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「
デ
・
ス
テ
ィ
ー
ル
」
の
運
動
―	

―
二
十
世
紀
初
頭
の
オ
ラ
ン
ダ
で
、
建
築

な
ど
に
抽
象
的
表
現
を
取
り
入
れ
る
こ	

と
を
目
指
し
た
運
動
。

	

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
―	

―
製
図
。

	

施せ

主し
ゅ

―	

―
建
築
や
設
計
な
ど
を
依
頼
し
た
人
。

〔
問
1
〕
　床
と
壁
は
、
日
本
・
西
洋
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
互た

が
いに
他
の
開
放
・

閉
鎖
の
度ど

合あ
い

を
補
い
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
あ
る
が
、	

こ
の
よ
う
に
筆
者
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な	

も
の
を
選
べ
。

ア

　日
本
と
西
洋
の
建
築
は
、
形
は
異
な
る
が
壁
と
床
の
素
材
は
共
通
し
て
お
り	

開
放
性
と
閉
鎖
性
の
組
み
合
わ
せ
の
度
合
い
も
同
じ
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

イ

　日
本
で
も
西
洋
で
も
、
建
築
に
お
い
て
空
間
は
あ
る
部
分
の
開
放
性
や
閉
鎖	

性
を
他
の
部
分
で
補
う
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

ウ

　木
や
紙
で
で
き
た
日
本
の
住
居
と
同
様
に
、
西
洋
の
住
居
は
開
放
的
で
あ
る	

が
床
の
構
造
に
よ
っ
て
空
間
を
強
く
区
切
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

エ

　近
代
建
築
は
日
本
建
築
の
開
放
性
と
、
西
洋
建
築
の
閉
鎖
性
と
が
互
い
に
補	

い
あ
う
特
徴
を
持
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

⑴

も
う
一
度
、
し
っ
か
り
と
、
空
間
の
意
味
が
捉
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、

私
の
空
間
に
包
ま
れ
て
い
る
。
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
空
間
に
包
ま
れ
て
い
る
。
私

と
あ
な
た
が
、
同
じ
空
間
に
包
ま
れ
て
い
る
時
も
あ
る
。
共
に
い
る
、
と
は
そ
の
時

の
こ
と
を
言
う
。
家
族
、
共
同
体
、
と
は
、
同
じ
空
間
に
包
ま
れ
て
い
る
人
の
こ
と

を
言
う
。（
第
十
段
）

私
を
包
み
、
私
と
あ
な
た
を
ひ
と
つ
に
包
む
空
間
を
つ
く
る
の
が
、
建
築
だ
。
私

は
、
そ
の
空
間
の
中
で
、
安
ら
ぎ
、
憩
い
、
自
分
の
行
う
べ
き
こ
と
を
行
い
、
自
分

が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
建
築
空
間
と
は
、
そ
の
よ
う
に
人
を
包
む
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
、
華
や
か
に
人
目
を
ひ
い
て
い
る
建
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
空
間

が
あ
な
た
を
優
し
く
、
暖
か
く
包
み
、
そ
し
て
あ
な
た
が
そ
こ
に
留と

ど

ま
っ
て
い
た
い

と
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
良
い
建
築
で
は
な
い
、
と
言
い
切
る

こ
と
に
し
よ
う
。（
第
十
一
段
）

自
分
の
空
間
を
、
し
っ
か
り
と
持
っ
て
い
る
人
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
外
と
つ
な
が

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
な
い
人
は
、
外
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
。

そ
れ
は
、
自
分
の
考
え
を
持
た
な
い
人
が
、
他
と
意
見
を
交
わ
す
こ
と
が
難
し
い
こ

と
に
通
じ
て
い
る
。
部
屋
と
部
屋
が
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
住
居
が
で
き
、
家
族
が
で

き
る
。住
居
と
住
居
が
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
、町
が
で
き
、共
同
体
が
で
き
る
。良
き
町
、

良
き
都
市
と
は
、そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
、育
っ
て
い
く
。そ
の
よ
う
に
部
屋
と
は
、人
間

を
育
て
、建
築
を
つ
く
り
、都
市
を
つ
く
っ
て
い
く
、基
本
な
の
で
あ
る
。（
第
十
二
段
）

（
香
山
壽
夫
「
建
築
を
愛
す
る
人
の
十
三
章
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）

〔
注
〕	

組そ

積せ
き

造ぞ
う

―	

―
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
を
積
み
上
げ
る
建
築
構
造
。

	

モ
ダ
ニ
ズ
ム
―	

―
伝
統
主
義
に
対
抗
し
て
常
に
新
し
さ
を
求
め
る
こ
と
。

⑶
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〔
問
4
〕

　良
き
町
、
良
き
都
市
と
は
、
そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
育
っ
て
い
く
。
と 

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
筆
者
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最 

も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　自
分
の
空
間
を
も
た
な
い
人
で
も
、
外
に
つ
な
が
り
を
求
め
る
こ
と
で
、
町 

や
都
市
な
ど
の
共
同
体
の
中
で
自
己
を
確
立
で
き
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

イ

　空
間
的
に
開
か
れ
た
環
境
で
生
活
す
る
家
族
が
、
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
で
、

町
や
都
市
な
ど
の
共
同
体
の
結
び
つ
き
が
強
固
に
な
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

ウ

　人
が
安
ら
ぎ
、
自
己
の
存
在
を
確
認
で
き
る
空
間
が
互
い
に
つ
な
が
る
こ
と 

で
共
同
体
が
生
ま
れ
、
町
や
都
市
が
成
熟
し
て
い
く
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

エ

　閉
鎖
的
な
自
分
の
空
間
に
住
む
人
が
、
外
に
出
て
建
築
か
ら
開
放
さ
れ
る
こ 

と
で
、
町
や
都
市
な
ど
の
共
同
体
を
つ
く
り
変
え
て
い
く
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

〔
問
5
〕
　国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
に

あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
、
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内
で

書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、

や

や

な
ど
も
、 

そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

⑶

〔
問
2
〕

　結
果
的
に
建
築
は
、
人
を
落
ち
着
か
せ
ず
、
町
は
ま
す
ま
す
無
秩
序
な 

も
の
と
な
っ
て
い
く
。
と
あ
る
が
、「
結
果
的
に
建
築
は
、
人
を
落
ち
着
か

せ
ず
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　開
放
的
な
建
築
が
、
世
の
中
に
広
ま
っ
た
結
果
、
建
物
は
自
由
に
出
入
り
で 

き
る
も
の
と
な
り
生
活
の
安
全
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

イ

　美
し
い
空
間
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
住
居
が
増
え
た
結
果
、
住
居
と
し
て
の 

実
用
性
が
な
く
な
り
、
生
活
に
不
便
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

　人
々
が
開
放
的
な
建
築
空
間
を
希
求
す
る
こ
と
で
、
外
に
開
か
れ
た
建
物
が 

増
え
、
住
居
に
必
要
な
静
け
さ
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

エ

　空
間
の
開
放
性
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
建
築
は
平
穏
を
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
と 

な
り
、
人
は
建
物
に
居
場
所
を
見
つ
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
3
〕
　こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
十
一
段
の
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し 

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
空
間
の
開
放
と
閉
鎖
の
構
造
上
の
関
係
を
踏
ま

え
、
空
間
が
も
つ
意
味
を
示
し
て
文
章
全
体
の
結
論
に
導
い
て
い
る
。

イ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
現
代
的
な
建
築
が
も
つ
空
間
の
在
り
方
に
関
す 

る
事
例
に
対
し
て
、
そ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

ウ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
開
放
性
を
突
き
詰
め
た
理
想
の
建
築
を
実
現
す 

る
た
め
、
具
体
的
な
事
例
を
列
挙
し
て
自
説
の
妥
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。

エ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
西
洋
建
築
を
と
ら
え
直
す
運
動
の
妥
当
性
に
つ 

い
て
、
根
拠
と
な
る
事
例
を
付
け
加
え
て
問
題
解
決
の
手
順
を
示
し
て
い
る
。

⑵
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と
こ
も
」
は
「
を
と
こ
の
」
で
な
く
て
は
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。『
古
今
集
』
仮

名
序
の
よ
う
な
名
文
を
書
い
た
貫
之
が
、こ
れ
ほ
ど
ぎ
こ
ち
な
く
味
気
な
い
文
章

を
書
く
の
は
お
か
し
い
。
何
か
あ
る
な
と
考
え
て
み
た
ら
、「
を
む
な
も
し

0

0

0

0

0

て
み

ん
」
と
い
う
重
ね
合
わ
せ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。「
を
む
な
も
し
」
と
は
「
女

文
字
」
す
な
わ
ち
、
ひ
ら
が
な
で
す
。『
古
今
集
』
の
巻
第
十
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
「
物も

の

名の
な

」
の
手
法
と
同
じ
で
す
ね
。

物
名
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
「
桔き

ち

梗か
う

の
花は

な

」
と
い
う
隠
題
を
〈
あ
き
ち
か
う
の

0

0

0

0

0

は
な

0

0

り
に
け
り
し
ら
露
の
お
け
る
草
葉
も
色
か
は
り
ゆ
く
〉と
い
う
ふ
う
に
歌
に

埋
め
込
む
。『
土
佐
日
記
』
で
は
「
を
と
こ
も
す
な
る
」
と
い
う
言
葉
遣
い
の
不

自
然
さ
で
、隠
し
た
語
が
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。「
を0

と
こ
も
す

0

0

0

0

な
る
」
も
、
不
完
全
な
が
ら
「
を
と
こ
も
し
」
の
重
ね
あ
わ
せ
で
す
。

日
記
は
普
通
、
男
文
字
で
書
く
け
れ
ど
も
、
私
は
「
女
文
字
」
で
、
つ
ま
り
日
本

語
の
表
現
の
ま
ま
に
書
き
表
そ
う
と
い
う
宣
言
な
の
で
す
。さ
ら
に
そ
の
宣
言
の

中
で
、ひ
ら
が
な
を
運
用
す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
も
で
き
る
ん
だ
ぞ
と
い
う
見
本

も
同
時
に
示
し
て
い
る
。
漢
字
で
は
で
き
な
い
芸
当
で
す
。

石
川

　私
は
男
＝
中
国
、
女
＝
こ
ち
ら
の
国
と
い
う
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
共
通

の
認
識
か
ら
、
漢
文
の
日
記
を
女
手
（
ひ
ら
が
な
）
で
書
こ
う
と
い
う
意
識
だ

と
解
読
し
ま
し
た
が
、
先
生
の
話
は
具
体
的
で
、
実
証
的
で
す
。
女
手
と
い
う

言
葉
は
『
宇う

津つ

保ほ

物も
の

語が
た
り』
や
『
源
氏
物
語
』
に
あ
り
ま
す
が
、
女
文
字
と
い
う

言
葉
も
あ
る
の
で
す
か
。

小
松

　『土
佐
日
記
』
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。『
土
佐
日
記
』
に
は
、
あ
と
の
ほ
う

に
「
男
文
字
」
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
他
の
文
献
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

こ
の
ほ
か
に
も
貫
之
が
作
っ
た
言
葉
は
い
く
つ
も
あ
る
よ
う
で
す
。
後
世
と
意

味
が
違
い
ま
す
が
「
ま
く
ら
こ
と
ば
」（
序
文
の
意
）。
そ
れ
か
ら
「
や
ま
と
う

＊

次
の
Ａ
の
文
章
は
、「
土
佐
日
記
」
に
関
す
る
対
談
の
一
部
で
あ
り
、
Ｂ
の
文

章
は
、「
土
佐
日
記
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｃ
は
、
Ａ
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
「
古
今
和
歌
集
」
の
「
仮
名
序
」
の
原
文
で
あ
り
、

内

の
文
章
は
そ
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に

答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

石
川

　日
本
語
と
い
う
の
は
非
常
に
末ま

っ

梢し
ょ
う表
現
が
肥
大
化
し
た
言
語
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
助
詞
や
丁
寧
語
、
尊
敬
語
な
ど
末
尾
の
表
現
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
、話
し
手
が
何
を
選
ぶ
か
で
言
葉
の
意
味
さ
え
変
わ
っ
て
く

る
。
例
え
ば
「
思
い
ま
す
の
よ
」
と
い
う
言
葉
の
「
の
よ
」
に
、
話
者
の
属
性
や

感
情
に
つ
い
て
、非
常
に
重
要
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。話
者
は
男
か
女
か
、

相
手
は
目
上
か
目
下
か
。
そ
し
て
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
言
語
へ
の
繰
り

込
み
力
の
高
い
ひ
ら
が
な
が
で
き
た
こ
と
で
、ど
ん
ど
ん
広
が
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。漢
文
で
は
表
せ
な
い
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ひ
ら
が
な
に

よ
っ
て
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
、
と
。

小
松

　貫つ
ら

之ゆ
き

が
『
土
佐
日
記
』
を
ひ
ら
が
な
で
書
い
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う

理
由
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
貫
之
は
漢
文
を
自
由
に
書
け
た
は
ず
で
す
が
、
ひ

ら
が
な
じ
ゃ
な
い
と
心
に
感
じ
た
と
お
り
に
は
書
け
な
い
。
そ
う
い
う
歯
が
ゆ

さ
、
焦
燥
感
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
川

　そ
れ
が
ひ
ら
が
な
を
作
り
あ
げ
て
い
く
原
動
力
に
な
っ
た
。

小
松

　ひ
ら
が
な
の
表
現
力
に
つ
い
て
貫
之
の
考
え
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る

の
が
、『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭
の
セ
ン
テ
ン
ス
で
す
。「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記

と
い
ふ
も
の
を
、
を
む
な
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り
」。
た
い
へ
ん
有
名
で

す
が
、
と
て
も
ち
ぐ
は
ぐ
な
表
現
の
文
章
で
す
。
そ
も
そ
も
書
き
出
し
の
「
を

5Ａ

＊

＊

⑴

⑵
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と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、「
女

も
し
」
の
部
分
に
「
女
文
字
」
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
男
も
す
」
の
部

分
に
は
「
男
文
字
」
が
透
け
て
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
熱
心
に
主
張
し
た
の
は
小こ

松ま
つ

英ひ
で

雄お

で
あ
っ
た
。

「
女
も
し
」
が
女
文
字
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
と
し
て
も
、「
男
も
す
」
が
「
男

文
字
」
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
男
が
す
る
と

聞
い
て
い
る
」
で
あ
れ
ば
「
男
の
す
な
る
」
で
よ
い
わ
け
で
、「
も
」
を
使
っ
て
い

る
の
は
男
女
を
併
置
す
る
た
め
、
と
い
う
説
明
で
は
物
足
り
な
い
。
併
置
さ
れ
て

い
る
の
は
「
女
文
字
」
と
「
男
文
字
」
で
あ
る
、
と
考
え
れ
ば
、
確
か
に
納
得
が

ゆ
く
の
で
あ
る
。

言
葉
で
心
を
表
現
す
る
営
み
の
中
で
、当
代
人
に
と
っ
て
音
の
響
き
合
い
が
ど
れ

ほ
ど
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。
ま
た
、
音
は
完
全
に
一

致
し
て
い
る
必
要
は
な
く
、特
定
の
音
を
連
想
さ
せ
る
だ
け
で
充
分
に
そ
の
機
能
を

発
揮
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。し
た
が
っ
て
、ロ
ー
マ
字
表
記
で
見
て
み
れ
ば
、

onnam
oshi

を
念
頭
に
置
い
た
上
でotokom

os

と
い
う
音
素
が
連
な
っ
た
時
点
で
、

「
男
文
字
」
は
充
分
に
連
想
さ
れ
得
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

書
き
出
し
の
文
に
こ
の
解
釈
を
盛
り
込
ん
で
み
る
と
、

　《
男
も
書
く
と
聞
い
て
い
る
（
漢
文
の
）
日
記
と
い
う
も
の
を
、
女
の
私
も
（
仮

名
文
で
）
書
い
て
み
よ
う
、
と
思
っ
て
書
く
の
で
あ
る
》

と
な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、「
男
」
と
「
女
」
の
対
立
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
男
文

字
」
と
「
女
文
字
」
の
対
立
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
向
き
も
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
う
一
度
「
も
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
と
、「
女
」
が
主

語
に
な
っ
て
い
る
こ
の
一
文
で
は
後
半
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、「
男
文

字
」
と
「
女
文
字
」
は
た
だ
併
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら

⑷

ア

イ

た
」
な
ど
も
、
お
そ
ら
く
彼
の
作
っ
た
言
葉
で
す
。

石
川

　《秋あ
き

萩は
ぎ

帖じ
ょ
う》
と
の
関
連
で
考
え
る
の
で
す
が
、
み
そ
ひ
と
文
字
と
い
う
の

は
い
つ
か
ら
の
言
葉
で
す
か
。

小
松

　正
確
に
は
突
き
止
め
て
い
ま
せ
ん
。『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
で
は
「
み
そ

文
字
あ
ま
り
ひ
と
文
字
」
で
す
。「
み
そ
ひ
と
文
字
」
は
中
世
以
後
で
し
ょ
う
ね
。

ひ
ら
が
な
に
と
っ
て
幸
い
だ
っ
た
の
は
、「
か
り
そ
め
の
文
字
」
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
世
界
の
ど
の
国
で
も
、
読
め
る
こ
と
、
そ
し
て
書
か
な

い
こ
と
が
教
養
あ
る
女
性
の
た
し
な
み
だ
っ
た
。中
国
に
女
性
の
詩
人
な
ん
て
ほ

と
ん
ど
い
な
い
で
し
ょ
。
だ
け
ど
日
本
で
は
、ひ
ら
が
な
が
か
り
そ
め
の
文
字
で

あ
っ
た
た
め
に
、
女
性
も
自
由
に
書
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
。そ
れ
が
平
安
時
代
の

仮
名
文
学
作
品
で
す
。

石
川

　女
手
つ
ま
り
ひ
ら
が
な
に
よ
っ
て
、
世
界
で
い
ち
は
や
く
文
化
的
に
は
、

識
字
女
性
は
も
の
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
漢
学
・
漢
文
、
つ
ま

り
政
治
と
思
想
か
ら
は
締
め
出
さ
れ
つ
づ
け
ま
し
た
が
。

小
松

　自
由
自
在
に
使
え
る
ひ
ら
が
な
が
日
本
語
の
表
現
を
豊
か
に
し
た
。
漢
字

文
と
仮
名
文
と
い
う
二
段
階
が
目
的
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、

日
本
語
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

（
石
川
九
楊
、
小
松
英
雄
「
ひ
ら
が
な
対
談
」
に
よ
る
）

『
土
佐
日
記
』
の
書
き
出
し
は
、
広
く
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

し
て
い
る
。

　
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
、
と
て
、
す
る
な
り
。

（
十
二
月
廿

に
じ
ゅ
う

一
日
）

　《
男
も
書
く
と
聞
い
て
い
る
日
記
と
い
う
も
の
を
、
女
の
私
も
書
い
て
み
よ
う
、

と
思
っ
て
書
く
の
で
あ
る
》

⑶

＊

＊

Ｂ

＊
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〔
注
〕	

末ま
っ

梢し
ょ
う

―	

―
先
端
、
末
端
。
こ
こ
で
は
文
末
の
こ
と
。

	

貫つ
ら

之ゆ
き

―	

―
紀き

の

貫つ
ら

之ゆ
き

。
平
安
時
代
初
期
の
貴
族
、
歌
人
。

	

宇う

津つ

保ほ

物も
の

語が
た
り

―	

―
平
安
時
代
中
期
の
長
編
物
語
。

	

秋あ
き

萩は
ぎ

帖じ
ょ
う

―	

―
平
安
時
代
の
書
の
作
品
。

	

み
そ
ひ
と
文
字
―	

―
三
十
一
字
。
和
歌
の
字
数
。

	

人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

し
て
い
る
―	

―
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
。

〔
問
1
〕　
貫
之
は
漢
文
を
自
由
に
書
け
た
は
ず
で
す
が
、
ひ
ら
が
な
じ
ゃ
な
い
と	

心
に
感
じ
た
と
お
り
に
は
書
け
な
い
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
ひ
ら	

が
な
じ
ゃ
な
い
と
心
に
感
じ
た
と
お
り
に
は
書
け
な
い
」
を
説
明
し
た
も	

の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
貫
之
は
、
自
身
の
漢
文
の
表
現
力
で
は
心
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
し
き
れ
な
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
ひ
ら
が
な
を
用
い
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

イ
　
貫
之
は
、
感
情
を
表
す
語
が
多
様
な
ひ
ら
が
な
を
使
う
と
、
か
え
っ
て
感
情
を

表
現
し
に
く
く
な
る
こ
と
を
も
ど
か
し
く
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
貫
之
は
、
末
尾
の
表
現
の
細
か
な
違
い
で
様
々
な
意
味
を
込
め
ら
れ
る
ひ
ら
が

な
を
、
早
く
世
に
広
め
た
い
と
い
う
あ
せ
り
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

エ
　
貫
之
は
、
漢
文
よ
り
も
細
か
な
差
異
を
表
現
で
き
る
ひ
ら
が
な
を
用
い
た
方
が
、

自
身
の
情
感
を
よ
り
的
確
に
表
現
で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

⑴

か
と
言
え
ば
「
女
文
字
」
を
尊
重
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
り
現
代

風
に
言
い
換
え
る
な
ら
、

　《
漢
文
の
日
記
と
い
う
も
の
も
あ
る
ら
し
い
が
、
私
は
仮
名
で
書
く
》

と
で
も
な
ろ
う
か
。

さ
ら
に
日
記
を
「
す
る
」
と
い
う
動
詞
も
注
目
に
値
す
る
。
ほ
か
の
動
詞
で
は
な

く
「
す
る
」
を
選
ん
だ
の
は
、
む
ろ
ん
「
男
文
字
」「
女
文
字
」
を
埋
め
込
む
た
め

の
選
択
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
適
応
範
囲
が
広
く
、
ま
た
純
粋
な

行
動
を
示
す
「
す
る
」
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
土
佐
日
記
』
の

書
き
手
が
こ
の
日
記
を
実
験
的
な
仮
名
文
の
試
み
と
し
て
意
識
し
て
い
る
こ
と
の

表
れ
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
大
野
ロ
ベ
ル
ト
「
紀
貫
之
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）

や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。

世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る

も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
言
ひ
出い
だ

せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯

う
ぐ
い
す、

水
に
住
む
か
は
づ

の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。

和
歌
は
、人
の
心
を
種
と
し
て
、多
く
の
こ
と
ば
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。こ
の

世
に
生
き
る
人
は
、関
わ
り
合
う
事
柄
が
ま
こ
と
に
多
い
の
で
、心
に
思
う
こ
と

を
、
見
る
も
の
や
聞
く
も
の
に
託
し
て
歌
に
す
る
の
で
あ
る
。
花
に
鳴
く
鶯
や
、

水
に
住
む
蛙か
え
るの

声
を
聞
く
と
、す
べ
て
生
あ
る
も
の
は
、ど
れ
が
歌
を
詠よ

ま
な
い

な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。（

高
田
祐
彦
「
新
版
　
古
今
和
歌
集
」
に
よ
る
）

ウ

エ

Ｃ

⑸
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〔
問
4
〕

　生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
あ
る
が
、
Ｃ
の
現
代
語
訳
に
お
い
て
「
生
き
と

し
生
け
る
も
の
」
に
相
当
す
る
部
分
は
ど
こ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切

な
も
の
を
選
べ
。

ア

　こ
の
世
に
生
き
る
人

イ

　見
る
も
の
や
聞
く
も
の

ウ

　す
べ
て
生
あ
る
も
の
は

エ

　歌
を
詠よ

ま
な
い

〔
問
5
〕
　Ｂ
の
二
重
傍
線
部
ア
〜
エ
の
「
れ
」
の
う
ち
、
他
と
意
味
・
用
法
の
異 

な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

⑸

〔
問
2
〕

　Ａ
で
は
そ
も
そ
も
書
き
出
し
の
「
を
と
こ
も
」
は
「
を
と
こ
の
」
で
な 

く
て
は
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。
と
あ
り
、
Ｂ
で
は
し
か
し
、「
男
が
す
る
と

聞
い
て
い
る
」
で
あ
れ
ば
「
男
の
す
な
る
」
で
よ
い
わ
け
で
、「
も
」
を
使 

っ
て
い
る
の
は
男
女
を
併
置
す
る
た
め
、
と
い
う
説
明
で
は
物
足
り
な
い
。 

と
あ
る
が
、『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭
の
「
男
も
す
な
る
」
の
「
も
」
の
特
徴

を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　「も
」
で
読
み
手
に
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
与
え
な
が
ら
、「
桔
梗
の
花
」
が
隠 

題
と
し
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

イ

　「も
」
を
用
い
る
こ
と
で
読
み
手
に
「
男
文
字
」
と
「
女
文
字
」
と
を
想
起 

さ
せ
、
ひ
ら
が
な
が
も
つ
表
現
の
豊
か
さ
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

ウ

　「も
」
を
用
い
て
ひ
ら
が
な
の
有
用
性
を
読
み
手
に
意
識
さ
せ
つ
つ
、
東
ア 

ジ
ア
漢
字
文
化
圏
共
通
の
認
識
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

エ

　「も
」
を
用
い
て
読
み
手
に
ひ
ら
が
な
の
曖
昧
さ
を
示
す
こ
と
で
、
漢
文
は 

思
想
を
正
確
に
伝
え
る
文
学
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

〔
問
3
〕
　石
川
さ
ん
の
発
言
の
こ
の
対
談
に
お
け
る
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し 

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　貫
之
が
作
っ
た
言
葉
に
関
す
る
小
松
さ
ん
の
見
解
を
受
け
、
別
の
例
を
用
い
た

質
問
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
話
題
を
焦
点
化
し
て
い
る
。

イ

　直
前
の
小
松
さ
ん
の
発
言
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
そ
れ
と
反
対
の
内
容
を
具
体
的

に
述
べ
て
、
一
つ
一
つ
の
例
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。

ウ

　平
安
時
代
と
現
代
の
言
葉
の
意
味
を
比
較
し
た
小
松
さ
ん
の
発
言
を
受
け
、
自

身
の
『
土
佐
日
記
』
の
評
価
を
述
べ
て
、
次
の
発
言
を
促
し
て
い
る
。

エ

　自
身
の
疑
問
に
対
す
る
小
松
さ
ん
の
意
見
に
対
し
、
書
と
の
関
連
性
か
ら
新
た

な
疑
問
を
示
す
こ
と
で
、
書
に
関
す
る
話
題
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

⑵

⑷

⑶
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