
も
も
ち
ろ
ん
創
造
さ
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

１
２
３
：
…
・
は
算
用
数
字
ま
た
は
ア
ラ
ビ
ヤ
数
字
。
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ
は
ロ
ー
マ
数
字
。

’
二
三
四
・
・
・
…
九

十
百
千
万
億
兆
は
漢
数
字
で
す
。
漢
数
字
は
、
数
字
の
一
種
と
い
え
ま
す
が
、
あ
く

ま
で
漢
字
で
す
。

名
前
に
は
、
一
郎
・
健
二
・
三
枝
子
と
い
っ
た
よ
う
に
、
普
通
一
般
の
漢
字
と
漢

数
字
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

名
字
に
も
、
三
上
・
八
木
・
五
十
嵐
…
…
と
い
う
ぐ
あ
い
。
名
字
で
、
数
字
を
使
っ

た
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
取
り
あ
げ
て
み
ま
す
。

○
名
字
が
数
字
だ
け
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
実
在
例
Ｉ

い
ち
大
阪
市
西
成
区

は
じ
め
熊
本
県
宇
土
市

か
ず
大
阪
市
南
区

一
二
三
ひ
ふ
み
東
京
都
足
立
区

二
九
ふ
た
く
京
都
市
下
京
区

三
五
さ
ん
ご
新
潟
県
柏
崎
市

五
三
い
つ
み
東
京
都
豊
島
区

五
六
ふ
の
ほ
り
宮
崎
県

七
五
三
し
ち
ご
さ
ん
東
京
都
新
宿
区

七
五
三
し
め
千
葉
県
小
見
川
町

九
い
ち
じ
く
東
京
都
世
田
谷
区

も
ぎ
き
徳
鮎
県
坂
野
町

十
一
と
い
ち
京
都
市

十
二
じ
ゅ
う
に
東
京
都
世
田
谷
区

◎
三
五
一
男
〈
さ
ん
ご
・
い
ち
お
）
氏
談
ｌ
東
京
都
大
田
区
在
住
・
会
社
員
ｌ

「
よ
く
、
、
、
、
ゴ
と
か
、
サ
ゴ
と
か
、
ひ
と
様
が
見
当
で
お
呼
び
に
な
り
ま
す
。
読
ん

で
字
の
ご
と
く
サ
ン
ゴ
で
す
。
新
潟
県
の
与
板
町
や
寺
泊
、
柏
崎
な
ど
に
あ
る
旧
家

の
名
字
で
す
。
い
ま
東
京
だ
け
で
も
、
三
五
と
い
う
家
は
三
十
軒
は
あ
り
ま
す
よ
。

わ
た
し
名
前
が
一
男
・
カ
ズ
オ
で
な
く
て
イ
チ
オ
で
す
。
妹
が
百
百
子
（
モ
モ
３
．

母
が
三
四
（
ミ
皇
・
じ
じ
い
が
八
百
蔵
。
ぱ
ば
あ
が
千
四
（
チ
ョ
・
お
じ
が
七

五
三
三
（
シ
メ
ゾ
ウ
）
・
お
ば
が
一
二
三
（
ヒ
フ
ミ
）
・
名
字
か
ら
名
前
ま
で
、
数

字
一
家
で
す
ｌ
」

漢
数
字
は
普
通
一
・
二
・
三
１
千
と
書
き
ま
す
が
、
と
く
に
証
券
用
な
ど
に
は

改
ざ
ん
を
防
止
し
て

壱
弍
参
ｌ
肝
の
よ
う
な
字
画
の
複
雑
な
も
の
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
「
大
字
」
で
す

が
、
肝
晒
と
い
う
名
字
が
兵
庫
県
に
あ
り
ま
す
。
〃
せ
ん
ば
く
〃
と
読
み
ま
す
。
千
万

億
（
つ
も
い
）
と
い
う
名
字
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
わ
た
し
は
ま
だ
実
在
を
知
り
ま

せ
ん
。

○
意
表
を
つ
か
れ
る
名
字

字
も
や
さ
し
く
、
読
み
方
も
、
す
な
お
で
普
通
だ
が
、
こ
う
い
う
字
が
名
字
と
な
っ

て
い
る
の
か
、
と
意
表
を
つ
か
れ
る
よ
う
な
一
宇
名
字
。
こ
れ
も
一
般
の
名
字
の
観

念
か
ら
す
れ
ば
、
名
字
と
し
て
は
特
異
な
存
在
で
す
。
珍
姓
の
一
種
と
い
え
ま
す
。

霜本式腰口

しもしこく

もときしち

方 雲音 息耳

かくおいみ

たもときみ

水雷形休鼻

みらか

ずいた

は
な

や
す
み

な
ん
と
、
珍
し
い
名
字
も
あ
る
も
の
だ
。
右
の
三
十
三
種
の
う
ち
、
金
木
町
に
は

一
つ
も
な
い
が
、
わ
が
町
の
一
字
名
字
は
、
次
の
如
し
で
あ
る
。

泉
い
ず
み
金
き
ん
今
こ
ん

星
ほ
し

森
も
り
盛
も
り

金
木
町
に
は
、
田
の
つ
く
名
字
が
五
七
二
三
。
八
三
％
）
も
あ
る
の
だ
か
ら
田

舎
に
は
相
違
な
い
が
、
近
年
は
、
住
宅
や
建
築
物
が
都
会
風
と
な
り
、
田
舎
ら
し
い

そ
ぼ
く

素
朴
さ
が
な
く
な
っ
て
き
た
。

東
京
に
も
、
大
阪
に
も
田
舎
は
あ
っ
た
筈
だ
。
た
だ
、
政
治
・
経
済
の
中
心
都
市

と
な
る
に
つ
け
、
地
方
か
ら
の
人
々
が
、
都
会
へ
、
都
会
へ
と
集
中
し
、
ま
だ
、
名

誉
欲
、
権
力
欲
、
金
銭
欲
の
亡
者
ど
も
が
己
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
、
自
然
を
破

壊
し
、
人
工
的
な
機
能
優
先
の
都
市
に
造
り
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

田
舎
の
発
展
が
、
国
の
繁
栄
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
り
、
自
然
を
破
壊
し
た
者
は
、

自
然
に
屈
服
す
る
時
が
く
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

文
化
的
空
間
の
あ
る
と
こ
ろ
は
田
舎
で
あ
り
、
健
康
で
長
生
き
出
来
る
場
所
も
田

舎
で
あ
る
。

安
住
の
地
、
田
舎
。
田
舎
万
歳
／
、

咲側壁民油幅

十
三

十
七

十
力

二
十
一

二
十
八

四
十

四
十

四
十
八

八
十

九
十
九

百千千
百

万万万百
百

百
百

八
百

廿
千

三
千

十
万

四
十
万

百
万

千
万

億

さかかたあは

くわくみぶば
ら

運種坪門加山 と
み

と
な

と
く

に
そ
い
ち

に
そ
や

よ
る

あ
い

よ
そ
や

や
そ

つ
く
も

も
も

せ
ん

ち
ひ
や
く

ま
ん

ば
ん

よ
る
ず

も
も

ど
ど

や
お

は
っ
せ
ん

さ
ん
せ
ん

じ
ゅ
う
ま
ん

し
じ
ま

ひ
や
く
ま
ん

ち
ま

お
く

うたつもくや

んねぼんわま
え

東
京
都
杉
並
区

兵
庫
県

長
崎
県

京
都
市
上
京
区

山
口
県

北
海
道
小
樽
市

東
京
都
文
京
区

富
山
県

大
阪
市
北
区

広
島
市

東
京
都
世
田
谷
区

東
京
都
港
区

大
阪
市
阿
部
野
区

京
都
市
東
山
区

大
阪
市
淀
川
区

東
京
都
渋
谷
区

名
古
屋
市
千
種
区

東
京
都
武
蔵
野
市

神
奈
川
県
川
崎
市

東
京
都
世
田
谷
区

大
阪
市
東
淀
川
区

大
阪
市
西
成
区

東
京
都
目
黒
区

北
海
道
小
樽
市

東
京
都
荒
川
区

大
阪
市
西
区

紺渋花宅君炭

こしはたきす
んぶなくみみ

－34－ －33－
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借
子
は
一
旦
、
雇
わ
れ
る
と
一
年
間
は
お
盆
と
正
月
休
み
以
外
は
生
家
に
歸
る
事

が
出
来
な
い
と
言
う
。

借
子
の
期
間
中
は
、
雇
主
の
決
め
た
仕
事
に
指
示
に
は
不
平
不
満
が
あ
っ
て
も
絶

対
に
文
句
を
言
わ
な
い
事
。

如
何
な
る
仕
匠
き
に
も
背
か
な
い
事
。
身
勝
手
な
振
る
舞
い
は
し
な
い
。
な
ど
と

契
約
書
を
取
り
交
わ
し
て
言
う
が
、
小
作
人
の
次
、
三
男
の
大
半
は
借
子
に
売
ら
れ

た
。
借
子
は
雇
主
の
家
族
が
食
事
を
終
わ
っ
た
後
で
無
け
れ
ば
飯
を
食
べ
さ
せ
な
か
っ
た
。

昭
和
初
期
、
私
が
幼
少
の
頃
に
耳
に
し
た
話
で
あ
る
が
、
俗
に
「
借
子
飯
」
と
言

う
言
葉
が
あ
っ
た
。
雇
主
の
家
族
が
夕
食
を
終
わ
っ
た
後
で
借
子
が
、
ご
飯
を
食
べ

る
の
で
「
め
し
」
は
冷
え
、
お
か
ず
〈
副
食
）
は
家
族
が
平
ら
げ
て
し
ま
う
の
で
般

陵
に
茂
っ
た
「
お
か
ず
一
は
波
物
か
菜
葉
汁
だ
け
で
、
一
週
間
に
一
’
二
度
は
塩
鱒

後
に
残
っ
た
「
お
か
ず
」
は
波
物
か
菜
葉
汁
だ
け
で
、
一
週
則

か
ら
Ｌ
牢
ぽ
い

か
鰊
淡
の
辛
酸
薄
身
に
切
っ
た
の
が
一
切
位
だ
っ
た
と
言
う
。

十
一
’
二
才
か
、
そ
こ
ら
の
子
供
が
借
子
に
身
売
り
し
て
働
く
姿
を
見
る
と
暗
い

イ
メ
ー
ジ
で
見
え
た
。

雇
主
は
妓
初
に
十
一
’
二
才
の
子
供
を
借
子
に
雇
う
時
は
留
守
番
か
馬
の
手
入
れ

と
言
う
名
目
で
雇
う
の
だ
が
、
主
人
は
日
増
し
に
仕
事
を
言
付
け
て
春
先
に
は
苗
代

に
連
れ
て
行
き
、
薄
氷
が
張
っ
て
い
る
冷
え
た
苗
代
の
水
の
中
に
素
足
で
入
り
、
苗

代
掻
き
を
さ
せ
ら
れ
る
。
素
足
で
苗
代
に
入
る
の
で
足
は
眞
赤
に
な
り
、
痛
み
を
覚

え
る
が
主
人
が
居
る
の
で
我
慢
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
（
当
時
は
長
靴
が
無
か
っ
た
）
・

苗
代
が
終
る
と
田
圃
の
堰
堀
り
、
畦
畔
の
「
メ
グ
ロ
」
回
す
。
次
々
と
仕
事
が
言

い
付
け
ら
れ
る
。

い
よ
い
よ
田
打
で
あ
る
。
田
打
は
馬
耕
で
無
か
っ
た
頃
は
、
三
本
鍬
で
一
株
一
株
耕

起
し
た
と
言
う
か
ら
手
に
「
マ
メ
（
水
庖
瘡
匡
が
出
来
て
「
マ
メ
」
が
波
れ
、
手
一

面
に
広
が
り
手
か
ら
水
が
流
れ
る
な
ど
痛
い
が
田
打
が
終
ら
な
い
と
治
ら
な
か
っ
た

ヘ
田
植
は
泣
く
赤
ん
坊
が
欲
し
や

畦
に
腰
か
け
乳
呑
ま
せ
る
に
良
い
か
ら

あ
ま
り
に
も
厳
し
い
重
労
働
で
休
息
が
欲
し
い
か
ら
唄
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
田
植
は

何
処
の
寄
り
合
ひ
（
組
合
）
で
も
一
週
間
’
十
五
日
以
上
も
続
き
、
よ
う
や
く
広
い

田
圃
も
緑
一
色
に
変
り
農
家
は
ホ
ッ
ト
ひ
と
安
心
す
る
が
田
植
が
終
っ
て
も
主
婦
達

は
朝
、
早
く
起
き
家
族
の
食
事
の
支
度
、
子
供
達
の
世
話
、
其
の
問
に
畠
に
行
く
。

夕
飯
の
支
度
、
後
片
付
け
と
目
の
回
る
程
に
忙
し
い
。

男
共
は
、
其
の
間
、
田
圃
の
水
の
掛
引
を
見
回
り
、
馬
に
与
え
る
草
刈
り
、
草
切

型
イ
・

り
、
厩
肥
出
し
と
寸
分
の
暇
も
無
い
。
百
姓
は
余
暇
も
無
く
粗
食
に
耐
え
ぼ
ろ
ぼ
ろ

の
粗
衣
を
身
に
着
け
、
田
植
え
草
刈
り
田
の
草
取
り
、
稲
刈
り
、
島
立
、
山
へ
行
き

燃
料
の
薪
切
り
と
力
仕
噸
と
四
つ
ん
ば
い
の
重
労
働
が
農
家
の
男
女
を
早
く
老
け
こ

脚
ソ

ま
せ
、
老
化
が
進
む
か
ら
三
○
’
四
○
代
頃
に
な
る
と
百
姓
の
男
女
は
「
爺
．
」

パ「
婆
零
ハ
」
と
呼
ば
れ
、
無
理
が
重
な
り
神
経
浦
其
の
他
の
余
病
が
誘
因
し
て
人
生

五
○
年
の
短
い
終
止
符
を
打
っ
た
事
で
あ
る
。

抜
け
田
が
終
る
と
田
の
草
取
り
。
私
も
数
十
年
間
体
験
し
た
が
、
一
番
嫌
い
な
の

は
田
の
草
取
り
で
あ
る
。

お
尻
を
太
陽
に
向
け
て
四
つ
ん
ば
い
に
な
り
一
株
、
一
株
、
稲
の
回
り
の
草
を
両

手
で
掻
き
混
ぜ
て
取
る
。

二
七
’
三
○
度
も
あ
る
夏
の
炎
天
下
、
汗
が
「
だ
ら
だ
ら
」
顔
に
し
た
た
り
、
身

体
と
所
か
ま
わ
ず
流
れ
、
腰
が
「
ギ
ク
ギ
ク
」
痛
く
鳴
る
が
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら

田
植
が
終
る
と
「
サ
ナ
ブ
〈
田
植
終
り
の
休
且
」
で
あ
る
。
そ
し
て
虫
祭
り
、
若

い
人
は
一
丁
三
日
休
む
が
此
の
間
に
抜
け
田
（
補
植
）
を
植
え
に
行
く
。

〈
虫
祭
り
に
つ
い
て
は
第
八
集
を
参
照
）

●
し
ｅ
一
一
二
口
』
勾
琢
○

又
、
昭
和
初
期
に
入
り
馬
耕
に
な
る
と
田
打
や
田
掻
き
は
「
サ
ヒ
ト
リ
」
と
言
う

馬
の
顔
に
六
尺
位
の
棒
を
着
け
馬
を
眞
シ
直
ぐ
に
誘
導
し
、
一
日
中
歩
く
の
で
少
し

で
も
曲
が
る
と
主
人
は
頭
か
ら
「
ガ
ミ
ガ
ミ
」
叱
る
。
朝
早
く
か
ら
一
日
中
の
歩
き
っ

ぱ
な
し
の
「
サ
ヒ
」
取
り
の
身
体
は
綿
の
様
に
く
た
く
た
疲
れ
る
。

女
の
子
も
十
一
’
二
才
位
に
な
る
と
貧
農
の
子
は
他
家
に
「
ア
ダ
コ
（
子
守
役
ご

と
し
て
出
さ
れ
、
雇
主
の
赤
ん
坊
や
数
人
あ
る
子
供
の
面
倒
や
家
の
中
の
掃
除
、
庭

掃
除
、
ご
飯
炊
き
と
目
の
回
る
程
の
忙
し
さ
で
あ
る
。
特
に
十
一
’
二
才
の
可
愛
い

吾
が
子
を
借
子
や
「
ア
ダ
コ
」
に
出
し
た
両
親
は
日
夜
、
心
を
痛
め
蔭
で
泣
い
た
事

と
思
う
が
、
貧
農
の
小
作
人
に
は
口
減
ら
し
と
生
き
る
為
に
は
ど
う
す
る
事
も
出
来

な
か
っ
た
。

苗
代
の
苗
も
一
段
と
青
く
伸
び
、
い
よ
い
よ
、
田
植
の
準
備
も
整
え
、
入
梅
に
入

る
と
田
植
で
あ
る
。
農
家
の
主
婦
は
自
分
の
家
の
田
植
に
は
、
朝
、
一
時
か
二
時
頃

に
起
き
て
「
ヨ
リ
ア
イ
（
田
植
組
合
ど
の
人
々
全
員
（
十
二
’
十
五
名
）
の
食
事

二
日
一
人
当
り
四
’
五
食
分
）
の
支
度
を
し
て
田
植
女
と
一
緒
に
田
圃
へ
行
く
。

苗
取
り
は
朝
、
暗
い
内
か
ら
出
て
苗
を
取
る
が
冷
た
い
泥
水
の
中
で
素
手
、
素
足
で

四
つ
ん
ば
い
の
重
労
働
だ
。
一
服
休
み
に
な
る
と
酒
徳
利
を
傾
け
な
が
ら
飲
み
始
め

る
。
身
体
の
冷
え
と
疲
れ
を
癒
し
な
が
ら
世
間
話
に
花
が
咲
く
。

田
植
の
女
達
も
一
服
や
お
昼
に
は
弁
当
か
ら
色
々
な
「
お
か
ず
」
を
出
し
て
喰
べ

世
間
話
に
余
念
が
な
い
。
田
植
の
頃
は
梅
雨
期
で
肌
寒
い
日
が
続
き
、
素
足
に
素
手

で
泥
水
の
中
に
入
る
か
ら
、
身
体
が
冷
え
手
足
が
震
え
る
。
特
に
若
い
嫁
達
は
朝
、

早
く
か
ら
の
四
つ
ん
ば
い
の
重
労
働
で
腰
が
痛
く
疲
れ
る
。

民
謡
の
一
節
に
も

嘉
瀬
は
昔
か
ら
水
田
の
水
が
不
足
だ
っ
た
の
で
田
圃
へ
夜
水
を
引
く
に
行
く
が
、

一
日
中
の
仕
事
の
疲
れ
で
綿
の
様
に
ク
タ
ク
タ
に
な
り
、
眠
い
目
を
こ
す
り
な
が
ら

夜
水
を
引
か
な
い
と
稲
は
枯
死
寸
前
に
な
る
。
夜
水
は
平
均
に
配
分
す
る
。
夜
水
を

引
く
に
行
く
と
夜
蚊
が
「
プ
ソ
プ
ご
と
身
体
に
ま
つ
わ
り
つ
き
、
と
こ
ろ
嫌
わ
ず

刺
す
か
ら
筵
や
「
ノ
亘
を
か
ぶ
り
、
藁
を
身
体
の
周
團
に
置
い
て
焚
く
が
、
仮
眠

し
て
い
る
と
下
流
の
田
圃
の
人
が
静
か
に
来
て
上
流
の
人
が
眠
っ
て
居
る
か
ど
う
か
、

嘉
瀬
で
は
田
の
草
取
り
の
頃
に
な
る
と
水
田
の
水
が
不
足
に
な
る
。
雨
が
降
ら
な

い
と
水
田
は
次
第
に
干
し
上
が
り
亀
裂
が
見
え
始
め
る
が
、
そ
う
な
る
と
湯
の
沢
の

小
田
川
上
流
に
行
き
、
雨
乞
い
に
行
く
習
慣
が
あ
っ
た
。
雨
祭
り
は
村
の
坊
主
（
僧

侶
）
二
人
を
連
れ
て
行
き
、
藁
で
「
イ
ソ
ッ
コ
（
嬰
児
篭
こ
を
作
り
嬰
児
の
藁
人
形

を
「
イ
ソ
ッ
コ
」
に
入
れ
、
お
菓
子
や
野
花
を
入
れ
て
瀧
の
上
か
ら
嬰
児
を
入
れ
た

「
イ
ソ
ッ
コ
」
を
下
流
に
落
と
し
て
嬰
児
が
瀧
か
ら
落
ち
た
と
み
ん
な
で
泣
き
、
雨

が
降
る
様
に
と
天
を
仰
い
で
拝
み
、
其
の
後
、
お
酒
を
呑
ん
で
歸
宅
す
る
が
四
’
五

日
中
に
は
不
思
議
に
も
必
ず
雨
が
降
っ
た
。

な
い
。
炎
天
下
に
は
堰
に
入
り
冷
水
を
求
め
る
が
、
堰
の
水
も
お
湯
同
然
で
効
き
目

が
無
い
。
夕
方
に
は
夜
蚊
が
顔
、
身
体
と
所
か
ま
わ
ず
刺
す
の
で
ま
る
で
生
地
獄
の

よ
う
だ
。

夕
方
近
く
に
な
り
両
親
の
帰
り
を
待
ち
き
れ
ず
、
大
き
い
子
が
乳
呑
児
を
背
に
負

ん
ぶ
し
て
遠
く
か
ら
「
了
パ
ー
」
と
叫
び
な
が
ら
迎
え
に
く
る
。

と
ぴ
あ
が

乳
呑
児
は
母
親
を
見
て
跳
上
ら
ん
ば
か
り
の
泣
き
声
で
乳
房
を
求
め
る
。
母
親
は

畦
に
座
り
母
乳
を
与
え
る
が
空
腹
な
の
か
両
手
で
鷲
づ
か
み
に
乳
房
を
掴
み
「
グ
ウ

グ
ウ
」
と
飲
ん
で
い
る
姿
は
母
子
の
愛
情
が
、
実
に
美
し
く
見
え
た
。
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