
成
卿
女
。

峯
越
え
に
散
り
来
る
花
を
し
る
べ
に
て
恨
み
も
あ
へ
ぬ
春
の
山

風

歌
意
は
、「
峰
を
越
え
て
散
っ
て
く
る
花
を
道
案
内
に
し
て
、
吹
い

て
く
る
春
の
山
風
が
花
を
散
ら
し
て
お
り
、
そ
の
風
は
い
く
ら
恨
ん

で
も
恨
み
き
れ
な
い
。」
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
番
い
に
判
を
下
し
た
藤
原
俊
成
の
結
論
は
、

左
は
、
終
り
の
句
の
「
け
ん
」
ぞ
「
ら
ん
」
に
て
あ
ら
ま
ほ
し

く
て
き
こ
え
侍
れ
ど
、
左
、
ま
さ
り
侍
ら
む
。

詠
嘆
の
焦
点
を
過
去
に
お
く
「
け
ん
」
よ
り
、
眼
前
に
展
開
す
る
現

在
の
景
に
よ
る
感
慨
と
し
て
「
ら
ん
」
で
詠
む
べ
き
で
あ
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
歌
学
の
論
で
あ
る
。

こ
の
歌
合
か
ら
九
百
年
を
経
た
平
成
八
年
九
月
、「
全
国
豊
か
な

海
づ
く
り
大
会
」
が
、
天
皇
の
臨
席
を
え
て
石
川
県
珠す

洲ず

市
で
開
か

れ
た
。
そ
の
お
り
の
感
想
を
詠
ん
だ
御
製
が
十
二
月
に
公
表
さ
れ

た
。

珠
洲
の
海
に
放
ち
し
鯛
の
稚
魚
あ
ま
た
い
づ
れ
の
方
を
今
泳
ぎ

け
む

明
け
て
一
月
十
七
日
の
毎
日
新
聞
に
、「
天
皇
陛
下
の
歌
訂
正
」
と

題
す
る
小
さ
な
記
事
が
載
っ
た
。「
泳
ぎ
け
む
」
を
「
泳
ぐ
ら
む
」

に
訂
正
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
語
学
の
問
題
で
あ

る
。こ

の
道
の
大
家
・
専
門
家
が
後
見
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
起
こ
っ

た
椿
事
で
あ
る
。
文
語
は
か
た
し
、
ゆ
ゑ
に
い
と
ほ
し
。

�

（
平
成
廿
六
年
九
月
八
日
白
露　

完
）

前
稿
の
訂
正

前
号
所
載
の
「
概
数
表
現
く
さ
ぐ
さ
」
の
54
ペ
ー
ジ
上
段
一
行
め

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
次
の
よ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

《
音

－

訓
》
構
造 

⇨
《
訓

－

音
》
構
造




