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は
じ
め
に

一
九
八
八
年
にU

rban legend

の
訳
語
と
し
て
示
さ
れ
た
「
都
市
伝

説
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
新
語
」
で
あ
っ
た
（
１
）。「

都

市
伝
説
」
と
い
う
こ
と
ば
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
歴
史
」
に
つ
い
て
考
え
る

た
め
、身
近
な
人
々
に「
都
市
伝
説
」と
い
う
こ
と
ば
を
い
つ
頃
知
っ
た
か
、

と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
大
学
教
員
（
一
九
五
八
年
生

ま
れ
、
男
性
）
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

「
ド
ー
ベ
ル
マ
ン
の
話
の
頃
。
で
も
は
じ
め
の
頃
は
、
学
生
が
全
然
〔
都

市
伝
説
と
し
て
〕
対
象
化
で
き
て
な
く
て
。
本
気
で
信
じ
て
い
た
も
の
。

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
猫
肉
と
か
」（〔　

〕
内
は
筆
者
の
補
足
）

こ
の
返
事
に
は
注
釈
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
ド
ー
ベ
ル
マ
ン
の
話
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
帰
宅
し
た

主
人
が
、
飼
い
犬
の
ド
ー
ベ
ル
が
何
か
を
の
ど
に
詰
ま
ら
せ
て
苦
し
ん
で

い
る
の
を
発
見
す
る
。
そ
の
後
、ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
中
に
、侵
入
者
（
泥
棒
）

が
潜
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
る
が
、
彼
の
指
は
一
本
、
食
い
ち
ぎ
ら
れ
て

い
た
。

こ
の
話
を
収
録
し
た
ア
メ
リ
カ
の
都
市
伝
説
集
『
チ
ョ
ー
キ
ン
グ
・
ド
ー

ベ
ル
マ
ン
』
の
原
著
は
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
八
四
年
に
刊
行
さ
れ
、
日
本

で
は
一
九
九
〇
年
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
（
２
）。

ま
た
、「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
猫
肉
」

と
は
、
松
本
信
広
が
一
九
四
八
年
に
「
神
話
伝
説
」
で
紹
介
し
て
以
来
、

長
く
命
脈
を
保
つ
「
外
食
」
に
対
す
る
警
戒
心
を
高
め
る
噂
の
系
譜
と
関

わ
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
は
「
都
市
伝
説
」
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
（
３
）。

こ
の
男
性
の
話
の
中
で
は
実
は
明
ら
か
な
転
倒
が
行
わ
れ
て
い
る
。
話

し
手
は
「
都
市
伝
説
」
を
「
よ
く
知
ら
れ
た
虚
構
の
話
」
と
し
て
語
り
、

そ
の
よ
う
な
話
を
「
対
象
化
」
で
き
ず
、「
都
市
伝
説
」
を
信
じ
て
い
た

学
生
を
笑
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
話
が
「
笑
う
べ
き
も
の
」
と
さ

れ
る
の
は
「
都
市
伝
説
」
と
い
う
こ
と
ば
が
浸
透
し
、
そ
の
よ
う
に
認
定

さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
当
初
、「
同
時
代
に
信
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
」
を
ま
さ
に
「
対
象
化
」
す
る
た
め
の
「
道
具
立
て
」
で
あ
っ
た
。

「
都
市
伝
説
」
と
い
う
こ
と
ば
は
あ
っ
と
い
う
間
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

に
使
い
回
さ
れ
、「
見
慣
れ
た
、
う
ん
ざ
り
す
る
も
の
」
へ
と
変
貌
し
て

い
く
（
４
）。
し
か
し
、「
見
慣
れ
た
、
う
ん
ざ
り
す
る
も
の
」
を
「
異
化
」
し

て
い
く
の
も
ま
た
「
談
話
の
技
術
」
で
あ
る
（
５
）。

手
垢
に
ま
み
れ
た
「
都
市

伝
説
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
な
形
で
「
精
彩
を
放
つ
」
使
い
方
を

さ
れ
て
い
る
の
か
、
同
時
代
の
状
況
を
把
握
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
そ

の
内
容
で
蒐
集
、分
析
さ
れ
て
き
た
日
本
の「
都
市
伝
説
」研
究
に
対
し
て
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
口
承
文
芸
研
究
は
都
市
伝
説
を
ど
う
扱
う
か
」

都
市
伝
説
と
「
経
験
」

山 

田　

厳 

子　
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「
今
さ
ら
」「
都
市
伝
説
」
を
発
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
「
場
」
を
探
す

試
み
で
あ
る
。

一　

都
市
と
メ
デ
ィ
ア

同
時
代
の
状
況
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に「
話
」に
影
響
を
与
え
る
メ
デ
ィ

ア
状
況
に
つ
い
て
、「
都
市
伝
説
」
と
い
う
こ
と
ば
が
人
口
に
膾
炙
す
る

以
前
の
状
況
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
（
６
）。

初
期
の
世
間
話
研
究
で
は
「
笑
話
」
と
「
奇
事
異
聞
」
に
主
な
関
心
が

寄
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
〔
大
島　

一
九
六
三
〕。
こ
の

こ
と
は
一
方
で
は
、
談
話
の
技
術
が
、
こ
の
方
面
に
発
達
し
て
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。「
笑
話
」
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
、
ま
ず
考
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
は
、
都
市
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
「
落
語
」
の
存
在
で
あ

る
。
ま
た
、「
奇
事
異
聞
」
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
珍
し
い
「
事
件
」

を
報
じ
る
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
と
「
事
実
の
虚
構
化
」
に
つ
い
て
問
題
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
話
に
直
接
的
な
影
響
関
係
は
な

く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
状
況
を
「
所
与
の
も
の
」
と
し
て
、
語

ら
れ
た
「
話
」
は
そ
れ
ら
と
と
も
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

ま
ず
、
落
語
と
生
活
世
界
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
生
ま
れ
の
漫
談
家
の
徳
川
夢
声
は
、
自
身
と

落
語
と
の
関
わ
り
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
彼
は
尋
常
小
学
校
四
年

生
か
ら
、
高
等
一
年
生
に
移
る
頃
、「
雨
の
日
の
体
操
の
時
間
」
を
き
っ

か
け
に
、
苛
め
ら
れ
る
側
か
ら
脱
却
し
た
、
と
い
う
。
そ
の
時
間
は
、
級

友
た
ち
と
交
互
に
教
壇
に
登
り
、「
お
伽
噺
」
を
し
あ
う
時
間
で
あ
っ
た
が
、

夢
声
少
年
は
、
寄
席
で
聞
き
覚
え
、
の
ち
に
は
速
記
本
で
仕
入
れ
た
「
落

語
」
を
次
々
に
披
露
し
、
一
躍
人
気
者
に
な
っ
た
〔
徳
川　

一
九
六
二
：

一
九
八
七　

一
三
三
頁
〕。

こ
の
夢
声
少
年
と
同
時
代
を
生
き
た
人
々
の
「
声
」
が
、
世
間
話
研
究

で
「
資
料
」
と
し
て
採
集
さ
れ
て
い
る
。
中
島
恵
子
は
一
九
八
〇
年
代
に

東
京
都
大
田
区
の
口
承
文
芸
調
査
を
行
い
、
一
九
八
三
年
の
段
階
で
お
よ

そ
五
四
〇
の
話
を
採
集
し
て
い
た
。
こ
の
時
の
話
者
た
ち
の
リ
ス
ト
を
見

る
と
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら
大
正
時
代
の
生
ま
れ
の
人
々
が
並
ん
で
い
る

〔
大
田
区
社
会
教
育
部
編　

一
九
八
六
〕。
中
島
は
大
田
区
を
「
都
市
近
郊
」

と
位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
の
話
を
見
る
視
点
と
し
て
、
①
江
戸
時
代
の
随
筆

な
ど
の
題
材
と
の
共
通
性
、
②
新
し
い
事
物
を
受
け
入
れ
る
際
の
思
い
違

い
の
話
題
、
③
交
通
機
関
の
発
達
、
宅
地
整
理
、
都
市
施
設
の
整
備
に
伴

う
古
い
話
の
再
生
、
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
〔
中
島　

一
九
八
四
〕。

例
え
ば
、
②
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
を
三
千
年
の
劫
を
経
た
貝

の
昇
天
だ
と
思
っ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
食
用
蛙
の
鳴
き
声

を
聞
い
て
大
蛇
の
化
け
物
と
勘
違
い
し
た
り
す
る
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

〔
中
島　

一
九
八
四　

二
二
頁
〕。「
思
い
違
い
」
は
落
語
な
ど
で
も
お
な

じ
み
の
話
の
「
型
」
で
あ
り
、
新
し
い
経
験
を
笑
い
話
に
し
て
ゆ
く
話
法

は
、
話
者
た
ち
に
は
慣
れ
親
し
ん
だ
話
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ

れ
は
「
江
戸
的
な
も
の
の
残
滓
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な

語
り
方
は
彼
等
に
と
っ
て
は
同
時
代
的
な
「
教
養
」
の
中
に
あ
っ
た
こ
と

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
落
語
の
全
盛
期
は
明
治
時
代
で
あ
る
。
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一
方
、「
奇
事
異
聞
」
と
し
て
語
ら
れ
る
世
間
話
の
一
側
面
に
つ
い
て
は
、

近
世
文
学
研
究
者
の
日
野
龍
夫
の
論
攷
が
参
考
に
な
る
。
日
野
は
、
江
戸

中
期
以
降
、
瓦
版
や
歌
謡
、
演
劇
の
発
達
に
伴
っ
て
、
実
際
の
事
件
が
劇

的
に
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
て
い
く
一
方
で
、
虚
構
の
話
に
、
実
際
の
事
件
が

下
敷
き
に
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
虚
実
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
メ
デ
ィ
ア
状

況
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
〔
日
野　

一
九
七
七
〕。
こ
の

よ
う
な
状
況
は
幕
末
の
「
読
売
」
と
呼
ば
れ
る
唄
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

経
て
、
大
正
、
昭
和
の
ニ
ュ
ー
ス
歌
謡
と
い
っ
た
分
野
に
受
け
継
が
れ
て

い
く
〔
グ
ロ
ー
マ
ー　

一
九
九
五
〕〔
西
沢
一
九
九
〇
〕。

西
沢
爽
の
「
ニ
ュ
ー
ス
歌
謡
時
代
（
大
正
瓦
版
歌
謡
時
代
）」
を
ひ
も

と
け
ば
、
数
多
の
心
中
事
件
が
、
個
々
の
事
情
や
当
事
者
の
内
面
に
踏
み

込
む
こ
と
な
く
、「
型
」
を
通
し
て
処
理
さ
れ
、
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
。
文
学
者
の
有
島
武
郎
の
心
中
す
ら
も
、そ
れ
ら
の「
類
型
」

の
中
の
一
つ
に
な
り
、
他
の
事
件
と
表
現
上
は
見
分
け
が
つ
か
な
い
〔
西

沢　

一
九
九
〇
〕。

東
京
都
小
平
に
年
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
）
に
生
ま
れ
た
女
性
は
、

玉
川
上
水
で
心
中
事
件
が
あ
る
た
び
に
、「
一
つ
と
せ
」
と
い
う
唄
に
仕

立
て
て
事
件
を
印
刷
し
た
紙
片
を
売
り
に
来
る
者
が
い
た
こ
と
を
記
憶
し

て
い
る
。
あ
る
時
、
そ
の
唄
を
覚
え
て
隣
家
の
客
人
に
歌
っ
た
と
こ
ろ
、

客
人
は
「
あ
ら
上
手
だ
ね
ぇ
」
と
ほ
め
て
く
れ
た
が
、
そ
の
人
は
、
心
中

事
件
の
当
事
者
の
姉
で
あ
っ
た
と
い
う
〔
山
田　

一
九
九
五　

二
五
一
〜

二
五
二
頁
〕。

虚
構
を
通
し
て
「
現
実
」
と
出
会
う
と
い
う
、
メ
デ
ィ
ア
と
生
き
ら
れ

た
世
界
と
の
交
錯
は
、「
都
市
的
な
状
況
」
と
し
て
留
意
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る　

落
語
や
読
売
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
大
衆
文
化
と
生

活
世
界
の
関
係
を
考
え
る
際
に
、
柳
田
國
男
の
仕
事
か
ら
発
想
さ
れ
た
鶴

見
俊
輔
の
「
限
界
芸
術
」
論
が
示
唆
に
富
む（
７
）。「

口
承
文
芸
」
と
い
う
領

域
を
鶴
見
の
い
う
「
限
界
芸
術
」
と
い
う
概
念
で
把
握
す
る
こ
と
の
有
効

性
を
小
池
淳
一
は
二
〇
〇
〇
年
に
「
世
間
話
研
究
の
可
能
性
」
の
中
で
指

摘
し
て
い
た
〔
小
池　

二
〇
〇
〇
〕。

鶴
見
は
今
日
の
用
語
法
で
「
芸
術
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
作
品
を
「
純
粋

芸
術
」
と
呼
び
、
そ
れ
よ
り
も
俗
悪
な
も
の
、
非
芸
術
な
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
も
の
を
「
大
衆
芸
術
」
と
呼
び
、
芸
術
と
生
活
と
の
境
界
線
に

あ
た
る
作
品
を
「
限
界
芸
術
」
と
呼
ん
だ
〔
鶴
見　

一
九
九
九
〕。
こ
の

よ
う
な
三
つ
の
領
域
を
措
定
す
る
と
、な
ぜ
、世
間
話
が
「
笑
話
」
と
「
奇

事
異
聞
」
の
方
向
に
発
達
し
た
か
、
そ
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
は
情
報
伝
達
で
は
な
く
、生
活
の
中
の
美
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
（
限
界
芸
術
）
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

大
衆
芸
術
に
影
響
を
受
け
、
ま
た
大
衆
芸
術
を
生
み
出
す
沃
野
に
も
な
っ

た
と
い
え
る
。

「
都
市
伝
説
」
を
考
え
る
際
に
も
、
こ
の
限
界
芸
術
と
大
衆
芸
術
と
の

流
動
性
は
重
要
で
あ
る
。
生
活
世
界
に
あ
っ
た
も
の
が
、「
学
問
」
と
し

て
採
集
、
分
類
、
把
握
さ
れ
る
と
同
時
に
、
娯
楽
と
し
て
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ

オ
、ネ
ッ
ト
、書
籍
で
拡
散
さ
れ
、そ
れ
ら
が
ま
た
生
活
世
界
に
還
元
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
あ
っ
た
よ
う
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
、
話
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
（
８
）。
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二　

ツ
イ
ッ
タ
ー
に
お
け
る
「
都
市
伝
説
」
化
と
話
法

「
都
市
伝
説
」
の
語
は
既
に
二
四
年
を
経
過
し
た
。
若
者
文
化
と
距
離

を
置
い
て
久
し
い
筆
者
に
は
、「
都
市
伝
説
」
と
い
う
単
語
を
用
い
る
談

話
の
場
を
二
〇
一
二
年
現
在
、
日
常
に
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
筆
者
が

改
め
て
こ
の
こ
と
ば
に
遭
遇
し
た
の
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
（T

w
itter

）
と

い
う
媒
体
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
媒
体
を
取
り
あ
げ
る
時
に
、
な
ぜ
そ
の
媒
体
を
取
り
あ
げ

る
の
か
、
そ
の
前
提
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
都
市
伝
説
」
を
論
じ
る
前
に
こ
の
「
媒
体
」

が
筆
者
の
「
日
常
」
に
入
り
込
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
都
市
的

な
環
境
に
生
き
る
生
活
者
の
日
常
は
、
ネ
ッ
ト
の
世
界
と
き
れ
い
に
分
離

で
き
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
い
。
次
に
は
こ
の
媒
体
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

談
話
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ネ
ッ
ト
に
は
使
用
す
る
人
の
身
の
丈
を
超
え
て
ゆ
く
膨
大
な

量
の
情
報
が
渦
巻
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
民
俗

学
が
捕
捉
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
か
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
定
の
留
保
を
つ
け
て
お
き
た
い
。

大
月
隆
寛
は
、『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』
の
「
解
説　
『
都
市
』
と

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
に
お
い
て
「『
都
市
』
と
は
そ
の
よ
う
な
身
体
の
大
き
さ

を
超
え
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
仕
掛
け
が
、
自
身
の
あ
ず
か
り
知
ら
な
い

場
所
の
そ
こ
こ
こ
で
無
数
に
仕
掛
け
ら
れ
て
ゆ
く
状
態
な
の
だ
。
大
量
に

作
ら
れ
る
均
質
な
『
も
の
』
は
、
そ
の
『
も
の
』
が
『
量
』
と
し
て
形
作

る
世
界
で
ま
た
新
た
な
意
味
を
不
断
に
付
与
さ
れ
、
僕
た
ち
の
生
活
世
界

を
編
み
上
げ
て
ゆ
く
」
と
述
べ
て
い
る
〔
大
月　

一
九
八
八　

二
八
七
頁
〕。

こ
の
「
身
の
丈
」
を
超
え
て
ゆ
く
「
仕
掛
け
」
を
実
感
す
る
の
が
ネ
ッ

ト
の
上
で
の
情
報
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
を
使
い
こ
な

す
の
が
人
間
で
あ
る
以
上
、
自
身
の
「
身
の
丈
を
超
え
る
」
程
度
に
は
限

界
が
あ
る
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
上
で
ど
れ
ほ
ど
の
量
の
書
き
込
み
が
交
わ
さ
れ

よ
う
と
、
生
身
の
人
間
が
関
心
を
持
ち
、
読
み
得
る
情
報
は
わ
ず
か
で
あ

る
。
ま
た
「
身
の
丈
」
を
超
え
た
情
報
量
は
生
身
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。

こ
の
こ
と
も
ま
た
、
自
身
の
「
身
の
丈
」
を
明
ら
か
に
す
る
「
情
報
」
の

一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
俎
上
に
挙
げ
る
も
の
は
二
〇
一
二
年
四
月
一
日
か
ら
六
月
一
日

ま
で
の
筆
者
の
ネ
ッ
ト
上
の
や
り
と
り
か
ら
想
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
情
報

選
択
の
段
階
で
既
に
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

ツ
イ
ッ
タ
ー
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
に
は
言
わ
ず
も
が
な
の
、
こ
の
メ

デ
イ
ア
の
特
性
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
、
不
特
定
多
数
ま
た
は
特
定
の
人
に
向
け
て
ご
く
短
い
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
発
信
し
た
り
、
他
の
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
簡
易
ブ
ロ
グ
の
一
つ
で
あ
る
。
米
国
オ
ブ
ビ
ア
ス
（
現
ツ
イ
ッ
タ
ー
）

社
が
二
〇
〇
六
年
に
サ
ー
ビ
ス
開
始
し
、
二
〇
〇
八
年
よ
り
日
本
語
も
利

用
可
能
に
な
っ
た
。
パ
ソ
コ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
携

帯
電
話
な
ど
を
使
っ
て
投
稿
・
閲
覧
で
き
る
。
ま
た
チ
ャ
ッ
ト
の
よ
う
に
、

ほ
ぼ
同
時
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
や
り
取
り
し
た
り
、
他
の
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
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を
簡
単
に
引
用
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
９
）。

以
下
に
そ
の
「
談
話
的
」
な
性
格
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の
媒
体
は
、
通

常
一
四
〇
字
と
い
う
き
わ
め
て
短
い
文
字
数
で
や
り
と
り
を
す
る
も
の）

（（
（

で

あ
る
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
（tw

itter

）
は
直
訳
す
る
と
「
さ
え
ず
り
」
の
意
で

あ
る
が
、
日
本
語
で
は
「
つ
ぶ
や
き
」
と
訳
さ
れ
、
独
白
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
か
ら
考
え
る

と
正
し
く
な
い
。

特
定
の
個
人
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
で
、
そ
の
人
の
書
き
込
み
を
読
む

こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
身
の
書
き
込
み
も

ま
た
読
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
あ
る
程
度
継
続
的
な
関
係
性
を
形
成
す

る
事
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
共
通
す
る
人
物
を
フ
ォ
ロ
ー
し
た
り
、
さ

れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
ゆ
る
や
か
な
集
団
性
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
の
構
成
員
は
、
時
と
話
題
に
よ
っ
て
変
化
す
る
た
め
、
た
と
え
て

い
え
ば
、
連
歌
の
「
座
」
的
な
場
を
形
成
す
る
と
い
え
る
。
話
題
を
共
有

す
る
集
団
は
「
○
○
ク
ラ
ス
タ
」（
○
○
に
は
共
通
の
話
題
や
関
心
事
が

入
る
。
例
：
妖
怪
ク
ラ
ス
タ
）
な
ど
と
呼
ば
れ
、
周
囲
か
ら
も
ゆ
る
や
か

な
集
団
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
書
か
れ
た
文
字
は
お
の
ず

と
相
互
作
用
的
な
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
用
い
る
こ
と
か
ら
、
日
常
性
、
即
時
性
を
持
ち
、
会
話
的
な
や
り
と
り

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
添
付
フ
ァ
イ
ル
に
よ
っ
て
写
真
や

動
画
を
見
せ
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
、「
事
件
」
の
実
況
中
継
的
な
報
告

も
可
能
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
談
話
的
な
特
徴
を
持
つ
一
方
で
、
文
字
を
用
い
る
こ
と
で
、

検
索
、
引
用
、
反
復
、
編
集
、
記
録
が
可
能
に
な
る
と
い
う
特
徴
も
持
つ
。

デ
マ
を
拡
散
す
る
道
具
に
な
る
危
険
性
も
高
い
が
、
内
容
の
吟
味
が
可
能
で

あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
警
戒
、
批
判
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
思
想
信
条

を
広
め
る
道
具
と
し
て
も
有
能
で
、
そ
の
目
的
で
使
用
す
る
人
も
多
い
。

（
１
）
類
似
の
経
験
の
束
に
入
り
込
む
虚
構
化

ツ
イ
ッ
タ
ー
が
実
況
中
継
的
な
書
き
込
み
が
可
能
に
な
る
こ
と
は
前
述

し
た
。
こ
こ
で
は
、「
立
ち
聞
き
」
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ

る
書
き
込
み
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
現
代
の
都
市
生
活
者
に
と
っ
て
、

顔
見
知
り
で
は
な
い
他
人
の
談
話
を
聞
く
と
も
な
し
に
聞
く
、
と
い
う
経

験
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
類
似
の
経
験
の

束
が
焦
点
化
し
、
そ
こ
に
虚
構
が
入
り
込
む
過
程
に
つ
い
て
示
し
て
み
た

い
。
こ
の
こ
と
は
、「
都
市
伝
説
」
の
成
立
過
程
を
考
え
る
材
料
に
も
な

ろ
う）

（（
（

。
こ
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
興
味
は
、
筆
者
が
フ
ォ
ロ
ー
し

て
い
る
相
手
が
「
さ
っ
き
マ
ッ
ク
（
引
用
者
注
：
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ
ー
ド

店
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
）
で
女
子
高
校
生
が
話
し
て
い
た
ん
だ
け
ど
」
で
始
ま

る
書
き
込
み
を
Ｒ
Ｔ
（
他
の
誰
か
の
書
き
込
み
を
再
投
稿
す
る
こ
と
）
し

た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
最
初
に
気
付
い
た
時
は
、
会
話
の
中
身
は
「
彼

氏
と
の
別
れ
話
」
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
立
ち
聞
き
」

を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
心
に
と
め
て
い
る
と
、
あ
り
得
な
い
も
の
が
混
じ
っ

て
お
り
、
そ
の
数
も
増
え
て
い
る
こ
と
に
心
付
い
た
。
二
〇
一
二
年
五
月

一
日
に「
女
子
高
―
マ
ッ
ク
」で
検
索
す
る
と
、Togetter

と
）　
　
　
　

（（
（

い
う
ツ
イ
ッ
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タ
ー
の
編
集
サ
ー
ビ
ス
で
「
マ
ッ
ク
で
隣
に
座
っ
て
た
女
子
高
生
の
会
話

が
す
ご
か
っ
た
」、「
さ
っ
き
マ
ッ
ク
（
マ
ク
ド
）
で
女
子
高
生
が
ま
と
め
」

の
二
つ
の
ま
と
め
が
す
で
に
で
き
て
い
た
。

前
者
は
二
〇
一
〇
年
八
月
九
日
一
三
時
四
六
分
二
三
秒
か
ら
一
四
時

一
六
分
一
七
秒
ま
で
の
間
に
一
四
件
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す

る
コ
メ
ン
ト
は
四
一
件
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
女
子
高
校
生
の
恋
愛
話

が
書
か
れ
、
コ
メ
ン
ト
は
こ
の
書
き
込
み
を
事
実
譚
と
し
て
遇
し
て
い
た
。

後
者
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
九
日
一
六
時
二
六
分
五
七
秒
か
ら
一
七
時

二
二
分
三
〇
秒
の
間
に
二
八
一
件
の
書
き
込
み
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
の
も
の
は
例
え
ば
「
さ
っ
き
マ
ク
ド
で
女
子
高
校
生
が
『
彼
氏

が
行
為
無
価
値
使
っ
て
た
ん
だ
け
ど
』『
マ
ジ
で
別
れ
た
方
が
い
い
よ
』『
そ

う
だ
よ
ね
…
私
も
刑
法
は
倫
理
規
範
じ
ゃ
な
い
よ
っ
て
何
度
も
言
っ
て
い

る
ん
だ
け
ど
』『
そ
う
い
う
問
題
じ
ゃ
な
い
よ
、
遡
及
禁
止
論
使
わ
な
い

男
と
か
あ
り
得
な
い
』
と
か
言
っ
て
い
た）

（（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
な

虚
構
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
女
子
高
校
生
の
会
話
を
立
ち
聞
き
」
と
い
う
枠
組
み
を

「
定
型
」
と
し
て
認
識
し
た
後
に
、
で
き
る
だ
け
違
和
感
の
あ
る
も
の
を

入
れ
る
「
遊
び
」
が
発
動
し
て
い
る
。
こ
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
の
書

き
込
み
は
、単
純
な
事
実
譚
、話
を
「
盛
っ
た
」（
大
げ
さ
に
し
た
）
も
の
、

完
全
な
虚
構
、
ま
で
の
グ
ラ
デ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
二
〇
一
二
年
一

月
九
日
に
は
個
人
の
ブ
ロ
グ
で
「『
マ
ッ
ク
の
女
子
高
生
メ
ソ
ッ
ド
』
他
、

発
言
の
責
任
を
架
空
の
人
物
に
な
す
り
つ
け
る
メ
ソ
ッ
ド
ま
と
め
」
が
立

て
ら
れ
て
い
た
。

さ
っ
き
マ
ッ
ク
で
隣
の
女
子
高
生
が
話
し
て
た
ん
だ
け
ど
、「
マ
ッ

ク
女
子
高
生
メ
ソ
ッ
ド
は
“（
１
）
女
子
高
生
と
い
う
パ
ス
ワ
ー
ド

が
注
目
を
引
く
（
２
）
発
言
の
責
任
を
架
空
の
女
子
高
生
に
な
す
り

つ
け
ら
れ
る
（
３
）
女
子
高
生
と
発
言
内
容
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
笑
い
が

取
れ
る
”
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
ん
だ
よ
」
と
事
細
か
に
説
明
し

て
思
わ
ず
感
動
し
た）

（（
（

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
話
型
の
認
識
の
上
に
、
話
法
の
認
定
と
そ

の
効
果
ま
で
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。「
話
法
」
と
い
う
日
常
の
中
に
埋
め
込

ま
れ
て
い
る
も
の
が
、
ネ
ッ
ト
上
で
の
記
録
、
検
索
、
引
用
、
編
集
と
い
っ

た
操
作
を
経
て
反
省
的
な
思
考
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
遊
び
」
は
都
市
生
活
者
の
あ
り
ふ
れ
た
「
日
常
」
を
虚

構
化
す
る
も
の
、言
い
換
え
れ
ば「
都
市
伝
説
化
」す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
２
）
批
判
／
揶
揄
と
し
て
の
「
都
市
伝
説
」

二
〇
一
三
年
現
在
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
猫
の
肉

の
話
で
あ
れ
、
消
え
る
乗
客
の
話
で
あ
れ
、「
都
市
伝
説
」
と
認
定
さ
れ

た
話
は
「
笑
う
べ
き
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
認
識
を
逆
手
に
と
っ

て
相
手
の
話
を
「
都
市
伝
説
」
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、
話
を
無
効

化
す
る
話
法
が
存
在
す
る
。

二
〇
一
二
年
五
月
二
日
に
筆
者
の
Ｔ
Ｌ
（
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
お
い
て
、
投

稿
さ
れ
た
ご
く
短
い
文
を
時
系
列
に
表
示
し
た
も
の
）に
次
の
よ
う
な「
つ
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ぶ
や
き
」
が
Ｒ
Ｔ
（
再
投
稿
）
さ
れ
て
い
た
。「
給
食
費
払
っ
て
る
か
ら
、

給
食
に
『
い
た
だ
き
ま
す
』
を
言
う
必
要
な
い
（
い
た
だ
く
わ
け
じ
ゃ
な

い
か
ら
）
っ
て
い
う
親
か
ら
の
意
見
を
受
け
て
、
太
鼓
と
か
の
合
図
で
食

べ
る
よ
う
に
し
た
、
っ
て
話
聞
い
て
、
あ
、
こ
の
国
は
滅
び
る
ん
だ
な
、
っ

て
思
っ
た
よ
ね
。）

（（
（

」

同
日
に
「
給
食
費
の
話
！
す
ご
い
反
響
（
顔
文
字
）
何
県
と
か
分
か
ら

な
い
で
す
…
。
デ
マ
と
か
作
り
話
な
の
か
な
？
私
も
裏
と
っ
た
わ
け
じ
ゃ

な
い
の
で
正
直
分
か
ら
な
い
で
す
。
私
が
釣
ら
れ
た
の
か
？
お
騒
が
せ
し

て
申
し
訳
な
い
で
す
（
顔
文
字
）」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
り
、翌
日
に
は
、

「
給
食
費
の
話
、
永
六
輔
の
ラ
ジ
オ
が
元
に
な
っ
て
い
る
、
都
市
伝
説
だ

と
い
う
説
も
あ
る
み
た
い
で
す
。
調
べ
も
せ
ず
軽
率
な
発
言
、
す
み
ま
せ

ん
で
し
た
。『
ど
こ
の
小
学
校
だ
よ
？
』
っ
て
気
付
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な

か
っ
た
で
す
ね
。
ご
め
ん
な
さ
い
。
こ
れ
に
て
、
給
食
の
話
は
、
終
わ
り
。

あ
と
は
通
常
運
転
。」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
、「
は
あ
。

す
げ
ー
び
っ
く
り
し
た
わ
。
自
分
の
発
言
に
色
ん
な
方
が
意
見
し
て
下

さ
っ
て
、も
う
、ほ
ん
と
正
直
怖
か
っ
た
（
笑
）。
幸
い
、大
方
賛
同
下
さ
っ

た
ん
だ
け
ど
、ぶ
っ
ち
ゃ
け
、そ
れ
も
怖
か
っ
た
し
（
顔
文
字
）
か
と
言
っ

て
、
反
対
ば
か
り
だ
っ
た
らtw

itter

辞
め
て
た
ね
（
爆
）。
超
心
臓
弱
い

（
笑
）」
と
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。

こ
の
書
き
込
み
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
Ｒ
Ｔ
（
再
投
稿
）
機
能
で
、
通

常
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
大
幅
に
超
え
る
人
々
に
彼
女
の
書
き
込
み
が
共
有
さ

れ
、
そ
の
反
響
が
彼
女
の
「
身
の
丈
」
を
超
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

実
際
に
は
こ
の
問
題
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
二
日
の
検
索
の
時
点
で
、

①
「
学
校
給
食
の
と
き
『
い
た
だ
き
ま
す
』
を
言
わ
せ
る
な
？
」）

（（
（

、②
「
学

校
給
食
の
と
き
『
い
た
だ
き
ま
す
』
を
言
わ
せ
る
な
」
の
学
校
は
実
在
す

る
の
か
」）

（（
（

の
二
種
のtogetter

の
ま
と
め
と
、
③
「【
赤
木
智
弘
の
顔
眼

光
紙
背
】
い
た
だ
き
ま
す
を
言
わ
ず
、笛
や
太
鼓
で
給
食
を
食
べ
る
学
校
っ

て
、
本
当
に
あ
る
の
」）

（（
（

と
い
う
ブ
ロ
グ
が
存
在
し
、
そ
の
内
実
が
検
討
さ

れ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
の
検
索
機
能
の
発
達
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
あ
り
そ
う

な
話
」
に
根
拠
を
求
め
る
態
度
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。

そ
の
結
果
、
こ
の
話
は
、
作
詞
家
で
タ
レ
ン
ト
の
永
六
輔
が
、

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
話
題
に
し
て
い
る
こ
と
、
二
〇
〇
六
年
八
月

七
日
の
第
一
回
新
潟
食
育
推
進
会
議
議
事
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

二
〇
〇
五
年
十
一
月
一
四
日
、
二
〇
一
一
年
八
月
八
日
の
朝
日
新
聞
読
者

投
稿
欄
に
投
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

①
は
二
〇
一
一
年
八
月
二
日
に
ま
と
め
ら
れ
、
八
二
〇
件
の
書
き
込
み

が
あ
る
。
そ
の
多
く
は
こ
の
書
き
込
み
の
内
容
へ
の
違
和
感
や
怒
り
で
あ

り
、
こ
の
話
を
「
都
市
伝
説
」
と
す
る
書
き
込
み
は
二
件
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
六
日
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
②
で
は
、
七
三
件
の
書
き
込
み

が
あ
り
、こ
れ
を「
都
市
伝
説
」と
評
す
る
も
の
は
六
件
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
ま
と
め
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
八
月
九
日
に
は
「
ソ
ー
ス
が

伝
聞
な
の
か
。
都
市
伝
説
で
あ
っ
て
ほ
し
い
な
あ
」（Lope_lw

2011

氏
）、

一
〇
日
に
は
「
都
市
伝
説
化
？
タ
ク
シ
ー
の
居
な
く
な
る
客
（
青
山
墓
地
）

と
か
と
同
じ
？
」（rt_luckdragon

氏
）、
十
一
日
に
は
「
都
市
伝
説
説

に
立
つ
と
」
と
し
て
、
浄
土
真
宗
の
多
い
北
陸
方
面
で
「
合
掌
し
て
い
た

だ
き
ま
す
」
を
言
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
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書
き
込
み
（gryphonjapan

氏
）
が
あ
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、「
道
徳
的
」
を
装
う
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
の
明
か

で
は
な
い
話
を
「
都
市
伝
説
」
と
評
す
る
こ
と
で
揶
揄
し
、
無
効
化
し

て
い
る
例
と
言
え
る
。
し
か
し
②
の
ま
と
め
か
ら
は
こ
の
話
は
遅
く
と
も

一
九
九
七
年
頃
か
ら
使
い
回
さ
れ
、
何
度
も
「
最
近
の
話
」
と
し
て
浮
上

し
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
「
同
時
代
に
信

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
の
根
強
さ
を
示
す
資
料
と
も
な
っ
て
い
る
。「
都

市
伝
説
」
の
語
は
、
一
見
教
育
的
な
言
説
、
同
時
代
を
批
判
す
る
懐
古
的

な
言
説
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
と
ミ
ス
・
マ
ッ
チ
な
印
象
を
与
え
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
大
き
な
批
判
力
を
持
つ
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
領
域
の
話
を
怪
し
げ
な
ホ
ラ
ー
領
域
の
話
と
同
等
に
見
せ
て

し
ま
う
と
こ
ろ
が
、
こ
の
語
彙
の
持
つ
批
評
性
と
い
え
よ
う
。

（
３
）
都
市
伝
説
的
な
表
現
と
「
笑
い
」

「
都
市
伝
説
」
が
陳
腐
な
も
の
、
笑
う
べ
き
も
の
と
し
て
遇
さ
れ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
が
揶
揄
、
批
判
と
な
る
話
法
を
見
て
き

た
が
、
も
う
一
つ
の
話
法
と
し
て
、「
都
市
伝
説
」
に
特
徴
的
な
こ
と
ば

や
表
現
を
出
す
こ
と
で
、
場
を
茶
化
し
た
り
な
ご
ま
せ
た
り
す
る
と
い
う

話
法
が
あ
る
。

「
都
市
伝
説
」
か
ら
派
生
し
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
と
し
て
「
学
校
の
怪
談
」

ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
〔
一
柳　

二
〇
〇
五
〕。
生
活
世
界
の
中
に
あ
っ
た
子

ど
も
た
ち
の
世
間
話
が
口
承
文
芸
の
研
究
者
を
通
し
て
一
九
八
〇
年
代
後

半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
「
学
校
の
怪
談
」
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る

と
、
子
ど
も
向
け
の
読
み
物
、
ホ
ラ
ー
系
小
説
、
映
画
な
ど
の
大
衆
文
化

と
結
び
つ
き
、
大
き
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
生
ま

れ
た
人
た
ち
は
こ
の
ブ
ー
ム
の
中
で
育
っ
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
五
月
二
七
日
に
、
筆
者
の
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
若
い
母
親

と
一
人
の
女
性
が
険
悪
な
や
り
と
り
を
始
め
た
。
相
手
の
女
性
の
書
き
込

み
を
遡
っ
て
見
て
み
る
と
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
四
日
か
ら
通
勤
電
車

に
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
乗
せ
る
若
い
母
親
た
ち
を
執
拗
に
批
判
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。
ベ
ビ
ー
カ
ー
は
電
車
の
中
で
は
畳
む
の
が
「
常
識
」
と

す
る
年
輩
の
女
性
と
、
子
ど
も
を
抱
い
て
畳
む
方
が
危
険
と
考
え
る
（
ち

な
み
に
公
的
な
交
通
機
関
で
は
こ
の
考
え
方
の
方
を
採
用
し
て
い
る
）
若

い
母
親
た
ち
は
、
お
互
い
の
陣
営
を
巻
き
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
を

Ｒ
Ｔ
し
あ
っ
た
。
や
り
と
り
が
殺
伐
と
し
て
く
る
中
で
、
六
月
一
日
に
次

の
よ
う
な
書
き
込
み
が
あ
っ
た
「
ベ
ビ
ー
カ
ー
た
た
め
の
人
（
長
す
ぎ
る

か
ら
略
称
を
考
え
た
い
）」。
そ
れ
に
対
し
て
「
ギ
ュ
ッ
と
縮
め
て
『
た
た

め
さ
ん
』
ま
た
は
愛
を
込
め
て
『
た
た
め
ち
ゃ
ん
』」（dora0227

氏
）「
一

気
に
ト
イ
レ
の
花
子
さ
ん
ぽ
く
な
っ
た
」（H

ornet-B

氏
）「
存
在
自
体
怖

い
の
で
、
都
市
伝
説
ぽ
い
怖
さ
を
含
む
『
た
た
め
さ
ん
』
に
一
票
（
こ
れ

何
の
イ
ベ
ン
ト
な
ん
で
す
？
）」（fukum

aru3

氏
）。

核
家
族
で
子
育
て
に
奮
闘
す
る
若
い
母
親
に
対
す
る
社
会
の
無
理
解

も
、
毎
朝
の
通
勤
電
車
の
過
酷
な
状
況
も
今
日
的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の

解
決
の
兆
し
は
見
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
出
口
の
な
い
と
こ
ろ
で
の
論
争

に
、
唐
突
に
子
ど
も
の
怪
談
に
出
て
く
る
よ
う
な
稚
拙
な
名
前
を
出
す
こ

と
で
、
膠
着
し
た
「
場
」
が
な
ご
ん
で
い
る
。
一
方
で
は
こ
の
や
り
と
り
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は
、
顔
の
見
え
な
い
論
争
相
手
を
モ
ン
ス
タ
ー
化
す
る
危
険
性
も
は
ら
ん

で
い
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
を
支
え
て
い
る
の
は
、
世
代
の
近
い

人
た
ち
に
共
通
す
る「
基
礎
的
な
教
養
」と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
都

市
伝
説
的
」
な
も
の
言
い
や
表
現
は
も
は
や
、
そ
の
程
度
に
は
浸
透
し
て

い
る
と
い
え
る
。

（
４
）
自
己
の
「
経
験
」
を
超
え
る
事
実
へ
の
評
価

「
都
市
伝
説
」
は
、自
身
の
「
生
身
」
を
担
保
と
し
て
、生
き
ら
れ
た
「
経

験
」
か
ら
一
回
り
外
の
で
き
ご
と
を
語
る
「
話
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
あ

り
得
る
」
と
信
じ
ら
れ
る
範
囲
の
「
話
」
で
あ
る
一
方
で
、
確
か
め
よ
う

の
な
い
こ
と
、
が
特
徴
で
あ
っ
た
。

こ
の
性
質
を
逆
手
に
と
っ
て
「
確
か
め
得
な
い
こ
と
」
を
す
べ
て
「
都

市
伝
説
」
よ
ば
わ
り
す
る
話
法
が
存
在
す
る
。

具
体
例
を
挙
げ
て
い
こ
う
。
二
〇
一
二
年
四
月
二
四
日
の
Ｔ
Ｌ
に
「
有

給
休
暇
っ
て
、
都
市
伝
説
で
す
よ
ね
」（koH

5269

氏
）
と
い
う
書
き
込
み

が
あ
っ
た
。
二
五
日
に
は
「
リ
ゲ
イ
ン
（
引
用
者
注
：
第
一
三
共
ヘ
ル
ス

ケ
ア
が
扱
う
栄
養
ド
リ
ン
ク
）
の
テ
ー
マ
が
初
出
し
た
時
（
引
用
者
注
：

一
九
八
九
年
発
表
。
日
本
が
バ
ブ
ル
景
気
の
時
代
）
は
、
ま
だ
有
給
休
暇
が

都
市
伝
説
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
な
あ
。」（BetanT

CS

氏
）
と
い
う
書
き
込

み
が
あ
っ
た
。
四
月
二
七
日
に
「
有
給
ー
都
市
伝
説
」
で
検
索
す
る
と
二
一

件
の
書
き
込
み
が
、「
ボ
ー
ナ
ス
ー
都
市
伝
説
」
で
は
八
件
の
書
き
込
み
が

あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、「
代
休
っ
て
な
ん
で
す
か
」「
都
市
伝
説
の
ひ
と
つ

で
す
。
似
た
よ
う
な
も
の
に
、有
休
と
い
う
の
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」

「
私
は
ボ
ー
ナ
ス
と
い
う
不
思
議
な
言
葉
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と

い
う
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

似
た
よ
う
な
用
法
に
「
デ
イ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
で
の
デ
ー
ト
」「
幸
せ
な

バ
レ
ン
タ
イ
ン
・
デ
ー
」
な
ど
を
「
都
市
伝
説
」
と
す
る
も
の
が
あ
り
、

自
身
が
経
験
で
き
る
範
囲
だ
け
が
「
世
界
」
と
い
う
、「
身
の
丈
の
小
さ

さ
」
を
示
し
て
笑
い
を
得
る
話
法
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
書
き
込
み
は
一
方
で
は
、
不
況
の
中
で
、
不
当
な
労
働
条
件
を
強
い
ら

れ
る
同
時
代
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

経
験
す
る
世
界
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
都
市
伝
説
」
的
な
世

界
が
現
実
と
し
て
姿
を
現
す
こ
と
が
あ
る
。
就
職
活
動
中
の
学
生
で
あ
る

oshanow

氏
は
二
〇
一
二
年
五
月
一
二
日
に
次
の
よ
う
な
書
き
込
み
を
し

て
い
る
。

「
マ
ジ
で
『
Ｇ
Ｄ
（
引
用
者
注
：
就
職
試
験
の
グ
ル
ー
プ
デ
イ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
）
で
意
識
高
い
系
と
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
な
っ
た
ら
グ
ル
ー
プ
全
滅

覚
悟
し
ろ
』
は
就
活
本
に
書
い
と
け
ば
い
と
思
う
。
Ｇ
Ｄ
で
『
○
○
大
の

バ
ツ
バ
ツ
と
申
し
ま
す
！
学
生
団
体
□
□
を
主
催
し
、
海
外
で
う
ん
た
ら

う
ん
た
ら
こ
の
力
を
う
ん
た
ら
う
ん
た
ら
』
と
自
己
紹
介
始
め
る
奴
は
都

市
伝
説
じ
ゃ
ね
え
ぞ
、
い
る
ぞ
」

こ
れ
ら
の
書
き
込
み
の
背
景
に
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
世
界
の
広
が
り

が
あ
る
。

自
身
の
生
き
る
狭
い
世
界
を
全
世
界
と
認
識
し
て
そ
の
よ
う
に
語
る
若

者
の
存
在
は
、
二
〇
〇
二
年
頃
か
ら
「
セ
カ
イ
系
」
と
呼
ば
れ
、
ネ
ッ
ト
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の
上
で
批
判
や
揶
揄
の
対
象
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
ア
ニ
メ
作
品
の
世

界
観
な
ど
と
絡
め
て
現
代
文
化
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る）

（（
（

。
ツ
イ
ッ
タ
ー

上
で
の
「
小
さ
い
世
界
」
を
生
き
る
人
物
と
し
て
の
書
き
込
み
は
そ
の
よ

う
な
同
時
代
の
空
気
を
意
識
し
て
の
批
評
性
の
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で

あ
る
、と
い
え
よ
う
。
彼
等
は
セ
カ
イ
系
と
評
さ
れ
る
身
ぶ
り
を「
演
じ
て
」

い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

口
承
文
芸
と
い
う
枠
組
み
の
研
究
誌
で
、
ネ
ッ
ト
上
の
言
説
を
取
り
あ

げ
る
こ
と
に
は
批
判
が
あ
ろ
う
。

筆
者
も
ま
た
、
こ
の
論
攷
を
大
き
な
躊
躇
い
と
と
も
に
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ネ
ッ
ト
の
書
き
込
み
に
近
い
こ
と
ば
を
談
話
の
中
で
聞
い
た
り
、

日
常
の
談
話
を
ネ
ッ
ト
に
書
き
込
ん
だ
り
す
る
「
日
常
」
は
既
に
始
ま
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
匿
名
の
書
き
込
み
、身
体
性
の
な
い
や
り
と
り
と
い
っ

た
一
種
の
「
虚
構
性
」
を
含
ん
だ
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ツ
イ
ッ
タ
ー
、
フ
ェ
イ
ス
・
ブ
ッ
ク
と
い
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
あ
る
「
日
常
」
の
談
話
の
風
景
は
未
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
「
都
市
伝
説
」
と
い
う
語
が
生
き
生
き
と
使
用
さ
れ
る
「
場
」

を
探
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。
筆
者
の
場
合
、
そ
の

場
所
は
ネ
ッ
ト
上
に
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
の
経
験
を
超
え
て
い
く
「
話
」

へ
の
疑
い
を
内
包
す
る
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
都
市
伝
説
」
と
い
う

語
彙
は
、「
使
い
回
さ
れ
る
言
説
」
に
対
す
る
批
評
性
を
持
っ
て
機
能
し

て
い
た
。
ま
た
、
自
身
の
「
経
験
」
を
メ
タ
化
す
る
機
能
も
持
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、「
都
市
伝
説
」
と
い
う
「
新
語
」
が
定
着
し
た
結
果
、
生

じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
注
）

（
１
） 

ジ
ャ
ン
・
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
／
大
月
隆
寛
・
菅
谷
裕
子
・

重
信
幸
彦
訳
『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
─
都
市
の
想
像
力
の
ア

メ
リ
カ
─
』
一
九
八
八
年　

新
宿
書
房

（
２
） 

ジ
ャ
ン
・
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
／
行
方
均
訳
『
チ
ョ
ー
キ

ン
グ
・
ド
ー
ベ
ル
マ
ン
─
ア
メ
リ
カ
の
「
新
し
い
」
都
市
伝
説
─
』

一
九
九
〇
年　

新
宿
書
房

（
３
） 

松
本
信
広
「
神
話
伝
説
」『
社
会
学
大
系　

第
６
巻　

宗
教
と
神
話
』

一
九
四
八
年　

国
立
書
院
、
重
信
幸
彦
「
食
卓
の
向
う
側
に
」
民

話
と
文
学
の
会
編
・
発
行
『
民
話
と
文
学
』
一
九
八
八
年

（
４
） 

一
九
九
〇
年
代
後
半
の「
都
市
伝
説
」を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
、

〔
山
田　

一
九
九
八
年　

一
四
六
〜
一
四
七
頁
〕
を
参
照
。

（
５
） 

こ
の
こ
と
は
人
口
に
膾
炙
し
た
こ
と
わ
ざ
を
例
に
考
察
し
た
〔
山

田　

一
九
九
四
〕。

（
６
） 

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
イ
ア
が
輻
輳
す
る
状
況
を
前
提
と
し
て
「
口
承
」

の
問
題
を
捉
え
よ
う
、
と
い
う
視
角
は
、
一
九
九
一
年
の
口
承
文

芸
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「〈
口
承
〉
研
究
の
現
在
─
こ
と
ば
の
近

代
史
の
な
か
で
─
」
で
示
さ
れ
た
〔
筑
波
大
学
歴
史
・
人
類
学
系

研
究
室　

一
九
九
一
〕。
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（
７
） 

鶴
見
の
限
界
芸
術
論
を
口
承
文
芸
論
と
し
て
論
じ
た
も
の
に
以
下

の
論
攷
が
あ
る
。
口
承
文
芸
と
文
芸
、
文
学
と
の
関
係
を
論
じ
た

も
の
に
〔
小
池　

二
〇
〇
〇
〕、近
代
文
芸
と
の
関
わ
り
で
読
み
取
っ

た
も
の
に
〔
川
森　

二
〇
一
二
〕
が
あ
る
。
一
方
、
限
界
芸
術
論

を
補
助
線
と
し
て
大
衆
文
化
と
し
て
の
口
頭
芸
と
民
俗
文
化
と
の

関
係
を
論
じ
た
も
の
に
〔
真
鍋　

二
〇
一
二
〕、
こ
と
わ
ざ
を
美
的

な
創
作
物
と
し
て
扱
う
際
の
参
照
枠
と
し
て
示
し
た
も
の
に
〔
山

田　

二
〇
一
二
〕
が
あ
る
。

（
８
） 

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
の
「
知
識
」
を
「
場
」
に
合
わ
せ
て
、引
用
、

上
演
す
る
若
者
に
つ
い
て
は〔
山
田　

二
〇
〇
五
〕を
参
照
の
こ
と
。

（
９
） http://support.tw

itter.com
/groups/50-w

elcom
e-to-

tw
itter#　

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
日
検
索

 
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/146087/m

0u/%
E3%

83%
84%

E3%
82%

A
4%

E3%
83%

83%
E3%

82%
BF%

E3%
83%

BC/　

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
日
検
索

（
10
） 

実
際
に
は
Ｕ
Ｒ
Ｌ〔uniform

 resource locator

の
略
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
情
報
資
源
の
場
所
と
そ
の
属
性
を
指
定
す
る
記
述
方

式
〕
を
示
す
こ
と
で
そ
れ
以
上
の
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

（
11
） 

筆
者
は
、「
う
わ
さ
話
と
共
同
体
」〔
山
田　

一
九
九
九
〕
の
中
で

類
似
の
経
験
の
束
の
中
に
結
構
の
整
っ
た
虚
構
の
話
が
入
り
込
み
、

リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
ゆ
く
こ
と
を
、
若
い
女
性
の
う
わ
さ
話

を
例
に
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
12
） 

ツ
イ
ッ
タ
ー
で
の
発
言
を
任
意
の
順
序
に
並
び
替
え
た
り
、
取
捨

選
択
し
た
り
し
て
一
覧
表
に
表
示
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
。http://

togetter.com
/　

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
日
検
索

（
13
） 

二
〇
一
二
年
一
月
九
日
の
書
き
込
み
。
書
き
込
み
主
は
ア
カ
ウ
ン

ト
名ahow

ota

氏

（
14
） http:blog.shojim

iyata.com
/joke/m

ac_jk.htm
l   

二
〇
一
二
年

五
月
一
日
検
索

（
15
） 

書
き
込
み
主
はusam

in405

氏

（
16
） http://togetter.com

//li/171994　

二
〇
一
二
年
五
月
九
日
検
索

（
17
） http://togetter.com

//li/172561　

二
〇
一
二
年
五
月
九
日
検
索

（
18
） http://blogos.com

/article/23503　

二
〇
一
二
年
五
月
九
日
検
索

（
19
） 

注
（
17
）

（
20
） 

さ
し
あ
た
り
〔
前
島　

二
〇
一
〇
〕
を
参
照
の
こ
と
。

参
考
文
献

一
柳
廣
孝
「
は
じ
め
に
─
『
学
校
の
怪
談
』
と
い
う
問
題
系
」
一
柳
廣
孝

編
著
『
学
校
の
怪
談
は
さ
さ
や
く
』
二
〇
〇
五
年　

青
弓
書
房

大
月
隆
寛
「
解
説　
『
都
市
』
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
ジ
ャ
ン
・
ハ
ロ
ル
ド
・

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
／
大
月
隆
寛
・
菅
谷
裕
子
・
重
信
幸
彦
訳
『
消
え
る
ヒ
ッ

チ
ハ
イ
カ
ー
─
都
市
の
想
像
力
の
ア
メ
リ
カ
─
』
一
九
八
八
年　

新
宿

書
房

大
島
建
彦
「
世
間
話
の
と
ら
え
か
た
」『
西
郊
民
俗
』
第
二
五
号　

一
九
六
三
年　

西
郊
民
俗
談
話
会
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大
田
区
大
田
区
社
会
教
育
部
編
『
大
田
区
の
文
化
財　

第
二
二
集　

口
承

文
芸
（
昔
話
・
世
間
話
・
伝
説
）』
一
九
八
六
年　

東
京
都
大
田
区
教
育

委
員
会

川
森
博
司
「
柳
田
の
口
承
文
芸
論
と
柳
田
以
後
の
昔
話
研
究
─
伝
承
と
社

会
の
変
化
を
視
点
に
し
て
─
」日
本
民
俗
学
会
編
・
発
行『
日
本
民
俗
学
』

二
七
〇
号
「
特
集　

柳
田
没
後
五
十
年
と
口
承
文
芸
─
生
前
・
没
後
の

研
究
状
況
─
」
二
〇
一
二
年
五
月

グ
ロ
ー
マ
ー
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
「
幕
末
の
瓦
版
と
読
売
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」

『
幕
末
の
は
や
り
唄　

口
説
き
節
と
都
々
逸
の
新
研
究
』
名
著
出
版　

一
九
九
五
年

小
池
淳
一
「
世
間
話
研
究
の
可
能
性
」
世
間
話
研
究
会
編
・
発
行
『
世
間

話
研
究
』
第
一
〇
号　

二
〇
〇
〇
年

筑
波
大
学
歴
史
・
人
類
学
系
研
究
室
編
・
発
行
『〈
口
承
〉
研
究
の
現
在
─

こ
と
ば
の
近
代
史
の
な
か
で
─
』
一
九
九
一
年

鶴
見
俊
輔
『
限
界
芸
術
論
』
一
九
六
〇
年　

一
九
九
九
年　

ち
く
ま
学
芸

文
庫

徳
川
夢
声
「
落
語
少
年
」『
世
界
教
養
全
集
』
第
35
巻　

一
九
六
二
年　

平

凡
社
（
木
下
順
二
編
『
日
本
の
名
随
筆　

52
話
』
一
九
八
七
年　

作
品

社
に
再
録
）

中
島
恵
子「
都
市
化
地
域
の
昔
話
・
伝
説
・
世
間
話
」昔
話
研
究
懇
話
会
編『
昔

話
─
研
究
と
資
料
─
』
第
一
三
号　

一
九
八
四
年　

三
弥
井
書
店

西
沢
爽
「
ニ
ュ
ー
ス
歌
謡
時
代
（
大
正
瓦
版
歌
謡
時
代
）」『
日
本
近
代
歌

謡
史
下
』
一
九
九
〇
年　

桜
楓
社

日
野
龍
夫
「
世
間
咄
の
世
界
」『
江
戸
人
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
一
九
七
七
年　

朝
日
新
聞
社

前
島
賢 

『
セ
カ
イ
系
と
は
何
か　

ポ
ス
ト
・
エ
ヴ
ァ
の
オ
タ
ク
史
』

二
〇
一
〇
年　

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
新
書

真
鍋
昌
賢
「『
語
り
物
』
か
ら
〈
口
頭
芸
〉
へ
」
日
本
民
俗
学
会
編
・
発
行

『
日
本
民
俗
学
』
二
七
〇
号　

二
〇
一
二
年
五
月

山
田
厳
子
「
こ
と
わ
ざ
の
効
力
─
定
型
と
笑
い
─
」
世
間
話
研
究
会
編
・

発
行
『
世
間
話
研
究
』
第
五
号　

一
九
九
四
年

山
田
厳
子
「
口
承
文
芸
」
国
分
寺
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
編
・

発
行
『
国
分
寺
市
の
民
俗
五　

本
多
新
田
・
恋
ヶ
窪
村
の
民
俗
─
』  

一
九
九
五
年

山
田
厳
子
「〈
世
間
話
〉
と
し
て
の
〈
う
わ
さ
〉
─
世
相
を
読
み
解
く
た
め

に
─
」
宮
田
登
編
『
民
俗
の
思
想
』
一
九
九
八
年　

朝
倉
書
房

山
田
厳
子
「
う
わ
さ
話
と
共
同
体
」
岩
本
通
弥
編
『
覚
悟
と
生
き
方
』

一
九
九
九
年　

ち
く
ま
新
書

山
田
厳
子
「
社
交
と
ふ
る
ま
い
─
学
校
と
い
う
舞
台
─
」
一
柳
廣
孝
編
著

『
学
校
の
怪
談
は
さ
さ
や
く
』
二
〇
〇
五
年　

青
弓
書
房

山
田
厳
子
「
世
間
話
と
う
わ
さ
」
日
本
口
承
文
芸　

学
会
編
『
こ
と
ば
の

世
界　

第
三
巻　

は
な
す
』
二
〇
〇
七　

三
弥
井
書
店

山
田
厳
子
「
こ
と
わ
ざ
研
究
の
射
程
」
日
本
民
俗
学
会
編
・
発
行
『
日
本

民
俗
学
』
二
七
〇
号　

二
〇
一
二
年
五
月

 

（
や
ま
だ
・
い
つ
こ
／
弘
前
大
学
）


