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は
じ
め
に
　
疫
病
と
日
本
文
学
│
│
千
年
の
表
現
史
を
追
う

�

日
比　

嘉
高

迫
り
来
る
「
こ
ろ
り
」

　
﹁
真
木
廼
家
﹂
と
い
う
号
を
も
つ
江
戸
の
町
人
の
身
近
に
︑
ひ
た
ひ
た
と
コ
レ
ラ
の
足
音
が
迫
っ
て
い
た
︒
身
内
が

亡
く
な
る
︒
悔
や
み
に
出
か
け
れ
ば
︑
コ
レ
ラ
の
話
で
持
ち
き
り
で
あ
る
︒
真
木
廼
家
は
そ
こ
で
数
多
く
の
病
の
噂
話

を
聞
き
︑
そ
の
あ
と
ま
わ
っ
た
床
屋
で
も
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
上
回
る
膨
大
な
量
の
噂
を
聞
く
︒
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な

い
︒
真
木
廼
家
は
︑
足
の
脛
や
指
の
間
に
灸
を
据
え
て
用
心
す
る
︒
死
者
を
弔
う
た
め
︑
火
葬
場
へ
行
っ
た
︒
聞
き
し

に
勝
る
死
者
の
多
さ
で
あ
る
︒
真
木
廼
家
は
︑
そ
の
よ
う
す
を
驚
愕
と
と
も
に
見
聞
記
録
に
書
き
付
け
た
︒﹁
葬
式
の

棺
桶
︑
何
れ
の
火
屋
に
も
門
内
よ
り
裏
の
方
に
至
る
ま
で
︑
山
の
如
く
積
重
ね
﹂
う
ん
ぬ
ん
︒﹁
前
代
未
聞
の
儀
﹂
で

あ
る
こ
と
よ
と
︑
彼
は
述
懐
し
て
い
る
︒
幕
末
の
江
戸
を
襲
っ
た
﹁
こ
ろ
り
＝
コ
レ
ラ
﹂
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
︵
本
書
︑

塩
村
論
︶︒

　

令
和
二
年
︵
二
〇
二
〇
︶
に
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
︑
私
た
ち
の
生
活
や
感
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覚
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
点
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
何
が
起
こ
っ
て
お
り
︑
こ
の
先
の
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
︒
そ
れ
を
考
え
る
際
に
︑
か
つ
て
同
じ
よ
う
な
疫
病
の
流
行
が
起
こ
っ
た
と
き
︑
人
々
は
何
を
考
え
︑
感
じ
︑

ど
う
処
し
た
の
か
を
振
り
返
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
日
本
文
学
の
描
い
た
疫
病
と
︑
そ
の
渦
中
に
生
き
た

人
々
の
よ
う
す
を
︑
中
古
か
ら
現
代
に
至
る
千
年
の
ス
パ
ン
で
見
渡
す
試
み
で
あ
る
︒

心
を
も
つ
病

　

中
世
に
お
い
て
病
は
︑
心
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
神
や
鬼
の
姿
︑
あ
る
い
は
童
や
虫
の
姿
を
取
っ
て
現
れ
た
︒
彼

ら
は
︑
し
ば
し
ば
政
治
的
敗
北
の
恨
み
な
ど
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
︒
あ
る
い
は
︑
病
者
に
取
り
憑
き
な
が
ら
も
薬

を
怖
れ
る
と
い
っ
た
感
情
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
︒
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
と
人
間

と
の
間
で
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
︒
な
ぜ
中
世
の
人
々
は
︑
人
と
対
話
可
能
な
存
在
と
し
て
︑
病

を
描
き
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
中
根
千
絵
は
︑
得
体
の
知
れ
な
さ
か
ら
来
る
不
安
か
ら
人
々
を
解
き
放
と
う
と
し
た
か

ら
だ
っ
た
と
推
定
す
る
︵
中
根
論
︶︒
た
し
か
に
︑
た
と
え
鬼
や
虫
が
恐
ろ
し
く
不
気
味
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
何
も
わ

か
ら
な
い
よ
り
は
︑
そ
れ
が
視
覚
化
さ
れ
︑
会
話
を
交
わ
せ
れ
ば
︑
少
し
は
ま
し
に
な
る
だ
ろ
う
︒
心
を
も
つ
病
と
い

う
表
象
は
︑
そ
う
し
た
安
心
の
た
め
の
方
便
だ
っ
た
わ
け
だ
︒

　

そ
の
一
方
︑
病
の
正
体
が
政
治
的
敗
者
の
怨
霊
│
│
当
然
こ
こ
で
も
病
は
心
を
も
つ
│
│
だ
と
み
な
さ
れ
た
と
き
に
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は
︑
様
相
は
少
し
異
な
る
︒
伴
大
納
言
や
菅
原
道
真
な
ど
と
い
っ
た
行
疫
神
︑
御
霊
は
︑
敗
者
の
恨
み
と
い
う
そ
の
属

性
ゆ
え
に
︑
権
力
を
握
る
政
治
的
勝
者
に
対
立
す
る
構
え
を
と
る
者
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
り
う
る
︒
病
が
行
疫
神
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
噂
さ
れ
る
と
き
︑
そ
の
怒
り
を
鎮
め
よ
う
と
祀
り
を
行
う
と
す
れ
ば
︑
そ
の
祀
り
は
権

力
者
の
失
政
を
と
が
め
︑
政
治
的
な
不
満
を
晴
ら
さ
ん
と
す
る
抵
抗
的
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
︒

　

対
話
可
能
な
心
を
も
つ
疫
鬼
か
︑
恨
み
に
荒
ぶ
る
疫
神
か
︒
中
世
の
表
現
世
界
に
お
い
て
︑
病
は
そ
の
両
面
が
あ
る

と
示
唆
さ
れ
て
い
た
︒
酒
呑
童
子
な
ど
の
鬼
を
論
じ
た
高
木
信
も
ま
た
︑
鬼
と
人
間
と
の
相
同
性
を
言
い
︑
鬼
は
人
が

自
分
た
ち
の
生
活
空
間
を
保
っ
て
い
く
た
め
に
必
要
と
し
た
﹁
悪
﹂
だ
っ
た
の
だ
と
指
摘
す
る
︵
高
木
論
︶︒
病
を
め
ぐ

る
両
義
性
は
︑
近
本
謙
介
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
い
て
︑
神
は
除
疫
・

防
疫
を
行
う
者
で
あ
る
と
同
時
に
︑
疫
病
を
も
た
ら
す
者
で
あ
っ
た
︵
近
本
︑
コ
ラ
ム
︶︒
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
病
の
神

や
鬼
︑
虫
た
ち
は
︑
人
間
が
疫
病
と
共
に
生
き
て
い
く
た
め
に
生
み
出
し
た
一
つ
の
知
恵
だ
っ
た
︒

　

さ
て
︑
千
年
の
時
を
経
て
︑﹁
虫
﹂
は
令
和
二
年
︵
二
〇
二
〇
︶
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
小
説
に
も
現
れ
た
︵
日
比
論
︶︒
原

因
不
明
の
疫
病
の
結
果
現
れ
た﹁
虫
﹂
は
︑
そ
こ
で
は
感
染
者
自
身
の
別
名
と
な
っ
て
い
る
︒
小
林
エ
リ
カ
の
短
編﹁
脱

皮
﹂
の
向
こ
う
に
︑
今
述
べ
た
中
世
の
﹁
虫
﹂
の
あ
り
さ
ま
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
よ
う
︒
中
世
の
表
象
で
は
︑﹁
虫
﹂

は
人
間
と
は
別
種
の
存
在
で
あ
り
恐
ろ
し
い
も
の
だ
が
︑
一
方
で
心
を
持
ち
︑
対
話
可
能
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に

対
し
︑
現
代
の
表
象
に
お
い
て
︑﹁
虫
﹂
は
﹁
感
染
し
た
人
間
﹂
自
身
で
あ
る
︒
Ｄ
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
と
い
う
略
称
を
も
つ
そ

の
病
は
︑
伝
染
す
る
ら
し
く
︑
し
か
し
原
因
も
感
染
経
路
も
治
療
法
も
わ
か
ら
ず
︑
罹
患
者
か
ら
言
葉
と
思
考
を
奪
い
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去
っ
て
い
く
︒
罹
患
し
た
者
は
恐
怖
に
駆
ら
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
社
会
か
ら
弾
き
出
さ
れ
る
︒
人
を
人
な
ら
ざ
る
も
の

へ
変
え
て
い
く
病
︒
人
を
﹁
虫
﹂
へ
と
変
え
て
い
く
感
染
症
︒

　

対
話
可
能
な
﹁
虫
﹂
と
は
︑
共
生
で
き
る
︒
し
か
し
対
話
不
可
能
な
﹁
虫
﹂
と
は
︑
共
生
で
き
な
い
︒
対
話
可
能
な

﹁
虫
﹂
と
い
う
表
象
は
︑﹁
虫
﹂
を
も
含
め
た
人
の
社
会
の
包
摂
的
な
志
向
を
示
す
︒
一
方
︑
対
話
不
可
能
な
﹁
虫
﹂
と

い
う
表
象
は
︑﹁
虫
﹂
を
排
除
す
る
﹁
健
康
﹂
な
人
間
た
ち
の
排
外
的
な
志
向
を
あ
ぶ
り
出
す
︒
病
を
え
た
人
が
﹁
虫
﹂

と
み
な
さ
れ
︑
排
除
さ
れ
て
い
く
酷
薄
な
世
界
︒

　

現
実
の
私
た
ち
の
世
界
で
も
︑
感
染
症
と
排
外
主
義
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
︑
特
定
の
国
や
人
種
を
攻
撃
の
対
象
と
す

る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
︑
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
が
︑
世
界
の
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
︒
近
本
は
︑
疫
病
と
異
国
と
を
結

び
つ
け
る
発
想
が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒
変
わ
ら
な
い
の
は
︑
病
な
の
か
︑
私
た
ち
人

間
な
の
か
︒
古
典
と
対
話
し
︑
あ
わ
せ
て
現
代
の
表
現
を
読
み
込
む
作
業
は
︑
私
た
ち
の
〝
今
〟
を
照
ら
し
出
す
︒

　

前
近
代
と
現
代
の
対
比
を
も
う
少
し
続
け
よ
う
︒
疫
病
は
人
に
災
い
を
も
た
ら
し
︑
人
々
の
身
体
に
変
調
を
起
こ

し
︑
大
規
模
な
流
行
と
も
な
れ
ば
社
会
を
変
容
し
さ
え
す
る
︒
一
方
︑
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
疫
病
の
原
因
そ
の
も
の

は
︑
人
の
目
に
見
え
な
い
︒
現
代
で
あ
れ
ば
︑﹁
こ
れ
が
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
﹂
と
拡
大
画
像
が
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ

が
︑
そ
の
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
も
実
際
に
肉
眼
で
見
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
︒
ま
し
て
前
近
代
で
あ
れ
ば
︑
疫
病
の
原

因
を
目
で
見
る
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
︒
だ
が
︑
人
は
見
え
な
い
も
の
を
見
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
︑
放
っ
て
お

く
こ
と
は
な
い
︒
病
の
原
因
が
探
さ
れ
︑
理
由
が
求
め
ら
れ
︑
可
視
化
が
試
み
ら
れ
る
︒
疫
神
や
疫
鬼
︑
虫
な
ど
と
い
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う
表
象
が
そ
う
し
て
生
ま
れ
る
︒

　

現
代
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
王
冠
や
太
陽
の
光
冠
に
命
名
が
由
来
す
る
と
い
う
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
図
像
は
︑
も
ち
ろ

ん
そ
う
し
た
﹁
理
解
﹂
の
た
め
の
ア
イ
コ
ン
の
一
つ
だ
︒
高
木
信
は
さ
ら
に
﹁
数
値
﹂
を
加
え
る
︒
私
た
ち
は
目
に
見

え
な
い
ウ
イ
ル
ス
を
な
ん
と
か
捉
え
た
い
と
︑
必
死
で
数
字
を
見
つ
め
る
の
だ
︒
日
々
︑
主
要
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
流
さ

れ
︑
人
々
の
関
心
を
集
め
る
各
地
域
の
感
染
者
数
︒
あ
る
い
は
病
床
の
逼
迫
率
︑
実
効
再
生
産
数
︑
重
症
者
数
︑
そ
の

ほ
か
様
々
な
書
き
慣
れ
な
い
数
値
が
今
や
日
常
の
も
の
と
な
っ
た
︒
だ
が
私
た
ち
は
︑
そ
の
数
値
に
溺
れ
て
し
ま
う
傾

向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
死
者
の
数
を
示
す
数
値
の
向
こ
う
に
は
︑
現
実
の
一
人
の
人
間
の
︑
代
替
で
き
な
い
生
の

一
つ
一
つ
が
あ
る
︒
我
々
は
﹁
死
者
に
対
す
る
︑
あ
る
い
は
︿
死
﹀
に
対
す
る
︿
想
像
力
﹀
を
削
り
取
ら
れ
て
い
る
こ

と
﹂
に
鈍
感
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
高
木
は
い
う
︵
高
木
論
︶︒
跋
扈
す
る
数
値
こ
そ
︑
私
た
ち
を
惑
わ
せ
る
現
代
の

鬼
な
の
だ
ろ
う
か
︒パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
を
描
き
と
る

　

歌
人
の
永
田
和
宏
は
︑
コ
ロ
ナ
禍
の
中
︑
投
稿
さ
れ
る
短
歌
の
六
～
七
割
が
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
︒
一
方
コ
ロ
ナ
を
題
材
と
す
る
俳
句
は
︑
季
感
を
重
視
す
る
ジ
ャ
ン
ル
的
な
特
性
か
ら
か
︑
短
歌
ほ
ど

の
多
さ
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
︑
藤
田
祐
史
は
述
べ
る
︵
藤
田
論
︶︒
現
代
の
人
々
は
︑
各
々
の
拠
る
文
芸
の
特
色
に
立
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脚
し
な
が
ら
︑
こ
の
未
曾
有
の
出
来
事
を
切
り
取
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
︒

　

透
明
に
仕
切
ら
れ
て
ゐ
る
薄
暑
か
な　
　
　

仁
平
勝

　

薄
暑
は
︑
初
夏
の
う
っ
す
ら
と
し
た
暑
さ
を
い
う
季
語
︒
作
者
の
仁
平
は
︑
こ
れ
と
ア
ク
リ
ル
板
の
仕
切
り
を
組
み

合
わ
せ
た
︒
む
ろ
ん
︑
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
以
後
︑
客
に
応
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
や
︑
飲
食
店
で
頻
繁
に

目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
透
明
な
仕
切
り
板
の
こ
と
で
あ
る
︒
じ
わ
り
と
汗
ば
み
︑
肌
に
ま
と
い
つ
き
始
め
た
暑
さ

が
︑
透
明
な
ア
ク
リ
ル
板
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
て
い
る
︒
ア
ク
リ
ル
板
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
︒
そ
の
周
囲
で
は
連

続
し
た
空
気
の
連
な
り
が
︑
人
と
人
と
を
つ
な
い
で
い
る
︒
つ
な
い
で
い
る
が
︑
し
か
し
仕
切
ら
れ
て
い
る
︒
見
え
て

い
る
が
︑
し
か
し
隔
て
ら
れ
て
い
る
︒﹁
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
﹂
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
距
離
の
あ
り
方
︒
そ

の
空
間
の
仕
切
り
方
︑
あ
る
い
は
つ
な
ぎ
方
︒
こ
の
句
は
︑
空
間
的
な
区
切
り
と
連
な
り
︑
視
覚
的
な
区
切
り
と
連
な

り
を
句
の
中
で
示
し
な
が
ら
︑
薄
暑
と
い
う
季
節
の
中
に
︑
そ
の
季
語
が
誘
い
出
す
身
体
的
な
感
覚
の
中
に
︑
そ
れ
を

置
い
て
み
せ
る
︒
こ
の
句
が
優
れ
て
い
る
の
は
︑
ア
ク
リ
ル
板
と
い
う
具
体
的
な
も
の
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
︑﹁
仕

切
ら
れ
て
ゐ
る
﹂
感
覚
を
︑
一
枚
の
ア
ク
リ
ル
板
の
描
写
に
と
ど
ま
ら
な
い
︑
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
時
代
に
広
く
行
き
渡
っ

た
空
間
の
表
現
︑
感
覚
の
表
現
に
ま
で
高
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒

　

現
代
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
出
現
さ
せ
た
︑
特
異
だ
が
身
近
で
も
あ
る
感
覚
を
︑
俳
句
は
季
語
と
い
う
集
団
的
で
息
の

長
い
言
語
芸
術
的
蓄
積
を
利
用
す
る
こ
と
で
読
み
手
と
共
有
す
る
︒﹁
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
狂
騒
に
一
対
一
で
向
き
合
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う
の
は
し
ん
ど
い
﹂︒
だ
か
ら
こ
そ
﹁
古
人
・
仲
間
の
宿
る
﹁
季
﹂
と
供
に
今
を
感
受
す
る
と
い
う
俳
句
の
流
儀
﹂
が

生
き
る
の
だ
︵
藤
田
論
︶︒

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
︑
あ
る
特
徴
的
な
表
現
へ
の
欲
求
を
特
に
呼
び
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
︑
小
説
の
場
合
に
お
い
て

も
見
い
だ
せ
る
︒
た
と
え
ば
そ
れ
は
︑﹁
家
族
﹂
に
つ
い
て
の
語
り
の
増
殖
と
し
て
観
察
さ
れ
る
と
︑
飯
田
祐
子
は
金

原
ひ
と
み
の
小
説
を
論
じ
な
が
ら
指
摘
す
る
︒
人
の
発
す
る
飛
沫
に
含
ま
れ
る
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
感
染
が
起
こ
る
と

警
告
さ
れ
︑
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
交
わ
し
て
き
た
触
れ
あ
い
や
対
話
を
あ
き
ら
め
︑
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
マ

ス
ク
を
着
用
す
る
こ
と
な
く
︑
人
と
じ
か
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
欠
落
を
埋
め
る
か
の

よ
う
に
︑
物
語
が
起
動
す
る
︒﹁
人
と
人
と
が
触
れ
合
う
こ
と
が
忌
避
さ
れ
る
新
し
い
社
会
に
は
︑
人
と
人
と
の
繋
が

り
を
構
成
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
必
要
な
の
で
あ
る
﹂︵
飯
田
︑
コ
ラ
ム
︶︒

　

今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
い
て
︑
世
界
中
で
用
い
ら
れ
た
言
い
回
し
と
し
て
︑﹁
ウ
イ
ル
ス
と
の
闘
い
﹂﹁
ウ
イ
ル

ス
と
の
戦
争
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
こ
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
︑
日
本
の
作
家
古
谷
田
奈
月
と
中
国
の
作
家
閻え
ん

連れ
ん

科か

と

の
間
で
︑
興
味
深
い
対
比
が
見
て
取
れ
る
︵
尹
芷し

汐せ
き

︑
コ
ラ
ム
︶︒
そ
こ
で
は
﹁
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
以
後
︑
詩
を
書
く
こ

と
は
野
蛮
で
あ
る
﹂
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
著
名
な
言
葉
を
下
敷
き
と
し
な
が
ら
︑
感
染
症
に
対
処
し
て
い
く
際
に
﹁
戦

争
﹂
を
引
き
合
い
に
出
す
べ
き
な
の
か
ど
う
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
に
そ
れ
ぞ
れ
の
理
路
が
あ

り
︑
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
が
あ
っ
て
︑
単
純
に
白
黒
は
付
け
ら
れ
な
い
︒
ウ
イ
ル
ス
は
︑
人
種
も
国
籍
も
選
ば
な

い
︒
病
を
描
く
文
学
も
世
界
中
で
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
日
本
文
学
に
登
場
す
る
疫
神
︑
疫
鬼
の
表
現
の
型
は
︑
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多
く
中
国
に
そ
の
起
源
を
も
つ
︵
中
根
論
︶︒
病
の
表
象
と
︑
病
に
向
き
合
う
や
り
か
た
は
︑
時
代
と
文
化
を
越
え
る
︒

一
方
︑
そ
の
国
の
ロ
ー
カ
ル
な
状
況
が
強
い
影
を
投
げ
か
け
る
場
合
も
あ
る
︒

　

特
徴
的
な
表
現
が
見
て
取
れ
る
の
は
︑
言
語
芸
術
だ
け
で
は
な
い
︒
日
本
語
そ
の
も
の
も
ま
た
興
味
深
い
変
化
の
中

に
あ
る
と
︑
宮
地
朝
子
は
指
摘
す
る
︒
新
し
い
事
態
は
︑
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
の
新
し
い
言
葉
の
誕
生
を
促
す
︒

﹁
対
面
○
○
﹂﹁
オ
ン
ラ
イ
ン
○
○
﹂﹁
三
密
﹂﹁
コ
ロ
ナ
禍
﹂﹁
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
﹂﹁
濃
厚
接
触
﹂﹁
不
要
不
急
﹂
な
ど
︑

耳
新
し
い
言
葉
や
そ
の
意
味
を
変
え
た
言
葉
は
︑
い
く
ら
で
も
思
い
浮
か
ぶ
︒
そ
れ
だ
け
︑
事
態
が
急
変
し
︑
言
葉
が

そ
れ
を
追
い
か
け
て
い
る
の
だ
︒
古
い
言
葉
が
新
た
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
新
造
語
と
な
る
﹁
レ
ト
ロ
ニ
ム
﹂
が
増
加

し
︑
話
し
言
葉
／
書
き
言
葉
に
続
く
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
第
三
の
極
た
る
﹁
打
ち
言
葉
﹂
│
│
典
型
的
に

は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ア
プ
リ
や
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ッ
ト
ア
プ
リ
な
ど
で
交
わ
さ
れ
る
︑
非
対
面
か
つ
即
時
的
な
性
格
の
日
本
語
│
│

の
存
在
感
が
強
ま
っ
た
こ
と
が
観
察
で
き
る
︒
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
大
波
に
よ
る
日
本
語
の
変
化

が
︑
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
中
で
さ
ら
に
加
速
し
て
い
る
と
い
う
言
い
方
も
可
能
だ
ろ
う
︵
宮
地
︑
コ
ラ
ム
︶︒

二
重
写
し
の
過
去
と
現
在

　

過
去
と
現
在
の
表
現
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
読
む
こ
と
で
浮
上
す
る
︑
さ
ま
ざ
ま
な
想
起
や
二
重
写
し
に
つ
い
て

も
言
及
し
て
お
こ
う
︒
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
鬼
を
語
る
と
き
に
︑
誰
し
も
が
思
い
起
こ
す
の
は
﹁
鬼
滅
の
刃
﹂
だ
ろ
う
︒
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吾ご

峠と
う
げ

呼こ

世よ

晴は
る

に
よ
る
人
気
漫
画
は
︑
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
と
し
て
も
ア
ニ
メ
映
画
と
し
て
も
記
録
的
な
ヒ
ッ
ト
作
と
な
っ

た
︒
作
中
︑
鬼
は
人
に
そ
の
血
を
分
け
与
え
る
こ
と
で
︑
人
を
鬼
と
化
す
︒
血
が
媒
介
す
る
鬼
の
増
殖
が
︑
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
感
染
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
︑
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
時
代
を
生
き
る
読
者
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
む
し
ろ
自
然

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
島
村
輝
は
鬼
の
血
と
ウ
イ
ル
ス
の
近
接
性
を
指
摘
し
つ
つ
︑
さ
ら
に
﹁
鬼
滅
の
刃
﹂
兄
妹
と

宮
沢
賢
治
兄
妹
と
を
重
ね
る
と
い
う
跳
躍
を
行
う
︵
島
村
論
︶︒
宮
沢
賢
治
や
志
賀
直
哉
の
描
い
た
感
染
症
流
行
下
の
大

正
時
代
が
呼
び
起
こ
さ
れ
な
が
ら
︑
大
正
と
現
代
の
差
異
と
呼
応
が
測
ら
れ
て
い
く
︒

　

疫
病
に
対
応
す
る
政
治
家
の
姿
も
ま
た
︑
過
去
と
現
在
を
対
比
す
る
思
考
を
誘
う
︒
西
南
戦
争
︑
日
清
戦
争
で
兵
た

ち
の
コ
レ
ラ
罹
患
と
対
峙
し
た
後
藤
新
平
の
業
績
は
︑
鶴
見
祐
輔
の
史
伝
に
よ
っ
て
︑
生
き
生
き
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

︵
榊
原
千
鶴
︑
コ
ラ
ム
︶︒﹁
調
査
狂
﹂
と
言
わ
れ
記
録
を
大
切
に
す
る
こ
と
の
意
義
を
説
き
︑
港
で
の
検
疫
の
体
制
を
整

え
︑
検
疫
所
の
係
員
の
待
遇
改
善
を
実
行
し
た
後
藤
の
活
躍
を
見
て
︑
現
代
に
も
彼
の
よ
う
な
有
能
な
政
治
家
が
出
ぬ

も
の
か
│
│
と
考
え
な
い
も
の
は
い
な
い
だ
ろ
う
︒

　

遊
び
と
病
の
か
ら
み
あ
い
に
つ
い
て
も
︑
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
想
起
が
生
じ
る
︒
光
源
氏
に
は
病
や
死
と
隣
り
合
わ

せ
の
イ
メ
ー
ジ
が
漂
う
が
︑
彼
を
は
じ
め
と
し
た
恋
を
求
め
る
若
い
貴
公
子
た
ち
の
軽
率
な
夜
遊
び
が
︑
病
の
罹
患
に

結
び
つ
き
物
語
を
動
か
す
動
因
と
な
っ
て
い
る
と
大
井
田
晴
彦
は
指
摘
す
る
︵
大
井
田
論
︶︒
危
険
も
顧
み
ず
夜
の
町
へ

出
か
け
る
若
者
た
ち
の
奔
放
な
あ
り
方
に
︑
現
代
を
思
い
起
こ
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
│
│
い
や
︑
現
代
に
は
奔
放
な

中
高
年
も
い
る
わ
け
だ
か
ら
︑
こ
の
感
想
は
フ
ェ
ア
で
は
あ
る
ま
い
︒
ま
た
大
井
田
は
唯
一
本
書
の
中
で
︑
病
を
語
ら

0

0

0

0
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な
い
こ
と

0

0

0

0

の
美
意
識
を
論
じ
て
興
味
深
い
︒
清
少
納
言
﹁
枕
草
子
﹂
の
﹁
病
は
﹂
の
段
は
︑
饒
舌
に
﹁
胸
︒
も
の
の
け
︒

脚
の
気
︒︹
︙
︺
も
の
食
は
れ
ぬ
心
地
﹂
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
て
い
く
が
︑
決
し
て
﹁
疱
瘡
﹂
と
﹁
飲
水
病
︹
糖
尿
病
︺﹂

に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
︒
ど
ち
ら
も
美
的
で
は
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
る
と
同
時
に
︑
こ
の
二
つ
が
彼
女
の
仕
え
た
中

関
白
家
の
衰
退
の
一
因
と
な
っ
た
と
い
う
強
烈
な
記
憶
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
大
井
田
は
論
じ
る
の
で
あ
る
︒

　

疫
病
を
描
く
日
本
文
学
の
歴
史
と
は
︑
人
と
そ
の
社
会
を
窮
地
に
陥
れ
る
得
体
の
知
れ
ぬ
ナ
ニ
モ
ノ
か
を
︑
知
識
と

想
像
力
と
︑
そ
し
て
少
し
の
遊
び
心
と
に
よ
っ
て
理
解
し
表
現
し
て
き
た
︑
そ
の
連
綿
た
る
連
鎖
の
こ
と
で
あ
る
︒
令

和
初
年
を
生
き
る
私
た
ち
は
︑
世
界
的
な
感
染
症
の
大
流
行
の
中
で
深
刻
な
社
会
の
曲
が
り
角
に
立
っ
て
い
る
︒
だ

が
︑
そ
う
し
た
危
機
は
︑
む
し
ろ
た
び
た
び
人
の
世
を
襲
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
︑
私
た
ち
は
今
に
伝
え
ら
れ
た

数
々
の
書
物
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
ま
た
︑
今
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
感
染
症
を
め
ぐ
る
新
し
い
物
語
が
︑
千

年
を
超
え
る
連
鎖
の
末
端
＝
先
頭
で
︑
古
く
て
新
し
い
挑
戦
を
続
け
て
い
る
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
く
だ
ろ
う
︒

　

人
類
の
歴
史
か
ら
疫
病
が
消
え
去
る
日
は
︑
当
分
来
る
ま
い
︒
私
た
ち
は
病
と
文
学
の
バ
ト
ン
を
︑
引
き
継
ぎ
︑
受

け
渡
し
て
い
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
　
　

＊

　

本
書
に
は
論
考
七
本
︑
コ
ラ
ム
五
本
を
収
め
た
︒
時
代
は
現
代
か
ら
始
ま
り
︑
大
き
く
二
部
に
分
け
な
が
ら
︑
お
お

む
ね
過
去
へ
遡
っ
て
い
く
順
に
並
べ
た
︒
後
半
の
部
は
︑﹁
あ
と
が
き
﹂
に
書
い
た
と
お
り
︑
名
古
屋
大
学
で
行
わ
れ

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
で
も
あ
る
︒
通
史
の
よ
う
な
体
裁
に
見
え
る
だ
ろ
う
が
︑
む
し
ろ
疫
病
を
め
ぐ
る
日
本
文
学
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の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
集
と
し
て
手
に
取
っ
て
も
ら
う
と
よ
い
だ
ろ
う
︒
興
味
に
従
っ
て
︑
ど
の
時
代
︑
ど
の
章
か
ら

読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
か
ま
わ
な
い
︒
神
と
鬼
と
虫
と
人
間
が
織
り
な
す
︑
深
刻
で
は
あ
る
が
︑
し
か
し
興
味
の
尽
き

な
い
文
芸
の
世
界
へ
︑
よ
う
こ
そ
︒


