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た
ら
し
め
る
性
格
条
件
が
意
識
さ
れ
て

な
、
魅
力
的
な
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ

せ

っ

ち

ひ

っ

え

う

を
パ
設
置
な
す
こ
と
必
要
な
り
」
。

本
尊
と
は
耳
な
れ
な
い
文
学
用
語
で
、

北
大
文
学
部
紀
要

ア
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
イ

言
う
ま
で
も
な
く
仏
教
的
図
像
学
か
ら
借
り
て
き
た
言
葉
で
あ
る
が
、

『
小
説
神
髄
』

遁
遁
は

い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
読
者
が
お
の
ず
か
ら
こ
れ
を
慣
慕
し
そ
の
将
来
を
知
り
た
く
な
る
よ
う

ゆ

ゑ

し

〈

み

こ

う

め

う

ニ

と

ほ

か

ど

〈

し

ゃ

ち

う

い

う

な

た

〈

え

つ

ひ

ぽ

ん

ほ

ん

ぞ

ん

と
。
「
故
に
脚
色
を
好
妙
に
も
の
す
る
事
の
外
に
読
者
の
注
意
を
促
が
す
べ
き
卓
越
非
凡
の
本
尊

坪
内
迫
遣
は
物
語
の
主
人
公
を
、
本
尊
と
も
呼
ん
で
い
た
の

ほ

ん

ぞ

ん

な

づ

か

付

だ

し

ゅ

U
ん
こ
う
か

本
尊
と
命
く
る
も
可
な
り
:
:
:
蓋
し
主
人
公
欠
け
た
ら
ん
に

し
ゅ

U
ん

こ

う

せ

っ

ち

得
ぎ
れ
パ
な
り
」
(
『
小
説
神
髄
』
下
巻
、
「
主
人
公
の
設
置
」
)
と
。

は
脈
絡
通
徹
と
い
う
小
説
構
成
上
の
機
能
的
概
念
だ
っ
た
の
だ
が

し
ゅ

U
ん

こ

う

な

に

せ

う

せ

っ

ち

う

が

ん

も

〈

じ

ん

ぷ

っ

こ

れ

あ

る

ひ

こ

れ

「
主
人
公
と
ハ
何
ぞ
や
小
説
中
の
眼
目
と
な
る
人
物
是
な
り
或
ハ
之
を

か

せ

う

せ

つ

ひ

っ

え

う

み

や

〈

ら

〈

つ

う

て

つ

こ

と

お

こ

怠

ハ
彼
の
小
説
に
必
要
な
る
脈
絡
通
徹
と
い
ふ
事
を
パ
ほ
と
/
¥
行
ふ
を

つ
ま
り
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
ご
と
く
、
か
れ
が
言
う
主
人
公
と

し
か
し
こ
れ
を
本
尊
と
呼
び
代
え
た
時
、
あ
る
作
中
人
物
を
主
人
公
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起
本
尊
と
い
う
主
人
公
概
念
の
問
題

亀

井

秀

雄

構
成
と
主
人
公

『
小
説
神
髄
』

研
究
(
七



構
成
と
主
人
公

以
外
で
は
使
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
遭
遇
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
文
学
史
的
に
見
て
も
一
回
か
ぎ
り
の
、
過
渡
的
な
用
語
だ
っ
た

、J
L
1
0ア
園
、

q
A

、

↓

4
ト
L
+
h
'市
川
付

じ
つ
は
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
今
日
的
な
主
人
公
概
念
が
作
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
主
人
公
な
る
用
語
自

体
も
ま
た
当
時
は
ま
だ
な
じ
み
が
な
く
、
概
念
も
明
ら
か
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
小
説
に
は
主
人
公
が
存
在
す
る
、

と
い
う
現
在
自
明
化
さ
れ
て
い
る
観
念
は
、

け
っ
し
て
普
遍
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
主
人
公
な
る
用
語
の
先
例
が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
曲
亭
馬
琴
の
『
侠
客
伝
』
(
天
保
二
、
一
八
コ
二
年
)

す

べ

て

こ

の

し

よ

は

じ

め

に

っ

た

〈

す

の

き

あ

い

た

い

を
第
五
輯
か
ら
書
き
継
い
だ
蒜
園
主
人
、
萩
原
広
道
が
「
附
言
」
で
言
っ
て
い
る
。
「
総
来
這
書
は
初
発
よ
り
。
新
田
楠
木
を
相
対
し
た

か

き

か

た

こ

ろ

く

こ

ま

ひ

め

い

ち

ぷ

し

ゅ

口

ん

こ

う

た

い

か

れ

こ

れ

か

た

み

せ

う

た

い

ひ

で

な

ほ

ふ

う

ふ

こ

れ

み

つ

ふ

う

ふ

る
書
法
に
て
。
小
六
と
姑
摩
姫
と
を
。
一
部
の
主
人
公
と
し
て
対
し
た
る
に
よ
り
て
。
彼
此
迭
に
照
対
あ
り
。
英
直
夫
婦
に
維
盈
夫
婦

た

い

や

す

つ

ぐ

し

の

ぶ

た

い

た

ぐ

ひ

こ

れ

ぺ

を
対
し
。
安
次
に
信
夫
を
対
し
た
る
類
是
な
り
」
と
。
こ
の
場
合
の
主
人
公
と
は
、
小
六
と
姑
摩
姫
と
が
登
場
人
物
中
の
中
心
的
な
一

ア

た

て

の

だ

い

ろ

〈

ひ

で

な

措

お

し

ね

も

り

ゃ

く

す

み

ゃ

こ

れ

み

つ

由

ひ

対
を
な
し
、
そ
れ
に
準
じ
て
小
六
の
養
父
母
た
る
館
大
六
英
直
、
晩
稲
の
夫
婦
と
、
姑
摩
姫
の
侍
役
た
る
隅
屋
維
盈
、
縫
殿
の
夫
婦
と

プ

ロ

ッ

ト

が
照
対
さ
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
脈
絡
通
徹
上
の
機
能
概
念
を
含
ん
で
は
い
な
い
。

- 90一

」
の
点
は
の

ち
に
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、

い
ま
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
遁
濯
が
こ
う
い
う
用
例
を
明
ら
か
に
承
知
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
実
際
に
『
侠
客
伝
』
に
言
及
す
る
際
に
は
敢
え
て
本
尊
と
い
う
用
語
の
ほ
う
を
使
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

し
ゅ
U
ん

こ

う

な

ん

に

よ

ペ

つ

だ

ん

せ

い

も

の

を

ほ

ん

ぞ

ん

に

よ

せ

い

も

の

め

ほ

ん

ぞ

ん

そ

せ

う

せ

つ

に

ん

U
ゃ

う

か

た

主
人
公
に
男
女
の
別
あ
り
男
性
な
る
者
を
男
本
尊
と
い
ひ
女
性
な
る
者
を
女
本
尊
と
い
ふ
夫
れ
小
説
ハ
人
情
を
語
る
も
の
な
る
か
ら

な

ん

じ

よ

さ

う

し

と

え

こ

れ

せ

う

せ

つ

を

め

ほ

ん

ぞ

ん

ゆ

車

ん

い

ま

れ

い

あ

げ

こ

れ

ば

き

ん

き

ゃ

う

か

〈

で

ん

お
の
づ
か
ら
男
女
の
相
思
を
説
か
ざ
る
を
得
ず
是
小
説
に
男
女
の
本
尊
あ
る
所
以
な
り
今
例
を
挙
て
之
を
い
は
ま
馬
琴
の
侠
客
伝
に

こ

ろ

〈

す

け

の

り

を

ほ

ん

ぞ

ん

な

こ

ま

ひ

め

め

ほ

ん

ぞ

ん

じ

ゃ

う

ぜ

ん

じ

ゃ

う

し

ひ

き

ま

つ

を

ほ

ん

ぞ

ん

お

そ

め

め

ほ

て
ハ
小
六
助
則
が
男
本
尊
に
し
て
捕
姑
摩
姫
ハ
女
本
尊
な
り
松
染
情
史
に
て
ハ
久
松
が
男
本
尊
に
し
て
阿
染
が
女
本
尊
な
り

(
マ
マ
)



も
ち
ろ
ん
遁
遣
は
既
に
英
語
の
出
ゆ
き
や
図
。
g
E
o
の
意
味
を
承
知
し
て
お
り
、

だ
が
と
り
わ
け
出
向
O
B
o
の
訳
語
に
女
主
人
公
の
ご

と
き
発
音
の
蕪
雑
で
不
粋
な
日
本
語
を
宛
て
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
当
時

Eo-
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
本
尊
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

ア
イ
ド
ル

出
向
。
や
国
R
o
g
o
と
は
読
者
か
ら
偶
像
視
さ
れ
る
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
解
釈
を
持
っ
て
い
た
ら
し
く
、
そ
れ

ど

〈

し

ゃ

ち

う

い

う

な

た

く

且

つ

ひ

ぽ

ん

ほ

ん

ぞ

ん

せ

っ

ち

は
「
読
者
の
注
意
を
促
が
す
べ
き
卓
越
非
凡
の
本
尊
を
パ
設
置
な
す
こ
と
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
に
覗
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
な
め

た
だ
し
プ
ロ
ッ
ト
的
機
能
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
小
六
と
姑
摩
姫
と
は
け
っ
し
て
一
対
の
主
人
公
と
し
て
脈
絡
通
徹
の
要
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
小
六
は
新
田
義
貞
ゆ
か
り
の
青
年
武
士
、
姑
摩
姫
は
楠
正
成
ゆ
か
り
の
女
大
夫
だ
っ
た
こ
と
で
は
確
か
に
一
対
の
血
統
を
負
つ

ア
イ
ド
ル

た
偶
像
と
言
え
る
が
、
二
人
が
好
配
偶
た
る
だ
ろ
う
こ
と
は
予
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

つ
い
に
互
の
存
在
す
ら
ほ
と
ん
ど
知
ら

ず
別
な
運
命
を
辿
っ
た
ま
ま
未
完
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ま
で
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
こ
と
の
あ
る
作
品
に
つ
い
て
言
え
ば
、

『
椿
説
弓
張
月
』
の
源
為
朝
を
男
本
尊
、
白
縫
姫
を
女
本
尊
と
遁
遣
は
呼
び
、
『
近
世
説
美
少
年
録
」
の
場
合
は
末
晴
賢
(
朱
之
助
)
を

{
貴
}

男
本
尊
、
児
金
を
女
本
尊
と
見
な
し
て
い
る
。
だ
が
『
弓
張
月
」
に
お
い
て
白
縫
姫
が
登
場
す
る
の
は
全
六
十
八
回
の
半
ば
、
第
三
十
一

唱
E
4nv 

固
ま
で
で
し
か
な
く
、
為
朝
を
琉
球
へ
押
し
流
し
た
暴
風
雨
の
折
、

八
大
龍
王
に
わ
が
身
を
献
ず
ベ
く
入
水
自
殺
を
し
て
し
ま
う
。
本
尊

と
し
て
あ
が
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
で
は
あ
る
が
、
脈
絡
通
徹
の
た
め
の
主
人
公
の
条
件
を
欠
い
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
美

少
年
録
』

の
児
金
は
、
少
年
の
晴
賢
(
朱
之
助
)
が
母
親
と
と
も
に
一
時
身
を
寄
せ
た
こ
と
の
あ
る
長
者
の
孫
娘
で
あ
り
、
長
じ
て
の
ち

ア
イ
ド
ル

再
会
し
て
不
義
密
通
を
犯
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
登
場
す
る
場
面
も
ご
く
わ
ず
か
に
す
ぎ
ず
、
本
尊
と
し
て
の
資
格
を
欠
く
だ
け
で

な
く
、
プ
ロ
ッ
ト
上
の
役
割
も
ほ
と
ん
ど
果
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
馬
琴
の
作
品
を
は
じ
め
近
世
の
物
語
が
必
ず
し
も
脈
絡
通
徹
を
プ
ロ
ッ
ト
の
根
本
原
則
と
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
脈
絡
通
徹
を
主
張
す
る
こ
と
自
体
が
近
世
的
な
小
説
構
成
に
対
す
る
批
判
と
改
革
の
実
践
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
眼
目

北
大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

た
る
べ
き
概
念
が
主
人
公
で
あ
っ
た
。
遁
遣
は
こ
の
近
代
的
概
念
を
も
っ
て
近
世
の
物
語
を
と
ら
え
返
し
、

ほ
と
ん
ど
強
引
に
お
の
が
論

理
に
取
り
込
も
う
と
し
て
、
両
者
の
間
隙
を
埋
め
る
仮
設
的
な
用
語
と
し
て
本
尊
な
る
言
葉
を
援
用
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で

先
ほ
ど
挙
げ
た
よ
う
な
作
品
に
お
け
る
男
女
両
本
尊
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
条
件
が
主
人
公
概
念
に
繰
り
込
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
、
現
在
自
明

化
さ
れ
た
観
念
が
複
雑
な
操
作
を
経
て
意
図
的
に
作
り
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
ま
ず
私
は
こ
こ
で
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
。

換
言
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
近
世
的
な
小
説
構
成
を
支
え
て
い
た
世
界
観
や
人
間
観
を
見
え
に
く
く
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

脈
絡
通
徹
を
必
ず
し
も
第
一
義
的
に
求
め
る
わ
け
で
は
な
い
小
説
構
成
は
ど
ん
な
世
界
像
を
現
わ
し
て
い
る
か
。
脈
絡
通
徹
に
必
要
不
可

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ

欠
な
条
件
た
る
、
近
代
的
な
主
人
公
に
お
け
る
自
己
同
定
の
仕
方
と
、
近
世
的
な
作
中
人
物
の
そ
れ
と
は
ど
の
よ
う
に
異
る
の
か
。
間

題
を
そ
の
よ
う
に
立
て
て
み
て
分
か
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
観
は
、

み
ず
か
ら
の
人
生
を
脈
絡
通
徹
の
ス
ト
ー
リ
ー
に

。，un
y
 

再
構
成
し
つ
つ
、
自
分
を
主
人
公
化
す
る
発
想
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
れ
を
自
明
化
し
て
し
ま
う
意
識
が
働

い
て
、

そ
れ
と
は
別
様
な
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
観
を
抱
い
て
他
者
と
の
関
係
を
生
き
て
き
た
人
間
の
世
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
蔽
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

坪
内
迫
洛
の
主
人
公
と
本
尊
の
併
用
は
、

は
か
ら
ず
も
右
の
経
緯
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
文
学
の
理
論
そ
れ
自
体
と
し
て
み

れ
ば
概
念
の
混
乱
や
論
理
的
矛
盾
は
植
所
に
見
つ
か
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
遁
造
の
文
学
観
の
未
熟
と
し
て
あ
げ
つ
ら
っ
て
み
て
も
何
の
意

昧
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
近
代
化
の
強
制
が
小
説
作
法
の
レ
ベ
ル
で
惹
き
起
こ
し
た
乳
み
と
と
ら
え
直
す
。
そ
の
時
は
じ
め
て
普

段
見
す
ご
さ
れ
が
ち
な
重
要
な
転
換
点
の
実
相
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
本
論
の
ね
ら
い
は
、
そ
の
実
相
を
精
査
す
る
こ
と
で
窯
変

の
プ
ロ
セ
ス
自
体
の
論
理
を
明
か
す
こ
と
に
あ
る
。

だ
が
そ
の
前
に
馬
琴
の
小
説
七
法
則
に
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遁
遁
の
脈
絡
通
徹
は
そ
れ
を
批
判
的
に
克
服
し
よ
う
と
し



て
提
出
さ
れ
た
理
論
で
あ
り
、
当
然
そ
の
主
人
公
観
も
こ
れ
と
微
妙
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

承

小
説
七
法
則

馬
琴
の
小
説
作
法
論
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
八
犬
伝
』
第
九
輯
中
秩
附
言
(
天
保
六
、

そ
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
い
た
。
今
回
改
め
て
全
体
を
検
討
す
る
わ
け
だ
が
、
併
せ
て

一
八
三
五
年
)

で
あ
り
、
前
回

『
侠
客
伝
』
(
天
保
二
年
)
に
も
眼
を
配
っ
て
お

き
た
い
。
と
い
う
の
は
馬
琴
は
こ
れ
を
書
き
進
め
な
が
ら
、
批
判
に
対
す
る
答
え
の
形
で
小
説
作
法
論
を
煮
つ
め
て
い
っ
た
気
配
が
覗
わ

註
一

れ
、
し
か
も
徳
田
武
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
八
犬
伝
』
中
の
説
明
と
は
微
妙
に
異
な
る
点
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
矛
盾
と
み

る
か
発
展
と
す
る
か
は
、
こ
こ
で
は
さ
し
て
意
に
介
さ
な
い
。
む
し
ろ
馬
琴
の
な
か
で
不
安
定
に
揺
れ
て
い
た
部
分
を
通
し
て
か
れ
の
志
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向
し
て
い
た
も
の
を
復
元
し
て
み
る
こ
と
の
ほ
う
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
そ
の
一
例
を
示
す
な
ら
ば
、
馬
琴
の
作
法
論
の
一
つ
に
「
照
応
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
、

そ
れ
に
つ
い
て

『
侠
客
伝
』
第
二
輯
巻

之
五
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。

は

ん

せ

き

り

ふ

し

し

め

ま

た

ぽ

だ

い

だ

る

ま

そ

う

れ

い

ふ

る

こ

と

よ

す

な

わ

ち

こ

れ

ぜ

ん

し

ふ

あ

き

の

ぷ

は

ん

せ

き

り

ほ

う

む

小
六
が
半
隻
履
を
も
て
不
死
を
示
せ
し
は
亦
菩
提
達
磨
の
葱
嶺
の
故
事
に
憲
れ
る
也
便
是
前
集
に
著
演
が
小
六
の
半
隻
履
を
葬
り

せ
う
お
う
い
ち
U
る

し

だ

る

ま

だ

つ

り

も

と

す

且

つ

ま

び

ら

で

ん

と

う

ろ

〈

た
る
と
照
応
揚
駕
達
磨
脱
履
の
顛
末
は
詳
か
に
伝
燈
録
に
見
え
た
り

た

て

の

だ

て

の

こ

ろ

〈

こ
れ
は
前
半
の
主
人
公
と
も
言
う
べ
き
館
(
達
)
小
六
が
、
自
分
の
実
父
脇
屋
義
隆
の
仇
で
あ
り
、

の
が
み
の
ふ
ひ
と
あ
き
の
占

ま
た
養
父
野
上
史
著
演
を
も

北
大
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構
成
と
主
人
公ふ

令
し
ろ
や
す
と
も

苦
し
め
て
い
る
藤
白
安
聞
を
討
と
う
と
し
て
、
狂
人
を
装
い
、
川
に
溺
れ
た
と
見
せ
か
け
る
た
め
に
草
履
の
半
分
を
岸
辺
に
残
し
て
お

い
た
こ
と
を
指
す
。
狂
人
を
装
っ
た
の
は
、
関
東
管
領
の
権
臣
藤
白
安
同
を
殺
害
し
た
た
め
の
追
及
が
養
父
に
及
ぶ
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で

そ
れ
と
は
知
ら
ぬ
著
演
は
小
六
が
溺
死
し
た
と
信
じ
込
み
、
残
さ
れ
た
草
履
の
半
分
を
小
六
に
見
立
て
て
墓
に
葬
っ
た
。

か
き
と
り
ち
か
き
ち

仇
討
ち
に
成
功
し
た
小
六
は
館
の
姓
を
達
と
代
え
、
姿
を
や
っ
し
て
吉
野
へ
と
逃
れ
た
が
、
従
者
の
揖
取
庶
吉
が
故
郷
に
帰
る
に
当
つ

あ
る
が
、

方

て
草
履
の
残
り
半
分
を
託
し
、
自
分
が
無
事
に
生
き
の
び
た
こ
と
を
著
演
に
告
げ
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

馬
琴
は
こ
の
よ
う
に
一
足
の
草
履
の
、

そ
の
一
方
が
死
の
記
号
、
他
の
一
方
が
生
の
記
号
と
し
て
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
た
関
係
を
「
照

応
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
見
方
を
変
え
れ
ば
一
方
の
草
履
半
分
は
初
め
著
演
に
と
っ
て
は
小
六
の
死
の
記
号
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
庶

吉
が
も
う
一
方
の
半
分
を
届
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
欠
け
て
い
た
も
の
の
復
元
、

つ
ま
り
生
の
回
復
の
記
号
と
変
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
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う
な
仕
掛
け
は
、

の
ち
に
ふ
れ
る
「
伏
線
」
あ
る
い
は
「
槻
染
」
と
共
通
す
る
面
を
持
つ
が
、
あ
え
て
「
照
応
」
と
い
う
作
法
と
し
て
特

立
さ
せ
た
理
由
は
、
相
呼
応
す
る
二
個
一
対
の
も
の
(
一
足
の
草
履
)

の
対
応
関
係
を
重
視
し
た
た
め
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
ま
た
か
く
対
応
す
る
も
の
の
媒
介
関
係
の
有
無
が
、
「
照
応
」

二
集
評
答
評
」
(
天
保
四
年
)
で
か
れ
は
小
津
桂
窓
に
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

と
「
照
対
」
と
を
区
別
す
る
理
由
で
も
あ
っ
た
。
「
侠
客
伝

姑
摩
姫
を
隅
屋
夫
婦
が
守
り
育
る
段
を
英
直
夫
婦
が
云
々
と
照
応
と
い
は
れ
た
れ
ど
、
こ
は
照
応
に
あ
ら
ず
、
昭
一
対
な
り
。
照
応
・
照

対
・
反
対
の
義
を
よ
く
こ
こ
ろ
得
給
へ
か
し
。
照
応
は
前
に
約
束
あ
る
事
、
或
は
前
に
伏
線
あ
り
、
後
に
至
て
照
ら
し
合
す
る
趣
向
を

い
ふ
。
又
照
対
は
詩
に
対
句
あ
る
が
ご
と
く
彼
と
是
と
対
偶
す
れ
ど
も
親
し
か
ら
ず
、
二
句
お
の
/
¥
親
疎
あ
る
が
ご
と
き
を
い
ふ
。



小
六
の
実
父
脇
屋
義
隆
は
新
田
義
貞
の
弟
、
脇
屋
義
助
の
嫡
孫
で
、
南
北
両
朝
の
合
体
が
な
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
諸
国
で
は

足
利
方
と
新
田
・
楠
方
の
武
士
の
葛
藤
が
絶
え
な
い
応
永
年
間
、
武
蔵
の
旧
臣
を
糾
合
す
べ
く
、
身
を
や
っ
し
て
任
国
陸
奥
を
去
る
の
だ

お

も

や

し

の

占

が
、
そ
の
際
、
五
歳
の
嫡
男
を
家
臣
館
大
六
郎
英
直
と
母
屋
の
夫
婦
に
託
し
て
い
っ
た
。
英
直
と
母
屋
の
聞
に
は
信
夫
と
い
う
同
じ
歳
の

た
て
の
こ
ろ
く

娘
が
い
て
、
双
児
の
兄
妹
と
し
て
育
て
る
こ
と
に
し
た
。
か
れ
が
館
小
六
と
名
乗
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
英
直
夫
婦
は
小
六
に

素
姓
を
知
ら
せ
ず
実
子
と
し
て
育
て
た
が
、
主
君
義
隆
が
相
模
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
伝
え
聞
き
、
陰
な
が
ら
一
目
会
わ
せ
よ
う
と
旅
立

つ
が
、
中
途
に
し
て
病
死
し
て
し
ま
う
。
母
屋
と
小
六
は
野
上
史
著
演
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
南
朝
ゆ
か
り
の
武
士
の
青
で
、

A
7
は
郷
土
と

し
て
藤
沢
に
土
着
し
て
い
る
人
物
に
助
け
ら
れ
、
小
六
は
子
供
の
な
い
著
演
に
乞
わ
れ
て
そ
の
養
子
と
な
っ
た
。
こ
の
著
演
の
財
産
と
人

望
を
ね
た
'
ん
で
何
と
か
没
収
追
放
し
て
し
ま
お
う
と
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
く
る
の
が
藤
白
安
同
で
、
こ
の
男
は
潜
伏
中
の
脇
屋
義
隆
を

襲
っ
て
殺
害
し
た
手
柄
に
よ
っ
て
関
東
管
領
の
権
臣
に
の
じ
上
っ
て
い
た
。
小
六
は
母
屋
の
死
後
そ
の
遺
書
を
披
い
て
自
分
の
氏
素
姓
を

知
り
、
実
父
の
仇
で
か
つ
養
父
に
災
い
を
な
す
藤
白
を
討
と
う
と
決
心
し
て
、
養
父
に
後
難
が
か
か
る
の
を
防
ぐ
べ
く
発
狂
と
溺
死
を
演

戸

kυ
の
U

じ
た
の
で
あ
る
。

他
方
佐
酔
賦
の
ほ
う
は
楠
正
成
の
曽
孫
正
元
の
娘
だ
っ
た
が
、
正
元
は
足
利
義
満
を
討
と
う
と
し
て
失
敗
し
て
戦
死
し

-

ひ

や

ニ

臨
昏
小
一
郎
慌
訟
と
静
殿
の
夫
婦
は
ひ
そ
か
に
八
九
と
い
う
村
の
尼
寺
に
か
く
ま
っ
た
。
姫
は
才
智
家
に
卓
れ
、
Aミ4与
寸ー

ば
ず

と姫
よいの

暴;慨
を'役?

ヰ[見え、

七
歳
に
し
て
神
皇
正
統
記
を
読
ん
で
南
朝
忠
義
の
血
を
享
け
た
者
と
し
て
足
利
義
満
に
一
太
万
な
り
と
も
報
い
た
い
と
の
心
願
を

く

ろ

ひ

め

八
月
一
五
夜
、
九
六
媛
と
名
乗

抱
く
よ
う
に
な
り
、
夜
な
/
¥
庭
に
出
で
て
後
醍
醐
後
村
上
両
天
皇
の
神
霊
に
祈
念
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

る
対
似
が
現
わ
れ
て
仙
書
を
授
け
、
剣
侠
の
術
を
伝
え
た
。
そ
し
て
仙
書
を
学
ぶ
こ
と
二
年
、

つ
い
に
分
身
の
術
を
会
得
し
、

口
に
呪
文

を
唱
え
て
わ
が
身
の
幻
像
を
寝
床
に
残
し
て
戸
の
隙
聞
か
ら
外
へ
抜
け
出
し
、
自
在
に
飛
行
し
う
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

北
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構
成
と
主
人
公

さ
て
、
や
や
〈
ど
い
説
明
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
分
か
る
よ
う
に
小
六
と
姑
摩
姫
と
は
そ
れ
ぞ
れ
南
朝
の
二
大
柱
石
と
も
言
う
べ
き

新
田
と
楠
と
の
血
統
に
つ
な
が
り
、
家
臣
に
養
わ
れ
る
と
い
う
境
遇
も
相
似
て
い
た
。
そ
う
い
う
対
照
的
な
設
定
の
故
に
小
津
桂
窓
は
「
照

応
」
と
と
ら
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
設
定
の
大
枠
組
み
は
た
し
か
に
対
照
的
な
の
だ
が
、
そ
の
両
者
が
突
渉
を
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
馬
琴
が
実
際
に
執
筆
し
た
の
は
第
四
輯
ま
で
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
で
も
原
稿
用
紙
九

O
O枚
を
超
え
る
ほ
ど
長
大
な
分
量
だ
っ
た
が
、

小
六
と
姑
摩
姫
と
は
二
つ
の
併
行
す
る
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
以
上
の
か
か
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
桂
窓
が
批
評
を

試
み
た
第
二
輯
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
小
六
中
心
の
物
語
り
で
あ
っ
て
、
姑
摩
姫
は
そ
の
末
尾
で
よ
う
や
く
登
場
さ
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
設
定
を
み
て
桂
窓
は
二
人
の
関
係
を
察
知
し
、
「
照
応
」
と
評
し
て
自
分
の
目
利
き
を
誇
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
馬
琴
に
よ
れ
ば
小

六
の
草
履
の
場
合
の
ご
と
き
緊
密
な
関
係
を
欠
く
が
故
に
、

む
し
ろ
そ
れ
は
「
照
対
」
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
照
対

cu 
nv 

は
詩
に
対
句
あ
る
が
ご
と
く
彼
と
是
と
対
偶
す
れ
ど
親
し
か
ら
ず
」
と
。

そ
の
意
味
で
は
「
照
応
」
と
「
照
対
」
と
は
必
ず
し
も
互
に
排
他
的
な
対
立
的
概
念
で
は
な
く
、

む
し
ろ
共
通
す
る
枠
組
み
に
お
け
る

関
係
性
の
密
度
の
ち
が
い
、
あ
る
い
は
関
係
性
を
明
示
す
る
趣
向
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

次
の
言
葉
は
け
っ
し
て
先
の
場
合
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
侠
客
伝
四
輯
評
答
評
」
(
天
保
六
年
)

で
馬
琴
は
言
う
。

さ
て
又
照
応
ハ
律
詩
に
対
句
を
と
る
知
く
彼
と
此
と
趣
向
に
対
を
取
る
な
り
。
警
パ
本
篇
第
一
集
小
六
が
夢
に
父
義
隆
の
首
級
を
痛
む

段
鑑
火
の
暗
夜
を
照
ら
す
事
あ
り
。
か
く
て
第
三
集
姑
摩
姫
復
讐
の
段
に
金
閣
に
て
鑑
狩
の
事
あ
り
。
是
則
照
応
に
仁
艇
ど
此
と
対
を

取
れ
り
。
又
こ
れ
を
正
対
と
い
ふ
、
盤
を
以
畿
に
た
い
す
る
所
以
な
り
。



つ
ま
り
小
六
と
姑
摩
姫
と
の
対
照
性
は
全
体
的
に
は
「
照
対
」
な
の
だ
が
、
小
六
の
「
照
応
」
の
場
合
に
は
草
履
が
あ
っ
た
ご
と
く
、

こ
こ
で
は
錘
と
い
う
対
照
性
の
明
ら
か
な
趣
向
を
用
い
て
い
る
が
故
に
「
照
応
」
た
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
趣
向
的
事
物
を
欠
い
て
い
る
の
が
次
の
場
合
で
あ
っ
た
。は

た

ご

や

申

め

し

ら

う

ご

ろ

つ

き

小
六
が
藤
白
安
同
を
討
つ
に
際
し
て
、
随
従
を
懇
願
し
た
男
に
客
庖
目
四
郎
と
い
う
破
落
戸
が
い
た
。
か
れ
は
も
と
旅
鐘
屋
の
跡
取

り
で
、
身
持
ち
定
ま
ら
ず
、
博
実
や
女
遊
び
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
た
が
、
野
上
著
演
の
恩
誼
を
う
け
て
翻
然
悔
悟
し
、
小
六
の
仇
討

ち
に
加
え
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
襲
撃
は
成
功
し
た
が
、
目
四
郎
は
深
傷
を
負
い
、
息
を
引
き
取
る
間
際
に
、
偶
然
、
若
い
頃
下
女
に

生
ま
せ
た
息
子
と
出
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
息
子
、
庶
吉
が
小
六
の
吉
野
行
き
に
随
い
、
草
履
を
著
演
に
届
け
る
こ
と
に
な
る
。
他

ま

た

い

ち

い

は

〈

ら

ひ

や

〈

し

よ

う

方
姑
摩
姫
の
場
合
、
惟
盈
と
縫
殿
の
聞
に
は
復
市
と
い
う
子
供
が
い
た
が
、
姫
を
預
る
に
当
っ
て
大
和
の
石
倉
と
い
う
農
戸
へ
養
子

に
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
姑
摩
姫
は
単
身
、
し
か
も
仙
術
を
用
い
ず
に
足
利
義
持
を
討
と
う
と
す
る
が
、
一
休
宗
純
に
計
略
を
見
破
ら
れ
て

ま

な

び

き

び

ゃ

う

ゐ

こ

き

ゃ

う

ら

ん

失
敗
、
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
。
惟
盈
は
姫
が
失
掠
し
た
の
を
「
学
問
に
気
病
発
り
て
。
狂
乱
し
給
ふ
こ
と
も
や
」
と
訪
ね
て
い
た
と
こ

の
り
も
の

ろ
、
姫
が
護
送
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
途
中
名
の
り
出
て
面
会
の
許
可
を
請
う
が
、
そ
の
輯
子
は
お
と
り
で
あ
っ
て
、
惟
盈
は
警
固

る
し
が
る

の
者
か
ら
義
持
襲
撃
の
一
味
徒
党
と
疑
わ
れ
斬
り
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
危
機
を
救
っ
た
の
が
、
養
家
に
居
づ
ら
く
て
軽
卒
と
な
っ
て
い
た
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復
市
で
あ
る
。
だ
が
父
子
再
会
も
柄
の
問
、
惟
盈
は
命
と
り
と
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
悟
り
、
亡
魂
と
な
っ
て
影
な
が
ら
姫
を
守
ろ
う
と
自

害
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、

そ
の
と
こ
ろ
で
作
者
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

し

う

え

ん

あ

ひ

に

ち

う

し

ん

ま

き

た

て

ひ

で

な

ほ

そ
の
終
駕
は
よ
く
相
似
て
。
そ
の
趣
向
じ
か
ら
ず
。
且
そ
の
忠
信
捷
れ
る
こ
と
万
々
也
。
是
を
館
英
直
に

占

ゅ

う

ま

さ

う

ち

う

い

づ

れ

せ

う

た

い

較
ぶ
れ
ば
。
智
慧
は
惟
盈
英
直
に
及
ば
ず
。
武
勇
は
な
ほ
英
直
に
勝
れ
り
。
宇
宙
の
間
往
と
し
て
。
何
の
処
に
か
照
対
な
か
ら
ん
や
。
(
第

〈
ら
ぷ

是
を
目
四
郎
に
比
れ
ば
。

北
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三
輯
巻
之
一
二
)

惟
盈
は
は
や
最
の
息
、

そ
れ
な
の
に
語
り
手
か
ら
、
見
も
知
ら
ぬ
人
物
と
こ
ん
な
比
較
の
長
談
義
を
さ
れ
て
随
分
つ
ら
か
っ
た
に
ち
が

、，
p
i
h

、B
0

3

3

、

tv
ナ，，
tv

ふ
ん

そ
れ
は
と
も
か
く
、
馬
琴
に
と
っ
て
「
照
対
」
と
は
言
わ
ば
宇
宙
そ
の
も
の
の
基
本
構
造
だ
っ
た
。
も
う
少
し
そ
れ
を
一

般
化
し
て
言
え
ば
、
こ
の
世
の
出
来
事
や
事
物
は
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
に
在
る
の
で
は
な
い
。
か
な
ら
ず
同
質
類
似
の
出
来
事
や
事
物

レ

ヅ

ン

・

デ

エ

ト

ル

と
の
対
照
関
係
の
な
か
で
親
和
し
た
り
反
発
葛
藤
し
た
り
す
る
、
そ
の
作
用
に
よ
っ
て
在
る
こ
と
の
意
味
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

そ
れ
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
日
時
も
経
た
な
い

「
八
犬
伝
」
中
の
七
法
則
で
は
、
「
照
応
」
と
「
照
対
」
の
区
別
を
か
れ
は
消

- 98 ー

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
次
は
七
法
則
論
の
引
用
で
あ
る
が
、
「
主
客
」
「
省
筆
」
「
隠
微
」
は
の
ち
に
ま
わ
し
、
「
伏
線
」
「
槻
染
」
「
照

応
」
「
反
対
」
の
四
法
則
の
箇
所
を
ま
ず
見
て
お
き
た
い
。

ま

た

ふ

〈

せ

ん

し

ん

せ

ん

ニ

と

あ

ひ

に

お

な

い

は

ゆ

る

ふ

く

せ

ん

の

ち

か

な

ら

ず

い

だ

し

ゆ

こ

う

す

く

わ

い

い

ぜ

ん

ち

ょ

と

す

み

う

ち

又
伏
線
と
槻
染
は
、
そ
の
事
相
似
て
同
じ
か
ら
ず
。
所
云
伏
線
は
、
後
に
必
出
す
べ
き
趣
向
あ
る
を
、
数
回
以
前
に
、
比
一
一
墨
打
を

お

こ

と

ま

た

し

ん

せ

ん

し

た

ぞ

め

こ

の

あ

ひ

だ

こ

と

の

ち

だ

い

く

わ

ん

も

く

み

や

う

し

ゆ

こ

う

い

だ

し
て
置
く
事
な
り
。
又
欄
染
は
下
染
に
て
、
此
聞
に
い
ふ
し
こ
み
の
事
な
り
。
こ
は
後
に
大
関
目
の
、
妙
趣
向
を
出
さ
ん
と
て
、

す

く

わ

い

ま

へ

こ

と

き

ほ

ん

ら

い

れ

き

お

く

き

ん

ず

い

す

い

こ

で

ん

ひ

ゃ

う

ち

う

せ

ん

/

¥

つ

く

す

訟

は

ち

し

ん

せ

ん

数
回
前
よ
り
、
そ
の
事
の
、
起
本
来
歴
を
し
こ
み
措
な
り
。
金
瑞
が
水
諦
伝
の
評
注
に
は
、
結
染
に
作
れ
り
、
即
槻
染
と
お
な
じ
。

と

も

よ

ま

た

せ

う

お

う

せ

う

た

い

た

と

へ

り

つ

し

つ

い

く

2
と

か

れ

こ

れ

あ

ひ

て

し

ゆ

こ

う

つ

い

共
に
し
た
そ
め
と
訓
む
べ
し
。
又
照
応
は
、
照
対
と
も
い
ふ
。
警
ば
律
詩
に
対
句
あ
る
知
く
、
彼
と
此
と
相
照
ら
し
て
、
趣
向
に
対

と

せ

う

た

い

ち

ゃ

う

ふ

〈

に

か

な

ら

ず

こ

れ

お

な

ち

ゃ

う

ふ

く

さ

く

し

ゃ

あ

や

ま

ち

ま

へ

し

ゆ

こ

う

に

を
取
る
を
い
ふ
。
か
、
れ
ば
照
対
は
、
重
復
に
似
た
れ
ど
も
、
必
是
同
じ
か
ら
ず
。
重
復
は
、
作
者
謬
て
、
前
の
趣
向
に
似

ニ

と

の

ち

い

た

り

ま

た

い

だ

ま

た

せ

う

た

い

わ

ざ

と

ま

へ

し

ゆ

こ

う

つ

い

と

り

か

れ

こ

れ

て

た

と

へ

ほ

ん

で

ん

だ

い

た
る
事
を
、
後
に
至
て
復
出
す
を
い
ふ
。
文
照
対
は
、
故
意
前
の
趣
向
に
対
を
取
て
、
彼
と
此
と
を
照
ら
す
な
り
。
警
ば
本
伝
第



〈

わ

い

ふ

な

む

し

お

ば

な

い

う

し

つ

申

り

く

だ

い

く

わ

い

ほ

〈

ゑ

つ

む

ら

う

し

あ

は

せ

せ

う

た

い

ま

た

九
十
回
に
、
船
虫
・
姐
内
が
、
牛
の
角
を
も
て
裁
せ
ら
る
、
は
、
第
七
十
四
回
、
北
越
二
十
村
な
る
、
闘
牛
の
照
対
な
り
。
又
八

〈

わ

い

い

由

か

ひ

げ

ん

は

ち

せ

ん

台

d

ゆ

が

は

っ

忽

ぎ

ふ

ね

〈

み

う

ち

だ

い

く

わ

い

し

の

は

う

り

う

か

〈

ぜ

う

〈

み

う

ち

は

ん

た

い

十
四
固
な
る
、
犬
飼
現
八
が
、
千
住
河
に
て
、
繋
舟
の
組
撃
は
、
第
三
十
一
回
に
、
信
乃
が
芳
流
閣
上
な
る
、
組
撃
の
反
対
な
り
。

こ

の

は

ん

た

い

せ

う

た

い

あ

ひ

に

治

な

ぜ

う

た

い

う

し

う

し

つ

い

ご

と

も

の

お

な

こ

と

お

な

這
反
対
は
、
照
対
と
相
似
て
閉
じ
か
ら
ず
。
照
対
は
、
牛
を
も
て
牛
に
対
す
る
が
如
し
。
そ
の
物
は
同
じ
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
は
同

ま

た

は

ん

た

い

ひ

と

お

な

ニ

と

お

な

し

の

〈

み

う

ち

か

〈

じ

ょ

う

か

く

か

つ

な

ぎ

ふ

ね

じ
か
ら
ず
。
又
反
対
は
、
そ
の
人
は
同
じ
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
は
同
じ
か
ら
ず
。
信
乃
が
組
撃
は
、
閣
上
に
て
、
閣
下
に
繋
舟
あ
り
。

せ

ん

ぢ

ゆ

が

は

〈

み

う

ち

せ

ん

ち

う

ろ

う

か

〈

か

っ

さ

き

げ

ん

は

ち

し

の

か

ら

め

と

ら

ほ

の

ち

し

の

ど

う

せ

つ

げ

ん

は

ち

と

ら

千
住
河
の
組
撃
は
、
船
中
に
し
て
楼
閣
な
し
。
且
前
に
は
現
八
が
、
信
乃
を
捕
捕
ん
と
欲
り
し
、
後
に
信
乃
と
道
節
が
、
現
八
を
捉

U
ゃ

う

た

い

く

わ

う

付

い

い

た

こ

と

は

ん

た

い

こ

と

こ

れ

か

れ

あ

ひ

そ

む

つ

い

な

ほ

ん

へ
ん
と
す
。
情
態
光
景
、
太
く
異
な
り
。
こ
、
を
も
て
反
対
と
す
。
事
は
此
彼
相
反
き
て
、
お
の
づ
か
ら
に
対
を
倣
す
の
み
。
本

で

ん

つ

い

お

ほ

伝
に
は
こ
の
対
多
か
り
。

せ
う
お
う
せ
う
た
い

「
照
応
は
照
対
と
も
い
ふ
」
。
そ
れ
な
ら
ば
「
侠
客
伝
二
集
評
答
評
」
に
お
け
る
こ
だ
わ
り
は
伺
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
疑
問
は
も
ち

- 99ー

ろ
ん
避
け
ら
れ
な
い
。
「
侠
客
伝
四
輯
評
答
評
」
で
は
「
是
則
照
応
に
て
彼
と
此
と
対
を
取
れ
り
。
又
こ
れ
を
正
対
と
い
ふ
」
と
も
言
つ

よ
み
ご
え

て
い
た
。
こ
の
「
正
対
」
が
、
発
音
近
き
た
め
に
、
こ
こ
で
は
「
照
対
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
『
侠

客
伝
』

の
段
階
に
お
け
る
「
照
対
」
の
概
念
が
消
え
、

お
な
じ
用
語
が
今
度
は
「
正
対
(
照
応
)
」
の
意
昧
で
使
わ
れ
だ
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
い
ま
注
意
す
べ
き
は
「
照
応
」
の
概
念

の
変
化
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
。
先
に
は
隅
屋
夫
婦
と
英
直
夫
婦
と
の
関
係
を
「
照
応
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
批
判
し
て
、
「
照
応
は
前
に
約
束
あ

る
事
、
或
は
前
に
伏
線
あ
り
、
後
に
至
て
照
ら
し
合
す
る
趣
向
を
い
ふ
」
と
説
明
し
て
い
た
。
つ
ま
り
小
六
の
草
履
の
場
合
、

そ
れ
が
矛
盾
と
も
み
え
る
論
理
的
混
乱
の
印
象
を
与
え
る
原
因
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

一
対
(

足
)
の
片
方
が
死
の
記
号
に
使
わ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
が
生
の
記
号
と
し
て
戻
っ
て
く
る
と
い
う
伏
線
的
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
が
、
『
八
犬
伝
』
に
お
け
る
牛
は
そ
う
で
は
な
い
。
毒
婦
船
虫
を
突
き
殺
し
た
牛
と
、
北
越
の
闘
牛
の
牛
と
は
同
一
の
牛
で
は
な
く
、

北
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も

申

お

な

一
方
の
事
件
が
他
方
の
伏
線
と
な
る
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
上
の
関
連
は
な
い
の
で
あ
る
。
草
履
の
場
合
も
「
そ
の
物
は
同
じ
け
れ
ど
も
、
そ

こ
と
お
わ
ゆ

の
事
は
同
じ
か
ら
ず
」
と
言
え
る
が
、
そ
の
「
物
」
の
意
昧
、
あ
り
方
が
牛
の
場
合
と
は
異
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
八
が
信
乃
の
逮
捕

に
行
く
の
と
、
信
乃
と
道
節
と
が
現
八
を
捕
え
よ
う
と
す
る
こ
と
の
聞
に
も
、
小
六
の
草
履
の
よ
う
な
直
接
の
伏
線
的
関
連
は
な
か
っ
た
。

り

つ

し

つ

い

そ
の
意
味
で
「
侠
客
伝
』
と
「
八
犬
伝
』
の
違
い
は
、
伏
線
と
い
う
通
時
的
な
機
能
が
「
照
応
」
か
ら
分
離
さ
れ
、
代
り
に
「
律
詩
に
対

〈

2
と

か

れ

こ

れ

あ

ひ

て

し

ゆ

こ

う

つ

い

と

句
あ
る
如
く
、
彼
と
此
と
相
照
ら
し
て
、
趣
向
に
対
を
取
る
」
と
い
う
共
時
的
な
側
面
が
強
め
ら
れ
る
転
換
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し

ゆ

こ

う

つ

い

と

そ
れ
に
応
じ
て
「
趣
向
に
対
を
取
る
」
あ
り
方
が
細
分
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
照
応
(
照
対
)
」
と
「
反
対
」
と
の

区
別
で
あ
る
。
「
照
応
(
照
対
)
」
に
お
け
る
「
物
」
は
、
『
侠
客
伝
』
の
畿
や
『
八
犬
伝
』
の
牛
の
よ
う
に
同
一
種
類
の
も
の
で
よ
か
っ

註
二

そ
の
行
為
が
逆
転
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
が
、
「
反
対
」
に
お
け
る
「
人
」
は
同
一
人
物
で
あ
っ
て
、

た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
対
」
と
い
う
よ
り
包
括
的
な
枠
組
み
の
な
か
の
細
分
化
だ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か

も
「
対
」
と
い
う
枠
組
み
自
体
は
「
照
応
」
や
「
反
対
」
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
小
六
は
藤
白
安
同
を
討
と
う
と
し
て
発
狂

ま

な

び

き

び

ゃ

う

お

こ

を
装
っ
た
が
、
姑
摩
姫
の
ほ
う
は
足
利
義
持
を
討
と
う
と
す
る
行
動
が
過
激
で
あ
っ
た
た
め
、
他
人
の
眼
に
は
「
学
問
に
気
病
発
り
て
。

き
ゃ
う
も
ん

狂
乱
し
給
ふ
こ
と
も
や
」
と
映
っ
た
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
「
対
」
の
意
識
に
よ
る
設
定
が
読
み
取
れ
る
が
、
「
照
応
」
と
「
反
対
」

も

叩

お

怠

ひ

と

お

な

の
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
「
そ
の
事
は
お
な
じ
か
ら
ず
」
と
は
言
え
る
が
、
「
そ
の
物
は
同
じ
」
と
も
「
そ
の
人
は
同
じ
」

と
も
言
い
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
強
い
て
あ
て
は
め
れ
ば
「
侠
客
伝
二
集
評
答
評
」
段
階
で
の
「
照
対
」
に
入
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
結
局

そ
れ
は
各
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
対
」

の
細
分
化
に
方
法
的
な
違
い
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『
侠
客
伝
』

の
よ
う
に
二
つ
の
併
行

す
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
構
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
は
「
対
」
的
な
設
定
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
だ
け
に
「
重
復
」
を
冒
す
危
険
が
多
か
っ

た
た
め
、
「
四
輯
評
答
評
」

で
は
わ
ざ
わ
ざ
「
重
復
」
を
法
則
の
一
つ
に
数
え
た
上
で
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
方
法
と
し
て
斥
け
た
。
『
八
犬
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伝
」
中
の
七
法
則
で
は
、
初
め
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
分
だ
け
「
対
」
的
な
あ
り
方
の
整
備
と
、
許
容
範
囲
の
明

確
化
を
は
か
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

く

ろ

ひ

め

こ
れ
に
対
し
て
「
伏
線
」
と
「
槻
染
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
プ
ロ
ッ
ト
上
の
通
時
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
女
仙
九
六
媛
は
「
遭
レ
一

必
敗
会
レ
六
有
レ
歓
垣
衣
動
レ
石
盈
レ
酢
復
安
」
と
い
う
謎
め
い
た
四
{
子
一
対
の
二
つ
の
言
葉
を
姑
摩
姫
に
残
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。
の

い

ち

に

あ

う

て

か

な

ら

ず

や

ぷ

る

え

ん

い

=

は

じ

っ

き

か

き

き

由

ち
に
姑
摩
姫
は
、
「
遭
一
必
敗
」
は
一
休
宗
純
に
よ
っ
て
計
略
を
見
破
ら
れ
る
こ
と
、
「
垣
衣
結
石
」
は
垣
衣
(
小
六
が
兄
弟
と
し

し

の

ぶ

い

は

〈

ら

ま

た

い

ち

ろ

〈

に

あ

う

て

よ

ろ

ニ

ぴ

あ

り

て

育

て

ら

れ

た

信

夫

の

変

名

)

が

石

倉

復

市

と

結

ば

れ

る

予

告

、

「

会

六

有

歓

」

は

す
な
わ
ち
伏
線
だ
っ
た
こ
と
を
倍
る
の
だ
が
、

い
ま
だ
不
明
だ
っ
た
。

だ
が
、
そ
れ
が
小
六
と
結
ぼ
れ
る
こ
と
の
予
告
だ
っ
た
こ
と
は
、
読
者
の
眼
に
は
た
ち
ま
ち
明
ら
か
だ
っ
た
で
あ

の

ち

か

取

ら

ず

い

だ

し

ゅ

ニ

う

す

〈

わ

い

い

ぜ

ん

ち

ょ

と

す

み

う

ち

お

こ

と

そ
の
点
を
馬
琴
は
「
後
に
必
出
す
べ
き
趣
向
あ
る
を
、
数
回
以
前
に
、
島
一
墨
打
を
し
て
置
く
事
な
り
」
と
言
っ
た
の
で
あ
っ

ろ
う
。

て
、
た
し
か
に
あ
の
四
字
一
対
の
言
葉
は
後
の
展
開
と
相
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
照
応
(
照
対
)
」
や
「
反
対
」
の
よ
う
な
「
対
」
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の
事
物
に
よ
る
呼
応
と
は
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か

い

こ

う

ふ

く

か

う

み

る

ひ

と

よ

ろ

こ

他
方
「
槻
染
」
に
つ
い
て
は
、
『
侠
客
伝
』
第
四
輯
の
末
尾
で
馬
琴
は
「
作
者
云
。
姑
摩
姫
。
小
六
と
避
遁
の
腹
稿
は
。
看
官
必
橿

〈

わ

ん

も

〈

い

ま

そ

ニ

し

ば

ら

ゐ

か

ん

の

ぷ

ぶ
べ
き
。
本
伝
第
一
の
関
目
也
。
(
中
略
)
末
だ
其
処
ま
で
至
ら
ず
し
て
。
姑
く
筆
を
閣
く
を
遺
憾
と
す
。
且
本
集
に
演
る
所
は
。
多

し
こ
み

く
五
集
の
仕
込
也
。
後
集
発
行
の
折
な
ら
で
は
。
な
ほ
詳
な
ら
ぬ
事
あ
ら
ん
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
第
四
輯
ま
で
二
つ
の
併
行

す
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
腕
々
と
語
っ
て
き
た
の
は
、
姑
摩
姫
と
小
六
と
が
出
合
う
「
関
目
」
の
た
め
の
仕
込
み
、
す
な
わ
ち
前
説
で
し
か
な

こ た
みと
措?言
」 え

る
だ
ろ
っ

い
と
い
う
わ
け
で
、
い
か
に
長
大
な
物
語
を
構
想
し
て
い
た
か
が
覗
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
こ
れ
は
「
槻
染
」
の
一
例
だ
っ

の

ち

だ

い

〈

わ

ん

も

の

み

や

う

し

ゆ

こ

う

い

だ

す

く

わ

い

ま

へ

こ

と

き

ほ

ん

ら

い

れ

き

「
後
に
大
関
目
の
、
妙
趣
向
を
出
さ
ん
と
て
、
数
回
前
よ
り
、
そ
の
事
の
、
起
本
来
歴
を
し

「
槻
染
」

と
は
、

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
と

「
伏
線
」

と
の
関
係
も
ま
た
け
っ
し
て
互
に
排
除
し
合
う
二
者
択
一
的
な
も
の
で
は
な

北
大
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構
成
と
主
人
公

く
、
い
ず
れ
も
因
果
因
縁
と
い
う
包
括
的
な
観
念
の
な
か
で
分
節
化
さ
れ
た
概
念
と
み
る
べ
き
小
説
法
別
で
あ
っ
た
。

た

て

い

と

よ

ニ

い

と

こ
の
よ
う
に
「
伏
線
」
「
槻
染
」
と
「
照
応
」
「
反
対
」
と
は
、
因
果
因
縁
と
い
う
縦
赫
と
、
「
対
」
と
い
う
緯
締
と
が
織
り
な
す
テ
ク

フ
ィ
ギ
ュ
ア
l

グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ギ
ュ
ア
l

ス
チ
ユ
ア
に
お
け
る
模
様
(
地
と
図
の
関
係
で
言
う
図
)
の
部
分
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
他
の
三
法
則
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
。

し

ゆ

か

く

こ

の

あ

ひ

だ

の

う

が

〈

ご

と

し

よ

い

ち

ぷ

し

ゆ

か

〈

ま

た

い

つ

〈

わ

い

ご

と

し

ゆ

か

〈

し

ゅ

ま

た

か

〈

主
客
は
、
此
聞
の
能
楽
に
い
ふ
シ
テ
・
ワ
キ
の
如
し
。
そ
の
書
に
一
部
の
主
客
あ
り
、
又
一
回
毎
に
主
客
あ
り
て
、
主
も
亦
客
に

か

〈

ま

た

し

ゆ

え

た

と

へ

せ

う

ぎ

こ

ま

コ

と

て

き

こ

ま

と

ニ

ま

か

れ

な
る
こ
と
あ
り
、
客
も
亦
主
に
な
ら
、
さ
る
こ
と
を
得
ず
。
警
ば
象
棋
の
起
馬
の
如
し
。
敵
の
馬
を
署
る
と
き
は
、
そ
の
馬
を
も
て
彼

せ

め

わ

が

こ

ま

う

し

な

わ

が

こ

ま

〈

る

へ

ん

く

わ

い

づ

〈

か

ぎ

こ

れ

し

ゆ

か

〈

が

い

り

や

〈

を
攻
、
我
馬
を
喪
へ
ば
、
我
馬
を
も
て
苦
し
め
ら
る
。
変
化
安
に
ぞ
彊
り
あ
ら
ん
。
是
主
客
の
崖
暑
な
り
。

ま

た

せ

う

ひ

つ

こ

と

な

が

の

ち

か

さ

ね

た

め

か

な

ら

ず

き

か

な

は

ひ

と

た

ち

ぎ

き

ふ

で

は

ぷ

あ

る

ひ

ぢ

ニ

と

ば

又
省
筆
は
、
事
の
長
き
を
、
後
に
重
て
い
は
ざ
ら
ん
為
に
、
必
聞
か
で
稿
ぬ
人
に
、
倫
聞
さ
せ
て
筆
を
省
き
、
或
は
地
の
詞
を

ひ

と

こ

う

ち

う

と

き

い

だ

な

が

き

〈

し

や

ふ

で

は

ぶ

た

め

み

る

ひ

と

ま

た

た

い

く

っ

せ

ま

た

も
て
せ
ず
し
て
、
そ
の
人
の
口
中
よ
り
、
説
出
す
を
も
て
惰
か
ら
ず
。
作
者
の
筆
を
省
く
が
為
に
、
看
官
も
亦
倦
ざ
る
な
り
、
又

い

ん

ぴ

き

く

し

ゃ

ぶ

ん

ぐ

わ

い

し

ん

い

も

h

と

せ

の

ち

ち

い

ん

ま

ち

こ

れ

き

と

い

ん

ぴ

ち

と

隠
微
は
、
作
者
の
文
外
に
深
意
あ
り
。
百
年
の
後
知
音
を
侯
て
、
是
を
悟
ら
し
め
ん
と
す
。
(
中
略
)
隠
微
は
悟
り
が
た
け
れ
ど
、

し

ち

ほ

う

そ

〈

し

つ

J

b

よ

ほ

ん

で

ん

か

の

日

う

そ

〈

な

ら

お

ほ

ま

た

F
3
ほ
ん
で
ん

七
法
則
す
ら
知
ら
ず
し
て
、
綴
る
も
の
さ
ぞ
あ
ら
ん
。
及
ば
ず
な
が
ら
本
伝
に
は
、
彼
法
則
に
倣
ふ
こ
と
多
か
り
。
又
但
本
伝
の
み

ぴ

し

よ

う

ね

ん

ー

く

け

う

か

〈

で

ん

よ

す

べ

ほ

う

そ

〈

み

る

ひ

と

し

な
ら
ず
、
美
少
年
録
・
侠
客
伝
、
こ
の
余
も
都
て
法
則
あ
り
。
看
官
こ
れ
を
知
る
や
し
ら
ず
や
。

つ
ま
り
一
篇
の
小
説
に
は
必
ず
物
語
の
運
動
を
惹
き
起
す
中
心
的
な
人
物
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
運
動
に
速
度
を
も
た
ら
す
語
り
の

エ

コ

ノ

ミ

ー

由

す

経
済
と
し
て
作
中
人
物
に
よ
る
伝
承
伝
達
や
倫
み
聞
き
な
ど
の
操
作
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
緊
迫
感
や
サ
ス
ペ
ン
ス
を
生
む
。
し
か
も
そ
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ヌ
ト
l
リ
l

う
し
た
展
開
の
な
か
に
単
な
る
表
層
的
な
出
来
事
の
連
鎖
を
超
え
た
作
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

き

く

し

ゃ

ぶ

ん

ぐ

わ

い

し

ん

い

こ
の
「
隠
微
」
を
作
者
の
主
題
と
み
る
解
釈
が
一
般
的
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
「
作
者
の
文
外
の
深
意
」
と
せ
ず
、
「
作
者
の
主
意
」

デ
ザ
イ
ン

と
で
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
作
者
が
そ
の
物
語
世
界
を
作
っ
た
意
匠
の
意
味
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ま

だ
い
〈
わ
ん
も
〈

「
侠
客
伝
』
と
い
う
未
完
の
物
語
か
ら
主
題
を
読
み
取
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
小
六
と
姑
摩
姫
と
の
婚
姻
と
い
う
「
大
関
目
」
に
よ
る
反

足
利
、
あ
る
い
は
反
北
朝
勢
力
の
結
集
と
い
う
、
言
わ
ば
失
わ
れ
た
歴
史
の
可
能
性
の
再
構
築
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
足
利
家
の
推
す

北
朝
方
の
み
勢
力
を
張
る
結
果
と
な
っ
た
の
は
、
新
田
義
貞
と
楠
木
正
成
と
の
協
同
が
十
全
で
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
後
醍
醐
天
皇

か

し

こ

は

U
め

白
身
に
も
責
任
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
最
も
憧
き
こ
と
な
が
ら
。
初
後
醍
醐
天
皇
も
。
徳
を
惰
め
政
に
親
し
み
。
善
く
万
民

せ

い

と

〈

〈

わ

ん

か

う

の
心
を
得
て
。
(
中
略
)
北
条
高
時
入
道
を
。
う
ち
滅
ぼ
し
給
ふ
ま
で
は
。
盛
徳
の
君
な
り
し
に
。
還
幸
の
後
御
こ
、
ろ
購
り
て
。
中

い

き

め

ご

と

あ

ま

さ

へ

か

ん

そ

め

で

納
言
藤
房
の
。
諌
言
を
容
れ
給
は
ず
。
勝
好
詐
第
一
な
る
。
高
氏
直
義
を
愛
給
ひ
て
。
功
に
過
ぎ
た
る
恩
賞
は
。
虎
に
葺
を
添
ふ
る

あ

ま

っ

き

へ

い

み

な

た

か

う

ぢ

て

う

お

ん

も

っ

と

も

こ

う

だ

い

に
似
た
り
」
「
剰
お
ん
韓
の
一
字
を
賜
り
て
。
尊
氏
と
百
さ
れ
た
る
。
朝
恩
尤
洪
大
な
り
」
と
。
名
前
の
名
分
論
を
重
ん
ず
る
馬

い

み

な

た

か

は

る

琴
か
ら
み
れ
ば
、
後
醍
醐
天
皇
が
韓
の
「
尊
治
」
か
ら
一
字
を
高
氏
に
賜
わ
っ
て
、
尊
氏
と
称
さ
せ
た
こ
と
は
、
自
分
の
猶
予
と
し
て
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待
遇
す
る
こ
と
を
意
味
し
、

そ
の
た
め
尊
氏
を
討
つ
の
を
た
め
ら
う
と
い
う
誤
ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
と
「
御

こ
、
〉
ろ
購
り
」
と
を
か
れ
は
遠
慮
な
く
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
失
態
を
正
し
、
足
利
一
門
の
横
暴
を
抑
え
て
南
北
両
統
の
交
替
と
い
う
秩

序
を
回
復
す
る
に
は
、
新
田
と
楠
が
緊
密
に
結
合
す
る
ほ
か
は
な
い
、
と
い
う
形
で
か
れ
は
歴
史
の
失
わ
れ
た
可
能
性
を
物
語
化
し
よ
う

と
し
た
「
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
プ
ロ
ッ
ト
に
即
し
て
読
み
取
り
う
る
主
題
だ
と
す
れ
ば
、
小
六
の
夢
に
出
現
し
た
九
六
媛
が
告
げ
た
次
の

デ，
vイ
ン

そ
れ
を
超
え
た
意
匠
を
暗
示
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

よ
う
な
言
葉
は
、

北
大
文
学
部
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構
成
と
主
人
公

ま

よ

ひ

と

く

た

め

り

ん

ゑ

こ

と

は

し

め

か

そ

も

/

1

2
だ

い

ご

て

ん

わ

う

お

ん

す

〈

せ

か

ん

が

す

な

は

ち

て

ん

む

て

ん

わ

う

さ

い

後
の
惑
を
解
べ
き
与
に
。
論
回
の
理
り
を
示
さ
ん
歎
。
抑
後
醍
醐
天
皇
の
。
御
過
世
を
考
へ
奉
れ
ば
。
則
天
武
天
皇
の
。
後

ほ

く

て

う

く

わ

う

み

ゃ

う

て

い

そ

の

か

み

み

〈

ら

ゐ

あ

ら

そ

ほ

ろ

ぽ

お

ほ

と

も

て

ん

わ

う

身
に
て
お
は
し
ま
し
け
り
。
又
北
朝
な
る
光
明
帝
は
。
当
時
天
武
天
皇
と
。
御
位
を
争
ひ
て
。
亡
さ
れ
給
ひ
ぬ
る
。
大
友
天
皇

さ

い

ら

い

す

く

せ

ご

く

わ

は

う

っ

き

は

じ

め

ご

だ

い

ご

て

ん

わ

う

ほ

う

で

う

た

か

と

き

に

ふ

だ

う

み

〈

ら

ゐ

つ

け

ぢ

み

や

う

ゐ

ん

の
後
身
也
。
過
世
の
御
果
報
尽
ぎ
り
け
れ
ば
。
最
初
後
醍
醐
天
皇
は
。
北
条
高
時
入
道
が
。
御
位
に
即
奉
り
た
る
。
持
明
院
殿
光
巌

治

L
-
り

ぞ

け

ん

む

〈

わ

い

ふ

く

た

か

う

ぢ

あ

ら

ぴ

ょ

の

な

か

み

だ

た

か

う

ぢ

〈

わ

う

げ

ん

帝
を
推
退
け
て
。
建
武
に
回
復
ま
し
/
¥
た
れ
ど
も
。
い
く
程
も
な
く
尊
氏
が
。
暴
虐
に
よ
り
て
世
中
乱
れ
。
尊
氏
又
光
巌
の
お

お

と

‘

く

わ

う

み

や

う

て

い

と

り

た

て

占

ゐ

み

や

ニ

ふ

る

つ

ひ

ご

だ

い

ご

て

ん

わ

う

よ

し

の

せ

ん

か

う

な

ん

ぼ

〈

て

う

ん
弟
。
光
明
帝
を
執
立
ま
つ
り
で
。
武
威
を
華
洛
に
振
ひ
し
か
ば
。
逐
に
後
醍
醐
天
皇
は
。
吉
野
に
潜
幸
ま
し
/
¥
て
南
北
朝
と

わ
か
れ
給
ひ
き
。

こ
れ
は
都
賀
庭
鐘
の
、
新
田
義
貞
じ
つ
は
源
義
経
の
生
れ
替
り
と
い
う
見
立
て
と
お
な
じ
筆
法
で
あ
る
が
、

む
し
ろ
い
ま
注
意
を
促
し
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た
い
の
は
、
壬
申
の
乱
と
建
武
中
興
と
を
対
照
さ
せ
た
こ
の
見
立
て
が
け
っ
し
て
プ
ロ
ッ
ト
上
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
小
六
や
姑
摩
姫
の
行
動
の
モ
チ
ー
フ
は
依
然
と
し
て
そ
れ
と
は
か
か
わ
り
が
な
か
っ
た
し
、

そ
れ
を
知
ら
ぬ
人
物

の
モ
チ
ー
フ
は
さ
ら
に
微
視
的
、
近
視
眼
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
プ
ロ
ッ
ト
へ
の
関
与
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
応
永
年
間
と
い
う
歴

史
的
な
一
時
期
に
設
定
さ
れ
た
こ
の
物
語
の
内
部
の
人
間
に
と
っ
て
、
も
う
一
つ
の
歴
史
的
事
件
と
輪
廻
の
関
係
を
見
出
す
視
点
は
、
あ

く
ま
で
も
外
部
か
ら
の
解
釈
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
壬
申
の
乱
と
建
武
中
興
と
は
歴
史
的
に
は
通
時
的
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
輪
廻
転
生
の
観
念
を
媒
介
と
し
て
、

で
言
う
意
味
で
の
「
照
対
」
を
な
し
て
い
た
。
「
照
応
」
や
「
反
対
」
に
お
い
て
「
対
」
と
な
る
二
つ
の
共
時
的
な
事

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

象
は
、
互
に
一
方
が
他
方
の
変
奏
で
あ
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
は
数
百
年
を
距
て
た
二
つ
の
歴
史
的
事
件

オ
リ
ジ
ン

が
互
に
他
方
の
変
奏
と
し
て
呼
応
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
常
識
的
に
は
壬
申
の
乱
と
い
う
原
話
が
あ
っ
て
建
武
の
中
興
と
い
う

「
二
集
評
答
評
」



ヴ
ア
リ
ア
ン
ト

異
文
を
派
生
さ
せ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、

じ
つ
は
後
者
か
ら
前
者
の
意
味
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
事
件
を
重
ね
合
せ

ひ

と

お

な

こ

と

お

な

て
顕
在
化
し
て
き
た
構
図
に
従
っ
て
後
醍
醐
天
皇
を
天
武
天
皇
に
同
定
し
て
み
れ
ば
、
「
そ
の
人
は
同
じ
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
は
同
じ
か

ぜ

ん

せ

て

ん

む

て

ん

わ

う

よ

し

の

し

の

び

い

で

お

ほ

と

も

う

ち

ほ

ろ

ぽ

り

ん

ゑ

ら
ず
」
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
前
世
に
天
武
天
皇
の
吉
野
の
宮
よ
り
潜
出
て
。
大
友
を
討
滅
し
給
ひ
し
。
輪
回
に
よ
り
て
今
生

ご
だ
い

2

て

ん

わ

う

な

り

い

で

か

の

お

ほ

と

も

さ

い

ら

い

〈

わ

う

み

や

う

て

い

ゐ

ん

く

れ

た

付

よ

せ

ば

よ

し

の

み

や

に
は
。
後
醍
醒
天
皇
と
生
給
ひ
て
。
那
大
友
の
後
身
な
る
。
光
明
帝
の
お
ん
為
に
。
呉
竹
の
世
を
挟
め
ら
れ
。
吉
野
の
宮
に
た
つ

き

り

は

れ

う

ら

み

な

ぐ

さ

め

か

ね

つ

ひ

か

ん

さ

り

霧
の
。
罫
ぬ
怨
を
慰
難
て
。
寛
に
崩
御
給
ひ
し
也
」
。

「
隠
微
」
が
他
の
六
法
則
と
は
次
元
の
異
る
概
念
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
こ
の
通
時
的
で

あ
る
と
共
に
共
時
的
な
性
質
が
研
究
者
に
直
覚
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
く
り
返
し
言
え
ば
、

そ
の
通
時
性
は
、
あ
る
時
代

設
定
の
な
か
で
継
起
す
る
具
体
的
な
出
来
事
と
出
来
事
と
の
因
果
関
係
|
|
物
語
内
容
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
ー
ー
を
超
え
た
、
他
の
時
代
、

註
三

別
な
世
界
と
の
冥
合
と
で
も
言
う
べ
き
因
果
律
な
の
で
あ
る
。
。
作
中
人
物
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
超
越
的
な
運
命
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、

あ
ま
て
ら
す
す
め
お
h

ん
か
み

だ
か
ら
そ
れ
を
告
げ
る
の
は
超
自
然
的
な
神
霊
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
『
弓
張
月
」
に
お
い
て
は
天
照
皇
太
神
か
と
推
測
さ
れ

え

ん

ぎ

よ

う

U
や

で
は
役
の
行
者
が
「
か
く
言
は
ヨ
天
機
を
洩
ら
す
お
そ
れ
あ
り
」
と
も
っ
た
い
を
つ
け
な
が
ら
し
っ
か
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た
異
人
で
あ
り
、

『
八
犬
伝
」

り
と
必
要
な
だ
け
は
洩
ら
し
て
い
た
り
、
伏
姫
の
死
後
は
彼
女
の
霊
が
そ
れ
に
代
っ
て
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
の
役
ま
で
も
演
じ
、

デ
ザ
イ
ン

そ
し
て
『
侠
客
伝
」
に
お
い
て
は
九
六
媛
が
、
言
わ
ば
日
本
王
朝
の
歴
史
そ
れ
自
体
の
固
有
な
意
匠
の
形
で
作
者
の
見
立
て
を
語
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
較
べ
て
「
省
筆
」
は
ご
く
単
純
な
技
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
「
四
輯
評
答
評
」
で
は
挙
げ
て
い
た
「
重
復
」
を
取
り

除
け
、
代
り
に
「
省
筆
」
を
入
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
馬
琴
が
語
り
の
経
済
に
自
覚
的
に
な
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
『
侠

た
ち
ぎ
き

で
し
ば
し
ば
「
倫
聞
」
の
方
法
を
用
い
、
だ
が
ま
た
一
度
地
の
文
で
語
っ
た
こ
と
を
作
中
人
物
に
く
り
返
さ
せ
て
読
者
を
退
屈
さ

客
伝
』北

大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

せ
て
し
ま
っ
た
が
、

そ
の
「
重
復
」
批
判
に
は
こ
の
点
の
反
省
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
「
省
筆
」
の

土
品
川
ヒ
ま
、

、ャ
d
h
R
F
2
1
L

い
か
に
「
重
復
」
を
防
ぐ
か
と
い
う
問
題
意
識
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
残
る
の
は
「
主
客
」

で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
「
四
輯
評
答
評
」
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
現
在
言
う
主
人
公
と
は
か
な
り

異
る
概
念
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

大
約
毎
回
の
人
物
に
主
客
あ
り
、
警
パ
能
楽
の
シ
テ
ワ
キ
の
如
し
。
看
宮
先
よ
く
こ
の
主
客
を
弁
明
せ
ざ
れ
パ
作
者
の
用
意
を
知
る
こ

と
か
た
か
り
。
警
パ
本
集
第
三
十
一
回
の
荷
二
郎
、
長
総
ハ
主
に
て
、
木
製
ハ
及
膝
松
、
鈍
梅
ハ
客
な
り
。
余
は
な
ず
ら
へ
て
知
る
べ

「
侠
客
伝
』

の
一
部
(
こ
の
一
部
と
は
全
篇
の
意
味
)
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し

の
「
主
」
と
し
て
は
一
応
小
六
と
姑
摩
姫
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

そ
の
「
客
」
は

藤
白
安
同
や
足
利
一
門
の
武
将
た
ち
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
馬
琴
は
「
能
楽
の
シ
テ
ワ
キ
」
に
警
え
て
い
る
が
、
作
品
に
即
し
て
み
る
か

ぎ
り
「
客
」
は
む
し
ろ
「
主
」
の
対
立
、
敵
対
者
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
右
の
よ
う
な
「
主
客
」
は
三
十
回
か
ら
三
十
一
回
に
か
け
て
は
全
く
登
場
し
な
い
。
代
っ
て
中
心
的
に
描
か
れ
た
の
が
荷
二
郎

な
が
ふ
さ

と
長
総
で
あ
っ
て
、
「
大
約
毎
回
の
人
物
に
主
客
あ
り
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
小
六
や
姑
摩
姫
の
「
客
」
と
も
言
え

ゆ

ふ

ば

り

し

申

ぷ

も

が

り

な
い
よ
う
な
端
役
の
小
悪
党
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
木
綿
張
荷
二
郎
は
も
と
小
六
の
義
妹
信
夫
を
か
ど
わ
か
し
た
踊
局
で
、
遠
州
に
流
れ
て

ひ

と

や

き

由

か

さ

き
て
別
な
悪
事
が
露
顕
し
て
獄
舎
に
捕
え
ら
れ
て
い
た
。
長
総
は
藤
白
安
同
の
妻
で
あ
り
な
が
ら
早
く
か
ら
若
党
の
衿
笠
小
夜
二
郎
と
不

か
け
お
ち

義
の
仲
と
な
り
、
安
同
の
死
後
小
夜
二
郎
と
京
都
へ
亡
逃
し
よ
う
と
し
た
が
、
荷
二
郎
の
悪
事
の
巻
添
を
喰
っ
て
や
は
り
獄
舎
に
つ
な
が



づ

く

ろ

〈

ひ

吉

ま

つ

お

ぞ

め

ひ

や

〈

し

ゃ

う

れ
て
い
た
。
こ
の
二
人
が
共
謀
し
て
牢
番
の
木
兎
六
を
殺
し
、
破
獄
後
す
ぐ
に
膝
松
と
鈍
梅
の
荘
客
夫
婦
を
も
殺
し
て
し
ま
う
わ
け
で
、

馬
琴
が
「
客
」
と
し
た
三
人
は
三
十
一
回
が
始
ま
る
や
た
ち
ま
ち
姿
を
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
の
「
客
」

は
、
「
主
」
の
相
手
役
と
さ
え
も
言
い
え
ぬ
、
端
役
中
の
端
役
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
一
部
の
主
客
」
と
呼
び
う
る
人
物
は
た
し
か
に
脈
絡
通
徹
を
担
う
主
人
公
と
言
え
る
の
だ
が
、
も
っ
と
微
視
的

に
「
毎
回
の
主
客
」
と
い
う
場
合
は
そ
の
場
面
の
焦
点
た
る
人
物
を
指
す
の
で
あ
り
、
木
兎
六
や
鈍
梅
な
ど
の
活
躍
は
ご
く
わ
ず
か
で
し

か
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
と
も
あ
れ
殺
人
と
い
う
劇
的
な
場
面
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
が
故
に
「
客
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
の
で
あ

ち

は

ゃ

い

か

づ

ち

ろ
う
。
荷
三
郎
は
の
ち
に
干
鯛
破
村
の
郷
土
を
装
っ
た
盗
賊
で
、
姑
摩
姫
に
仇
な
す
五
十
槌
雷
九
郎
と
い
う
男
の
手
下
と
な
り
、
さ
ら
に

足
利
方
の
陰
謀
に
加
担
し
て
ゆ
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
に
繰
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
第
五
輯
を
書
き

継
い
だ
萩
原
広
道
に
は
荷
二
郎
を
登
場
さ
せ
た
理
由
は
ま
だ
よ
く
鵬
に
落
ち
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
第
五
輯
で
は
荷
二
郎
が
翻
然
悔

か

き

き

ぬ

け

だ

し

ぜ

ん

さ

く

し

ゃ

い

あ

ら

ざ

こ

う

し

ふ

ぐ

あ

ん

倍
し
、
垣
衣
の
復
讐
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
附
言
」
に
言
う
。
「
蓋
前
作
者
の
意
に
は
非
る
べ
け
れ
ど
。
後
集
に
愚
案

は

た

ご

や

め

し

ら

う

せ

う

た

い

と

り

&

し

す

べ

て

こ

の

し

よ

は

じ

め

に

っ

た

〈

す

の

き

あ

い

た

い

か

き

か

た

こ

ろ

〈

あ
る
を
以
て
。
客
屈
の
目
四
郎
が
照
対
に
取
倣
た
り
。
(
中
略
)
総
来
一
這
書
は
初
発
よ
り
。
新
田
楠
木
を
相
対
し
た
る
書
法
に
て
。
小
六

ま

ひ

め

い

ち

ぷ

し

ゅ

U
ん

ニ

う

た

い

か

れ

こ

れ

か

た

み

せ

う

た

い

い

ま

-

た

な

ぞ

ら

め

し

ら

う

に

と
姑
摩
姫
と
を
。
一
部
の
主
人
公
と
し
て
対
し
た
る
に
よ
り
て
。
彼
此
迭
に
照
対
あ
り
。
(
中
略
)
今
亦
ζ

れ
に
擬
へ
て
目
四
郎
に
荷

二
郎
を
対
し
つ
」
と
。
つ
ま
り
か
れ
は
出
来
る
だ
け
馬
琴
の
小
説
作
法
に
即
し
た
読
み
に
基
づ
く
発
明
と
し
て
、
荷
二
郎
を
目
四
郎
の
「
照

対
」
と
し
た
。
目
四
郎
が
野
上
著
演
の
恩
誼
に
感
じ
て
小
六
の
助
力
者
と
な
っ
た
の
と
お
な
じ
回
心
が
、
荷
二
郎
に
も
訪
れ
た
と
「
照
対
」

化
し
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
荷
二
郎
の
よ
う
な
端
役
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
よ
う
な

「
照
応
」
的

い
や
む
し
ろ
端
役
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

な
機
能
を
果
た
す
以
外
に
存
在
理
由
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

そ
う
広
道
は
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「
照
対
」
が
「
二
集
評
答
評
」

に
お
け
る
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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構
成
と
主
人
公

結
局
も
っ
と
も
分
か
り
ゃ
す
く
見
え
た
「
主
客
」
が
一
番
や
っ
か
い
な
概
念
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
広
道
の
解
釈
は
一
つ
の
ヒ
ン
ト

を
与
え
て
く
れ
る
。
「
一
部
の
主
客
」
は
も
ち
ろ
ん
全
篇
の
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
の
要
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
照
応
」
や
「
反
対
」
と
い

う
趣
向
の
作
用
を
免
れ
ず
、
時
に
は
主
客
の
立
場
を
交
替
す
る
。
ま
し
て
「
毎
回
の
主
客
」
が
傍
役
で
あ
る
よ
う
な
場
合
は
、

一
見
枝
葉

の
サ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
に
登
場
し
て
、

お
な
じ
傍
役
と
の
「
照
応
」
や
「
反
対
」
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
メ
イ
ン
ス
ト
l

た

と

へ

せ

う

智

こ

ま

ご

と

リ
ー
に
か
か
わ
り
う
る
の
で
あ
る
。
馬
琴
の
「
警
ば
象
棋
の
起
馬
の
知
し
」
と
い
う
説
明
は
、
書
検
の
面
白
さ
に
溺
れ
た
気
配
が
な
い

て

き

こ

ま

と

で
も
な
い
。
だ
が
広
道
が
解
釈
し
た
よ
う
に
、
例
え
ば
荷
二
郎
は
、
い
わ
ば
「
照
対
」
を
演
ず
る
べ
く
「
敵
の
馬
を
墨
る
と
き
は
、
そ
の

ニ

ま

か

れ

せ

め

ま

た

い

つ

〈

わ

い

ご

と

し

ゆ

か

〈

馬
を
も
て
彼
を
攻
」
と
い
う
よ
う
な
劇
的
な
回
心
や
変
貌
を
遂
げ
て
、
「
一
部
の
主
客
」
の
葛
藤
に
参
加
し
え
た
。
「
又
一
回
毎
に
主
客

し

ゅ

ま

た

か

〈

か

〈

ま

た

し

ゆ

え

あ
り
て
、
主
も
亦
客
に
な
る
こ
と
あ
り
、
客
も
亦
主
と
な
ら
ざ
る
乙
と
を
得
ず
」
と
い
う
転
換
は
、
そ
う
い
う
人
聞
が
登
場
の
意
味
を
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獲
得
す
る
仕
掛
け
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
以
上
が
小
説
七
法
則
の
内
実
で
あ
る
が

つ
い
で
に
現
代
的
な
思
想
方
法
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
と
ら
え
ら
れ
る
特
徴
を
二
、
三
あ

げ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
「
隠
微
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
あ
る
時
代
の
具
体
的
な
出
来
的
の
関
連
か
ら
み
れ
ば
外
在
的
な
因

果
論
で
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
最
も
深
奥
の
根
源
的
な
決
定
因
で
あ
る
か
の
ご
と
く
装
わ
れ
た
観
念
、
こ
れ
は
歴
史
記

オ

リ

ジ

ン

ヴ

ア

リ

ア

ン

ト

述
に
「
伝
統
」
や
「
民
族
性
」
の
観
点
が
導
入
さ
れ
る
の
と
お
な
じ
や
り
方
な
の
で
あ
る
。
壬
申
の
乱
と
い
う
原
話
の
一
異
文
と
し

ヴ
ア
リ
ア
ン
ト

て
建
武
の
中
興
が
あ
り
、
数
世
代
の
後
に
は
ま
た
別
の
異
文
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
差
異
の
な
か
の
同
一
性
を
普

遍
原
理
と
し
て
見
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
だ
か
ら
こ
の
同
一
性
は
超
時
間
的
な
観
念
な
の
だ
が
、

そ
れ
が
第
一
原
因
の
ご
と
く
歴
史

に
内
在
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
じ
つ
は
階
級
闘
史
観
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
「
伝
統
」
論
や
「
民
族
性
」
論
と
第
一
原
因
の
地
位



を
争
っ
て
互
に
嫉
妬
し
合
う
思
想
史
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
馬
琴
は
そ
れ
に
類
す
る
観
念
を
プ
ロ
ッ
ト
の
基
底
と

ヴ
ア
リ
ア
ン
ト

し
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
反
面
異
文
の
差
異
性
を
強
化
す
ベ
く
「
照
応
」
や
「
反
対
」
の
方
法
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
「
隠
微
」
は
語
源
学
者
の
方
法
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
だ
と
も
言
え
よ
う
。
か
れ
は
自
分
が
現
前
し
た
共
時

的
な
言
語
状
況
か
ら
一
歩
身
を
逸
ら
し
て
、
あ
る
言
葉
の
起
源
由
来
を
探
り
、
語
義
の
歴
史
的
な
変
遷
を
明
ら
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
通

オ
リ
ジ
ナ
ル

時
的
な
視
点
と
と
も
に
か
れ
は
一
種
超
越
的
な
立
場
に
立
ち
、
時
に
は
そ
の
原
義
こ
そ
正
し
い
意
味
だ
と
い
う
前
提
の
も
と
に
文
明
批

評
を
試
み
て
、
現
在
の
意
味
は
誤
れ
る
派
生
的
な
用
法
で
し
か
な
い
と
毘
し
め
、
「
正
し
い
」
意
味
用
法
へ
の
回
帰
を
説
い
た
り
す
る
の

よ
み
ご
え

で
あ
る
。
馬
琴
に
よ
れ
ば
、
小
六
丸
の
「
丸
」
は
も
と
謙
遜
の
自
称
だ
っ
た
と
言
う
。
つ
ま
り
才
能
の
「
才
」
は
カ
ド
と
も
訓
み
、
発
声

か
ど

が
「
角
」
に
通
ず
る
。
そ
こ
で
古
代
の
日
本
人
は
「
才
」
が
な
い
謙
遜
の
気
持
ち
を
寵
め
て
、
「
角
」
の
反
対
の
「
丸
」
を
人
名
に
用
い
、

平
安
の
時
代
に
は
貴
族
の
自
称
(
一
人
称
代
名
調
)
と
な
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
男
の
児
の
幼
名
に
使
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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養
父
館
大
六
英
直
の
名
前
に
ち
な
ん
で
小
六
丸
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
が
、
み
ず
か
ら
元
服
し
た
男
子
と
し
て
行
動
す
る
決
意
を
し
た
時
、

こ
の
少
年
は
「
丸
」
を
捨
て
、
達
小
六
を
名
乗
る
こ
と
に
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
種
の
語
源
論
は
本
人
が
生
真
面
目
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
傍
迷
惑
な
滑
稽
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
、
近
代
の
「
伝
統
」
論
と
一
般
な

の
で
あ
る
が
、

し
か
し
共
時
論
的
な
構
造
言
語
学
の
立
場
に
立
て
ば
簡
単
に
片
づ
く
よ
う
な
問
題
で
も
な
い
。
大
切
な
の
は
そ
の
知
的
な

遊
び
と
も
言
い
う
る
側
面
を
方
法
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
建
部
綾
足
や
上
田
秋
成
な
ど
の
国
学
系
の
文
人
た
ち
は
、
原
義
を
堀
り
起
し

て
く
る
だ
け
で
な
く
、

ほ
と
ん
ど
死
語
と
化
し
た
古
語
を
復
活
さ
せ
る
こ
よ
に
よ
っ
て
、
言
わ
ば
同
時
代
の
共
時
的
な
差
異
の
シ
ス
テ
ム

ふ
り
が
な

日
本
の
古
語
の
傍
訓
を
当
て
る
よ
う
な
や
り
方

に
意
図
的
に
混
乱
と
変
動
を
惹
き
起
そ
う
と
し
た
。
中
国
の
白
話
小
説
の
漢
字
熟
語
に
、

で
、
同
音
異
義
語
、
異
音
同
義
語
を
爆
発
的
に
増
や
し
た
の
で
あ
る
。
馬
琴
も
そ
の
流
れ
を
汲
み
、
漢
字
に
古
語
の
傍
訓
を
当
て
、
次
に

北
大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

へ

ん

つ

〈

り

よ

み

ご

え

は
現
代
の
卑
近
な
日
常
語
の
訓
み
を
ふ
っ
た
り
、
漢
字
の
偏
と
芳
の
意
味
素
的
な
分
析
や
、
発
音
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
類
推
し
た
通

俗
語
源
説
を
駆
使
し
て
、
共
時
的
な
差
異
の
シ
ス
テ
ム
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

馬
琴
の
文
字
レ
ベ
ル
(
偏
や
芳
、
発
音
な
ど
)
の
仕
掛
け
が
、
プ
ロ
ッ
ト
上
の
「
隠
微
」
の
要
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
本
論
の
第
三

回
で
も
暗
示
し
て
お
い
た
。
「
丸
」
は
カ
ド
(
才
・
角
)
を
媒
介
と
し
て
「
才
能
」
の
対
義
、
す
な
わ
ち
「
不
才
」
の
意
味
を
含
む
に
至
っ

た
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
は
、
後
醍
醐
天
皇
じ
つ
は
天
武
天
皇
の
後
身
だ
と
い
う
の
と
似
た
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
、
い
や
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、

構
造
言
語
学
の
、
言
語
そ
れ
自
体
は
み
拘
す
か
ら
の
過
去
の
記
憶
な
ど
持
た
な
い
と
い
う
立
場
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
迷
惑
な
記
憶
の
押

し
つ
け
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
迷
惑
と
化
す
る
の
は
そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
強
制
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
秋
成
や
馬
琴
の
よ
う
に

真
面
目
と
遊
び
が
同
居
し
、

つ
ね
に
一
方
が
他
方
と
入
れ
替
り
う
る
よ
う
な
柔
軟
さ
を
精
神
の
方
法
と
な
し
う
る
な
ら
ば
、
共
時
性
の
優
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位
を
説
く
も
う
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
強
制
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
可
能
性
を
、
馬
琴
の
七
法
則
は
喚
起
し
て
く

れ
る
の
で
あ
る
。

転

ユ
エ
テ
イ
ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

統
一
と
多
様
性
の
問
題

と
こ
ろ
で
坪
内
遁
遣
の
小
説
七
法
則
批
判
の
焦
点
は
脈
絡
通
徹
だ
っ
た
。

デ
テ
ー
ル
ス

た
だ
し
馬
琴
が
脈
絡
通
徹
に
無
頓
着
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
見
て
き
た
ご
と
く
か
れ
の
苦
心
は
、
小
説
の
細
部
を
相

呼
応
さ
せ
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
首
尾
照
応
し
た
も
の
と
す
る
規
則
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
小
説
世
界
を
自
己
完
結
的
な
有
機
的
な
統
一
体

た
ら
し
め
る
こ
と
で
は
、
最
も
要
求
水
準
の
高
い
作
者
だ
っ
た
と
さ
え
言
え
よ
う
。
『
侠
客
伝
』
は
未
完
の
た
め
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
が
、



す

な

は

ち

す

い

こ

ひ

や

〈

は

ち

に

ん

ひ

や

く

の

ぞ

は

っ

け

ん

し

ま

た

〈

は

ふ

は

っ

け

ん

き

よ

か

っ

さ

と

み

こ

う

お

や

ニ

ち

ゆ

だ

い

『
八
犬
伝
」
に
お
い
て
は
「
廼
水
論
百
八
人
の
百
を
除
き
て
八
犬
士
あ
り
。
又
加
る
に
八
犬
女
あ
り
。
且
里
見
侯
父
子
と
、
、
大

と

も

に

ん

こ

れ

い

ち

ぷ

し

ゅ

じ

ん

こ

う

よ

ち

ゅ

う

し

ん

ぎ

し

か

の

か

い

な

で

も

の

は

U
め

と
倶
に
一
十
九
人
。
是
を
一
部
の
主
人
公
と
す
。
(
中
略
)
こ
の
余
も
忠
臣
義
士
は
さ
ら
な
り
、
彼
泥
々
の
者
と
い
へ
ど
も
、
始
あ
れ

を

は

り

ち

ゅ

う

と

た

ち

M

さ

え

も

申

ひ

と

り

は
終
あ
り
。
中
途
に
し
て
立
減
せ
し
者
、
一
人
と
し
て
あ
る
こ
と
な
し
」
(
第
九
輯
中
秩
附
言
)
と
揚
言
し
て
い
る
。

は
、
ご
く
つ
ま
ら
ぬ
端
役
に
至
る
ま
で
、

を
は
り

ば
終
あ
り
」
と
い
う
首
尾
照
応
の
原
理
を
貫
ぬ
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

せ

う

せ

つ

つ

ぜ

り

な

な

ほ

い

ち

だ

い

ぶ

ん

し

ゃ

う

け

っ

こ

う

ふ

ち

ほ

う

こ
の
理
想
に
関
す
る
か
ぎ
り
遁
洛
も
同
様
で
あ
っ
た
。
「
小
説
を
綴
倣
す
ハ
猶
一
大
文
章
を
も
の
す
る
が
ご
と
し
結
構
布
置
の
法
な

き

ふ

く

か

い

が

う

の

り

せ

う

せ

つ

は

う

そ

〈

そ

う

ろ

ん

ひ

と

せ

う

せ

っ

し

く

み

そ

う

び

め

う

ぎ

U
ゆ

つ

る

り

か
る
べ
か
ら
ず
起
伏
開
合
の
則
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
(
「
小
説
法
則
総
論
」
)
「
特
り
小
説
の
脚
色
の
み
な
ら
ず
総
じ
て
美
妙
の
技
術
に
在

し

く

み

と

う

い

っ

し

ゆ

か

う

ぎ

つ

は

〈

え

う

し

ゅ

口

ん

こ

う

せ

っ

ち

て
ハ
脚
色
の
統
一
と
趣
向
の
雑
駁
と
を
要
す
る
も
の
な
る
よ
し
」
(
「
主
人
公
の
設
置
」
)
。

一
た
ん
登
場
さ
せ
た
以
上
は
作
品
の
完
結
ま
で
に
何
ら
か
の
処
置
を
つ
け
て
や
り
、 Tご

し
ー「山内3

始g'f: 
あか
れ れ

こ
れ
は
馬
琴
の
意
見
の
要
約
と
み
て
も
差
し

そ

町

し

く

み

し

う

た

う

つ

う

へ

ん

み

や

〈

ら

〈

っ
か
え
な
く
、
そ
れ
に
続
く
以
下
の
言
葉
な
ど
は
馬
琴
以
上
に
馬
琴
的
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
其
脚
色
ハ
周
到
に
し
て
通
篇
の
脈
絡

う

て

っ

し

ゆ

こ

う

ぎ

つ

は

く

せ

い

し

つ

ひ

と

へ

し

う

あ

く

か

ん

U
や

じ

ん

ぷ

つ

み

う

へ

ま

い

へ

ん

ま

い

し

や

う

つ

マ

ハ
通
徹
す
る
と
も
趣
向
に
雑
駁
の
性
質
な
く
あ
る
ひ
ハ
単
に
醜
悪
な
る
好
邪
の
人
物
の
身
の
上
の
み
毎
篇
毎
章
に
綴
り
い
だ
し
な
パ

ょ

っ

ひ

こ

れ

う

ま

き

よ

舎

は

た

(
中
略
)
読
む
も
の
終
に
ハ
之
に
倦
み
て
巻
を
読
み
終
る
に
堪
へ
ざ
る
べ
し
」
。

唱
E--

唱

i

に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
遁
遣
は
脈
絡
通
徹
を
か
か
げ
て
馬
琴
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

多
分
そ
の
も
っ
と
も
見
や
す
い
理
由
は
、
文
明
開
化
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ
!
と
し
て
そ
の
批
判
が

演
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
の
知
識
人
の
通
弊
と
し
て
、
概
念
の
内
実
は
お
な
じ
で
あ
っ
て
も
自
分
の
着
想
の
ほ
う
は
ヨ

l

ロ
ッ
パ
種
だ
と
い
う
理
由
だ
け
で
何
か
新
し
い
批
判
的
立
場
を
持
ち
え
た
と
錯
覚
し
た
り
、
ま
た
そ
の
反
対
に
、
西
洋
の
没
落
な
ど
と
言

わ
れ
始
め
る
や
、
ま
る
で
日
本
が
東
洋
的
精
神
の
卸
し
元
で
あ
る
か
の
よ
う
な
思
い
入
れ
で
、
伝
統
へ

「
回
帰
」
し
て
み
せ
た
り
す
る
の

た
く
み

で
あ
る
が
、
遺
逢
も
大
ま
か
に
言
え
ば
そ
う
い
う
思
想
経
路
を
辿
っ
て
い
っ
た
。
か
れ
は
「
照
応
」
と
「
反
対
」
と
を
挙
げ
て
「
巧
を

北
大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

も

と

す

ぎ

占

ん

し

ゃ

う

し

ゅ

な

う

し

な

さ

〈

し

や

き

り

つ

わ

が

せ

う

せ

っ

か

ま

も

は

ふ

ど

求
む
る
に
過
た
る
も
の
」
と
言
い
、
「
文
章
を
も
て
主
脳
と
せ
る
支
那
の
作
者
の
規
律
に
し
て
我
小
説
家
の
守
り
つ
べ
き
法
度
に
あ
ら
ず
」

ハ
ー
フ
・
シ
ピ
ラ
イ
ズ
ド

こ
の
よ
う
な
半
開
時
代
の
小
説
論
を
批

と
斥
け
て
し
ま
っ
た
。

お
そ
ら
く
馬
琴
の
七
法
則
が
中
国
に
由
来
す
る
と
見
当
を
つ
け
て
、

判
改
良
す
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ

l
を
自
己
顕
示
し
た
の
で
あ
る
。

疑
い
え
な
い
。

と
は
い
え
か
れ
自
身
の
自
覚
に
即
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
批
判
の
背
後
に
イ
ギ
リ
ス
文
学
か
ら
学
ん
だ
観
念
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

ユ
ニ
テ
イ
ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

一
口
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
統
一
と
多
様
性
と
い
う
観
念
で
あ
る
が
、
例
え
ば

E52ω-EF--が
一
八
七
八
(
明
治
十
二

年
に
発
表
し
た

J
d
o
司円山口
n
笠
2
。
同
河
町
一
色
。
片
付
自
色
、
目
。
町
〉

3
E
S民
。
ロ
ョ
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
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z
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リ
l
デ

イ

ン

グ

・

ソ

オ

ト

セ

ン

ト

ラ

ル

・

ア

イ

デ

ア

ポ

イ

ン

ト

・

オ

ブ

・

ヴ

ユ

1

こ
の
主
導
的
な
思
想
、
あ
る
い
は
中
心
的
観
念
が
、
か
れ
の
も
う
一
つ
の
重
要
概
念
た
る
観
点
の
一
貫
性
の
主
張
と
相
侯
つ

セ

ン

ト

ラ

ル

・

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

カ

ル

テ

イ

ヴ

エ

イ

テ

y
ド

て
、
主
人
公
の
概
念
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
こ
の
中
心
的
観
念
の
有
無
が
、
開
発
さ
れ
た
精
神
と

ア

ン

デ

イ

シ

プ

リ

ン

ド

知
的
訓
練
を
欠
い
た
心
性
と
を
区
別
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
た
点
は
、
開
化
と
半
開
と
の
差
異
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
遁
遣
の
発
想
に
よ
く

ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

適
う
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
右
の
引
用
を
見
る
か
ぎ
り
、
ヒ
ル
は
多
様
性
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

れ
は
し
か
し
あ
く
ま
で
も
中
心
的
な
観
念
を
欠
い
た
無
意
味
な
蕪
雑
さ
に
関
し
て
の
批
判
で
あ
り
、
別
な
箇
所
で
「
意
匠
の
統
一
と
多
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The novelist is not under the same limitations of time， nor has he to contend against the same mental impatience on 

the part of his public. He may therefore linger where the dramatist must hurry ; he may digress， and gain fresh im-

petus from the digression， where the dramatist would seriously endanger the effect of his scene by retarding its 

evolution. The novelist with a prudent prodiga1ity may employ descriptions， dialogues， and episodes， which would be 

fata1 in a drama. Characters may be introduced and dismissed without having any important connection with plot; it 

is enough if they serve the purpose of the chapter in which they appear. Although as a matter of fine art no charac-

ter should have a place in a novel unless it form an integral element of the story， and no episode should be introduced 

unless it reflects some strong light on the characters or incidents， this is a critica1 demand which only fine artists think 
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構
成
と
主
人
公

。
同
臨
保
氏
邸
内
吋
防
相
刷
、
陪
問
内
目
。
同
】
回
出
『
仏
市
山
町

g
g
g揖
容
宿
毛
田
】
円
伶

n
E
8・

フ
ア
イ
ン
・
ア
ー
ト

小
説
の
講
戒
を
芸
術
の
観
点
か
ら
論
じ
た
、
こ
れ
は
最
も
早
い

法
論
が
出
た
の

例
と
蓄
え
る
、
が
、
と
も
あ
れ
こ
う
い

ス
ト
i
事
1

ら
三
十
年
ほ
ど
も
お
く
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
#
中
人
物
は
欝
全
体
に
統
合
さ
れ
る

っ
た
小
説
作

掃
何
ら
か
の
構
成
饗
素
を
形
成
す
ベ

せ
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、

そ
の
な
か
に
は
、
あ
る
場
一
密
に
だ

そ
の
章
の
目
的
に
瀧

う
投
舗
を
演
じ
て
潰
え
て
ゆ
く
人
物
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
ま
た
こ
の
挿
話
が
そ
の
人
物
や
事
件
の
特
換
を
あ
ざ
や
か
に
無
し
出
す
と
と

る
か
ら
で
あ
る
。
馬
琴
が
一
た

せ
た
人
物
は
今
一

る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
逸
脱
す
る
白
患
の
許
器
量
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
タ
イ
ル

た
だ
し
先
ほ
ど
私
は
ル
エ
ズ
の
小
説
作
法
論
と
い
う
呼
び
方
を
し
た
が
、
お
に
あ
げ
た
の
じ
つ
は
文
体
識
の
一
節
で
あ
っ
た
。
小
説
の

く
、
だ
が
た
と
え
穫
の
鋭
隷
で
あ
っ
て
ち
さ
し
っ
か
え
な
い
、
と
い
う
こ
と

み
だ
し
2
L
G
は

さ

て

お

き

つ

イ

ン

ピ

タ

ス

う
な
語
り
口
か
、
り
す
れ
ば
爵
話
休
憩
と
い
転
換
し
て
ゆ
け
る
わ
け
マ
、
そ
の
脱
線
が
作
者
に
は
ず
み
を
与
え
得

で
冨
錯
そ
み
よ
う
と
・
力
ん
で
い
た
の
に
較
べ
て
、
ル
エ
ズ
の
ほ
う
が

も
に
、
や
が
て
は
本
筋
に
統
合
さ
れ
て
ゆ
く
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で
も
あ
っ
た
。

は
る
か
に
ル
!
ズ
だ
っ

構
成
を
独
立

は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
れ
が
叩
き
舎
鵠

た
国
内

で
あ
っ
て
、

八
五
八
(
安
設
五
)

発
表
し
た

4
E
2
8宥
丸
山
広
三
0.w

で
は
、
管
一
回
議
を
積
分
し
て
文
体
を
と
ら
え
、
文
体
を
穣
分

ヴ
イ
V
盟事ン

一
貫
し
た
原
理
後
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
ル
エ
ズ
は
一
一
言
語
の
間
開
胞
は
捨
象
し
て
想
像
力
の
糊
問
題

し
て
構
成

最
後
に
文
体
を
論
じ
つ
つ
構
成
の
鍔
題
に
言
及
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
た
め
に
か

泳
コ
ノ

E
1

シ
ン
ブ
ヲ
シ
テ
ィ
シ
i
ク
ぶ
ン
ス
き
一
フ
イ
マ
ッ
ク
ス
ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

そ
れ
は
経
済
性
、
単
一
一
性
、
順
序
、
高
潮
、
そ
し
て
変
化
の
五
つ

イ
ン
チ
一
字
詰
蕊
ン
ス
々
ン
シ
ピ
F
テ一・
45

大
重
要
素
た
る
知
力
と
感
性
と
を
親
分
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

か
ら
始
め
、

れ
が
文
体
の
法
制
と
呼
ん
だ
も
の
を
紹
介
す
る
な
ら
ば

で
あ
っ
た
。
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
も
と
ち
と
こ
れ
は
文
体
の



エ
コ
ノ

E
l

シ

ン

プ

リ

シ

テ

イ

ク

ラ

イ

マ

ッ

ク

ス

ヴ

ア

ラ

エ

テ

イ

経
済
性
と
単
一
性
は
前
者
の
必
要
に
応
じ
、
高
潮
と
変
化
は
後
者
の
、

シ
ー
ク
ェ
ン
ス

媒
介
す
る
の
が
順
序
な
の
で
あ
る
。

エモ
l
シ
ヨ
ナ
ル

と
り
わ
け
情
動
的
な
要
求
に
対
応
す
る
。

そ
の
両
者
を

馬
琴
の
七
法
則
と
比
較
す
べ
き
は
、

ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

や
「
槻
染
」
、
多
様
性
と
「
照
応
」
や
「
反
対
」
と
を
つ
き
合
わ
せ
て
も
、
多
少
の
類
似
を
認
め
る
以
上
の
発
見
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ア

ン

チ

テ

ー

ゼ

エ

コ

ノ

ミ

ー

シ

ン

ブ

リ

シ

テ

ィ

そ
こ
で
注
意
を
し
た
い
の
は
、
一
種
の
対
句
的
な
発
想
に
よ
っ
て
、
経
済
性
や
単
一
性
な
ど
に
は
そ
の
対
立
概
念
が
附
着
さ
れ
て
い
た

マ
イ
ン
ド
・
エ
ナ
ジ
ー

こ
と
で
あ
る
。
経
済
性
と
は
読
者
の
注
意
力
が
表
現
形
式
や
語
嚢
の
理
解
に
消
費
さ
れ
る
の
を
最
小
限
に
と
ど
め
、

マ

イ

ン

ド

ソ

オ

ト

れ
の
精
神
が
作
者
の
思
想
に
直
接
し
う
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
、

む
し
ろ
こ
の
五
法
則
の
ほ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

f
f
、

土
カ

シ
ー
ク
ェ
ン
ス

た
だ
単
に
順
序
と

「
伏
線
」

出
来
る
だ
け
か

つ
ま
り
最
少
の
語
に
よ
っ
て
十
全
な
効
果
を
挙
げ
る
こ
と

(
C∞
宮
ぬ

同

}MO
向
。
者
。
師
伴
者
O

E
凹
件
。

8
2
5
s
o
p
z
o田仲
O
R
0
2
)

な
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
反
面
、
読
者
の
関
心
を
た
だ
先
へ
先
へ
と
駆
り
立

て
る
だ
け
の
表
現
は
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
に
は
か
れ
の
関
心
を
作
者
の
肝
要
な
思
想
の
前
に
し
ば
し
立
ち
止
ま
ら
せ
ね
ば
な

マ

イ

ン

ド

・

エ

ナ

ジ

ー

止

ダ

ン

ダ

ン

シ

イ

ら
ず
、
よ
り
多
く
注
意
力
を
喚
起
す
る
冗
漫
さ
が
必
要
だ
、
と
ル
エ
ズ
は
言
う
の
で
あ
る
。

一
見
こ
れ
は
経
済
性
の
原
理
に
反
す

E
1
u
 

噌

E
4

旬
E
4

る
よ
う
だ
が
、

メ
ン
タ
ル
・
パ
ワ
ー
を
高
め
る
点
で
は
そ
の
原
理
に
適
う
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
単
一
性
に
つ
い
て
は
、
先

ユ

ニ

テ

イ

デ

イ

グ

レ

ツ

シ

ヨ

ン

ほ
ど
の
引
用
文
か
ら
も
分
か
る
ご
と
く
、
統
一
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
た
る
逸
脱
脱
線
の
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

そ
れ
に
対
し
て
高
潮
と
変
化
と
は
そ
の
な
か
に
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
含
ん
で
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
両
者
が
互
に
ア
ン
チ

ク

ラ

イ

マ

ッ

ク

ス

シ

l
hソ
エ
ン
ス

テ
ー
ゼ
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
高
潮
は
お
お
む
ね
漸
強
法
的
な
順
序
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
原
理
に
忠
実
た
ろ
う
と

ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

か
え
っ
て
逆
効
果
と
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
を
救
う
の
が
変
化
で
、
そ
れ
は
生
き
い

す
る
あ
ま
り
一
本
調
子
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
、

き
と
し
た
精
神
の
運
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
か
れ
は
、

k
F
F

阻
害
可
思
怪
m
O
R
O
が
必

同，

yo
∞ロ
σ己
ぬ
一
三
者
。
ご
v
g
m伊
丹
を
生
か
し
た
文
体
を
持
つ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
た
。
こ
れ
は
や
や
分
か
り
に
く
い

要
で
あ
る
と
か
、

北
大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

反
語
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
発
想
で
あ
る
が
、
冗
漫
さ
や
脱
線
の
必
要
を
説
い
た
点
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
経
済
性
や
単
一
性
、
高
潮
な

ど
の
原
則
を
金
科
玉
条
と
す
る
精
神
の
硬
直
に
対
す
る
自
己
批
評
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
規
則
に
縛
ら
れ
な
い
精
神
の
自
由
、
そ

シ
ン
セ
リ
テ
イ

れ
が
か
れ
の
言
う
誠
実
で
あ
っ
た
。

シ

ー

ク

ェ

ン

ス

イ

ン

ダ

ク

テ

イ

ヴ

・

プ

ロ

グ

レ

ス

さ
て
残
る
の
は
順
序
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
な
い
。
た
だ
し
さ
ら
に
そ
れ
を
分
解
し
て
帰
納
法
的
な
進
行
と
、

デ
イ
ダ
ク
テ
イ
ヴ
・
プ
ロ
グ
レ
ス

演
緯
法
的
な
進
行
と
に
別
け
た
と
こ
ろ
に
、
以
上
と
は
違
っ
た
形
で
の
対
句
的
な
発
想
が
認
め
ら
れ
る
。
前
者
は
思
想
の
成
長
を
促
進
し
、

後
者
は
あ
る
思
想
の
適
応
を
は
か
る
時
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
一
つ
の
作
品
に
お
い
て
両
者
を
適
宜
に
混
在
さ
せ
て

用
い
、
あ
る
時
点
を
現
在
時
と
す
る
過
去
の
反
映
と
未
来
へ
の
投
企
(
阿
佐
官

2
a
g
n
w
g
r
v円
&
R
Z
E。
円
当
時
三
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ツ

シ

ー

ク

ェ

ン

ス

ス

ト

ー

リ

ー

ク
な
進
行
を
形
成
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
ま
さ
に
時
間
の
運
動
を
筋
の
な
か
に
も
た
ら
す
方
法
だ
っ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
四
組
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
、
あ
る
い
は
八
法
則
に
整
理
し
直
し
て
み
れ
ば
、
馬
琴
と
の
類
似
点
や
相
違
が
や
や
は
っ
き
り
し

て
く
る
。
馬
琴
の
「
照
応
」
や
「
反
対
」
は
読
者
へ
の
謎
か
け
め
い
た
遊
び
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
ル
エ
ズ
的
に
と
ら
え

リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
イ
デ
イ
グ
レ
ツ
シ
ヨ
ン

直
せ
ば
冗
長
や
脱
線
と
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
は
「
照
応
」
や
「
反
対
」
を
共
時
的
と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
は
構
造
内
の
機
能
に

関
す
る
と
ら
え
方
で
あ
っ
て
、
着
想
の
実
態
そ
の
も
の
は
お
そ
ら
く
「
四
輯
評
答
評
」

で
次
の
よ
う
に
言
う
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

又
反
対
照
応
を
先
に
て
然
後
に
趣
向
を
建
る
事
ハ
な
し
。
趣
向
を
建
る
内
お
の
づ
か
ら
対
照
の
出
来
る
が
則
自
然
の
勢
ひ
に
て
候
。
乍

失
礼
い
ま
だ
み
づ
か
ら
筆
を
と
ら
せ
ら
れ
て
御
綴
り
御
覧
不
被
成
候
故
に
、
こ
う
り
の
意
味
を
侃
F
h
r
き
ゃ
と
存
候
。
伏
線
と
槻
染
も

同
様
に
て
後
々
の
趣
向
を
建
て
、
掠
巴
前
に
引
き
あ
げ
て
こ
の
事
あ
る
な
り
。
貴
評
の
趣
に
て
ハ
照
応
反
対
を
先
へ
考
て
後
に
趣
向
を



定
む
る
や
う
に
聞
え
候
ヘ
パ
こ
の
義
を
弁
じ
申
候
。
警
パ
侠
客
伝
金
閣
の
仇
討
の
段
の
ご
と
き
、
先
ツ
そ
の
趣
向
を
考
得
て
掠
こ
の
処

ハ
盤
狩
に
し
て
前
輯
小
六
が
夢
に
後
火
の
闇
夜
を
照
ら
す
照
応
に
せ
ん
、
と
思
ひ
て
綴
り
候
事
に
御
坐
候
。

つ
ま
り
姑
摩
姫
が
金
閣
寺
へ
仇
討
ち
に
潜
入
し
た
下
り
を
述
べ
、

さ
て
畿
を
飛
ば
す
趣
向
を
思
い
つ
く
と
と
も
に
、
小
六
が
夢
の
な
か

で
実
父
の
晒
し
首
を
奪
お
う
よ
し
た
場
面
と
の
「
照
応
」
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。

シ
ー
ク
ェ
ン
ス

の
趣
向
を
と
ら
え
返
し
、
新
た
な
展
開
を
企
て
る
点
で
は
ル
エ
ズ
の
言
う
順
序
の
法
則
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
れ
は
あ

一
見
こ
れ
は
通
時
的
で
、
前

く
ま
で
も
作
者
の
書
く
運
動
に
お
け
る
着
想
の
レ
ベ
ル
の
順
序
で
あ
っ
て
、

一
人
の
作
中
人
物
の
行
動
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
も
物
語
内
部
の
ク
ロ
ニ
ク
ル
の
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
、
二
つ
の
併
行
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
小
六
の
夢
と
姑
摩
姫
の
仇
討
ち
と
は
ほ

シ
ー
ク
ェ
ン
ス

ぼ
同
時
的
な
出
来
事
な
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
の
趣
向
は
、
書
く
行
為
の
な
か
で
起
っ
た
着
想
の
順
序
を
「
照
応
」
と
い

う
共
時
的
な
構
造
に
転
換
さ
せ
る
方
法
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
畿
を
飛
ば
し
で
み
る
冗
長
を
楽
し
み
な
が
ら
、
逸
脱
に
流
れ
て
し
ま
わ
な
い
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よ
う
に
一
定
の
布
置
結
構
の
な
か
に
収
め
る
話
術
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ま
た
見
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
こ
そ
馬
琴
の
法
則
と
ル
エ
ズ
の
作
法
と
を
区
別
す
る
重
要
な
相
違
点
が
潜
ん

の
な
か
に
は
数
え
て
い
な
か
っ
た
。

で
い
た
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
八
法
則
は
も
ち
ろ
ん
私
が
再
整
理
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ル
エ
ズ
自
身
は
け
っ
し
て
冗
長
や
脱
線
を
法
則

ヴ
ア
ラ
エ
テ
イ

そ
れ
ら
は
多
様
性
の
な
か
に
吸
収
で
き
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ

つ
は
し
ょ
せ
ん
経
済
性
や
単
一
性
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
以
上
で
は
な
く
、
独
立
の
法
則
た
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
済
性
や
単
一
性
に
の

み
従
っ
た
物
語
り
は
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
な
い
冗
長
や
脱
線
だ
け
の
物
語
り
は
作
り
え
な
い
。
結
局
そ
れ
は
対
照
的
な
前

提
に
奉
仕
し
こ
れ
を
補
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
意
味
を
持
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
は
た
ま
た
ま
冗
長
や
脱
線
な
ど

北
大
文
学
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紀
要



軍事慢心利-<<4

ミミ 1!慰'特有司 1ト γむよさ単イ国民やよ14ミ心心二 '08 ドJ '!í.(::6 v' ト入 Yト 1ト-~ 1t韻U.up吋心￡よi聡倒的 G 手)~ i'よ)0

ド)~t(ð~ミ'!if想Z王様斗!日量8 ..L6 '0U届い民皿胆石~D'くーてーム・ rくて入中-+主『何者全纏j(l:!::1....)v'!i rわく主3::8嗣緋』
糸、トャ~，、宅、!{ ふ-，， ~λ!{

下)' 10置 嬢-\t<lM<m;，ホト@堅 ~U0 ニト)' よ1 心吋。雪村盟~-\t<l~ 0 -.Qよi選挙区)~Ug皇-\t<l岳会トJけりゃ'Hh\J*U起ゃい~v)

*，8端的心当直社事-¥t<l髄断，.，.，t(d I J 心ミミ~-I\1Jt(ð心穏!if....)よ1 。曝ニいト入、ト lトーヰ)U 0ニ-t4)*，8!ift(d杓稔J.lR組手J哨()よきニミミ'

トJUぐ主きんをわUJ司てい:二時。

ー
∞
ロ
ー

In Antithesis， again， we may rocognize the same general truth. The opposition of two thoughts that are the re-

verse of each other in some prominent tr泊t，insures an impressive e妊ect;and does this by. giving a momentary re-

laxation to the faculties addressed. If， after a series of images of an ordinary character， appealing in a moderate de-

gree to the sentiment of reverence， orapprobation， or beauty， the mind has presented to it a very insignificant， a 

very unworthy， or a very ugly image ; the faculty of reverence， or approbation， or beauty， as the case may be， having 

for the t加enothing to do， tends to resume its full power ; and will inunediately afterwards appreciate a vast， admir-

able， or beaufiful image beUer than it would otherwise do. Conversely， where the idea of absurdity due to extreme 

insignificance is to be produced， it may be greatly intensified by placing it after something highly impressive ; especial-

ly if the form of phrase implies that something still more impressive is coming. 

ヰ)8 糧!ifU~ 'bt(ðト入 Yト 1ト -~8思ニ択さ:2~怖心斗\1わよj さま1111日対的二わ〈

会rj'l'\~ミリわ二小熊賠-\t<l~露五百戸コトJ 士g~~8吋小よき斑â~~ ゃいニやよ2~睦むさコ士重..L6 v余令。下)~ト(ì小。

ト入Yト1ト-':tJ8~蝉-\J摂~-\t<l~生絹....).(::6~ミ心'

制下)~t(ð~ミ'



も
し
こ
れ
が
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
代
表
的
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
観
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
要
す
る
に
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
の

メ
イ
ン
・
ア
イ
デ
ア

そ
れ
で
も
な
け
れ
ば
、
等
価
な
概
念
の
二
項
対
立
的
な
関
係
で
も
な
い
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
主
観
念
に
対
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

サ
ブ
・
ア
イ
デ
ア

副
観
念
を
提
示
し
て
息
抜
き
を
与
え
た
り
、
前
者
の
印
象
を
よ
り
強
め
た
り
す
る
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

ス
ペ
ン
サ
l
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
し
か
し
心
的
に
中
立
的
な
状
態
に
達
す
る
重
要
な
方
法
で
あ
っ
た
。
一
本
調
子
な

メ

イ

ン

・

ア

イ

デ

ア

メ

ン

タ

ル

・

エ

ナ

ジ

ー

主
観
念
と
の
応
接
で
消
耗
し
た
集
中
力
は
、
も
ち
ろ
ん
一
寸
し
た
休
止
に
よ
っ
て
も
回
復
す
る
が
、
じ
つ
は
適
度
な
ア
ン
チ
テ

l

ゼ
に
よ
っ
て
も
活
性
化
さ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
両
者
の
適
切
な
配
置
に
よ
っ
て
、
読
者
の
心
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
読
む
行
為
の
な
か
で

消
費
と
補
充
を
く
り
返
し
、

か
え
っ
て
消
耗
が
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
な
い
ほ
ど
均
衝
を
保
っ
た
、
読
む
持
続
力
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ
ュ

l
ト
ラ
リ
ゼ
イ
シ
ヨ
ン

さ
し
あ
た
り
そ
れ
は
心
的
工
、
不
ル
ギ
l
の
中
和
化
に
つ
い
て
の
指
摘
だ
っ
た
が
、
持
続
と
い
う
観
念
と
相
侯
っ
て
、
テ
ク
ス
卜
内

た
、
い
わ
ゆ
る
醒
め
た
客
観
的
態
度
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
方
で
は
知
的
あ
る
い
は
情
緒
的
に
の
め
り
込
み
な
が
ら
、

し
か
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容
に
対
す
る
中
立
的
な
心
的
態
度
を
示
唆
す
る
着
想
だ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
外
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ

し
同
時
に
一
定
の
距
離
を
保
っ
た
眼
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
内
部
か
ら
作
り
出
す
テ
ク
ス
ト
装
置
と
し
て
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
と
ら

え
て
い
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
抽
坦
逢
が
ス
ペ
ン
サ
l
の

「
文
体
論
』
を
眼
に
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
も
し
こ
の
発
想
ま

で
も
消
化
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
居
宣
長
の

『
玉
の
小
櫛
』

の
な
か
に
内
在
的
批
評
の
可
能
性
を
読
み
取
っ
て
い
た
理
由
も
よ
く
分
か

る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
結
局
こ
の
着
想
は
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
出
来
事
の
連
鎖
と
し
て
と
ら
え
る
当
時
の
枠
組
み
と
不
可

分
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
定
義
は
ど
の
修
辞
論
や
小
説
論
を
と
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
が
、

い
宇
品

ω
5
8
問
。
己
が
一
八
七
一
年
に
出
し
た
凶

-oggg
え
打
。
B匂
g
E
S
自
色
包
括
吉
弘
へ
と
、

。
忠
一
【
こ
・
出
邑
が
一
八
七
七
年
に
出
し
た

北
大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

E
g
o
ω
a
oロ
n
o
o同
E
w
o
g同
時
ロ
ョ
と
に
代
表
し
て
も
ら
う
な
ら
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

u
g
n
E回
忌
宮
田
胃
2
2
M丹
白
血
立
n
E円
。
。
同
白

gsσ
宮田位。ロ

O間
宮
門
同
∞
。
円
。
Z
ゅ
の
円
少
当
時
同
町
O
E
B
P
Bロ
n
o
Z
貸
出
。
一

σ
E
E
R由民。ロ匂円。，

諸
国
同
帥
白
印
O
E
2
0
2
4
8
z
-ロ
吾
o
o
E
2
。
ご
5
0・
0円
呈
岳
由
旬
。
n
E
B向。
S
R
o
g
巴
B
0・
(ω
・問。門戸)

Z
白円
E
E。
口
町

S
O
同】
5
8
E白位。ロ

Z
S
O
S宮島。向田】何
R
Z
O同
曲
師
znno回田町
4
0
4吾
o-0・
同
同
師
同
町
O
B
O
F師
同
由
。
立
2
。同

g
s
g色
040ロ仲田

。
nnzRShN
宮
巴
B
0・
問
、
白
羽
話
ぬ
0・
σ巳
ロ
ぬ
芹
自
民

B
E
Z色仲
o
s
s
g
白血ロ
nno白色。回
O内
包
官
印

L
回目】
M
E
-
2
E円
守
邑
右
z
a
z
p問
自
己
。
回
・

(
巴
・
』
・
国
臣
)

何
事
か
を
語
る
と
は
、
出
来
事
を
時
間
的
な
連
続
相
の
下
に
、
時
に
は
時
間
そ
の
も
の
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
い
う

ス

ト

ー

リ

ー

メ

イ

ン

・

カ

レ

ン

ト

こ
と
が
全
く
自
明
な
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
筋
と
は
一
連
の
出
来
事
の
別
名
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
流
れ
を
担
う

セ

ン

ト

ラ

ル

・

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

リ

l
デ
ン
グ
・
ア
ク
タ
ー

中
心
的
な
人
物
あ
る
い
は
事
件
の
主
導
的
な
人
物
が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
自
明
す
ぎ
る
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
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ル
エ
ズ
は
馬
琴
の
よ
う
に
「
主
客
」
の
法
則
を
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
な
ど
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て

ω町
毛
色
件
。
円

ω円
。
浮
が
、

物
語
の
進
行
を
大
河
に
喰
え
た
が
で
民
、
E
0
3
3
5
0白
色

Z
m
a・3
E
N
N
)
、
以
来
そ
の
比
除
は
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
に
偏
愛
さ
れ
て
き
た
。

メ
イ
ン
・
ア
イ
デ
ア
サ
ブ
・
ア
イ
デ
ア

右
に
紹
介
し
た
定
義
は
そ
れ
を
抽
象
化
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
主
観
念
と
副
観
念
と
い
う
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
概
念
は

ナ

ラ

テ

イ

プ

リ

タ

l
デ
イ
ン
グ

大
河
と
傍
流
と
い
う
比
喰
と
ほ
と
ん
ど
癒
着
し
て
い
る
。
も
し
物
語
を
空
間
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
引
き
延
ば
し
、

リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
イ
デ
イ
グ
レ
ツ
シ
ヨ
ン

冗
漫
、
脱
線
な
ど
の
法
則
は
、
そ
も
そ
も
概
念
と
し
て
も
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
起
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。



し

〈

み

と

う

い

っ

し

ゆ

こ

う

ぎ

つ

は

く

遁
遣
は
既
に
見
て
き
た
ご
と
く
、
時
に
は
脈
絡
通
徹
の
み
を
強
調
し
、
時
に
「
脚
色
の
統
一
と
趣
向
の
雑
駁
」
を
主
張
し
た
。
考
え

メ
イ
ン
・
ア
イ
デ
ア

が
ま
だ
煮
つ
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
が
、
主
観
念
に
力
点
を
置
く
場
合
と
、
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
的
な
視
点
を
選
ん
だ
場
合
と

の
相
違
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
む
し
ろ
主
人
公
観
の
ほ
う
に
不
安
定
な
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
。
ル
エ
ズ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ

ス

ト

ー

リ

ー

シ

ー

ク

ェ

ン

ス

ス
の
小
説
観
に
お
い
て
は
順
序
が
他
の
四
法
則
を
統
括
す
る
要
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
過
去
の
把
持
と
未
来
の
企
図
と
い
う
「
主

ア
イ
デ
ン
テ
テ
イ

体
」
的
な
時
間
意
識
が
そ
の
作
中
人
物
の
自
己
同
一
性
の
観
念
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
遁
遣
の
関
心
と
認
識
は
そ
こ
ま
で
及

ん
で
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
脈
絡
通
徹
と
い
う
機
能
的
概
念
で
の
み
主
人
公
を
と
ら
え
、
『
当
世
書
生
気
質
」
や
『
妹
と
背
か
ず
み
』
の
「
主

人
公
」
に
、
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
意
識
が
明
確
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

た
だ
最
後
に
つ
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
遁
洛
の

ス
ト
ー
リ
ー

お
け
る
筋
の
位
置
づ
け
に
微
妙
な
変
化
が
生
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
章
の
は
じ
め
に
紹
介
し
た
ア
ダ
ム
ス
・
ヒ
ル
の
修
辞
論
で
の

ナ
ラ
テ
イ
ブ

物
語
観
は
、
も
ち
ろ
ん
先
ほ
ど
引
用
し
た

S
・
カ

l
ル
や
デ
イ
ヴ
ッ
ト
・
ヒ
ル
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
か
っ
た
が
、
一
八
九
五
(
明
治
二
八
)

『
小
説
神
髄
』

の
前
後
の
時
期
、

一
人
の
イ
ギ
リ
ス
の
修
辞
学
者
の
な
か
で
小
説
に

噌

E
4

9
u
 

噌・4

年
の
改
訂
版
で
は
新
た
に
次
の
よ
う
な
意
見
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

R
S
M
o
g
-
o
白
百
色
白
回
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O
R
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白
件
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宮
与
え

g
g
o
旬
。
巳
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g
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o
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。
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弓
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。

R
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J
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g
n
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昌
也
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宮

E
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巳
同

g
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40弓
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回
一
吉
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宮
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目
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R
Z
自由

W
O
O
V
8
2同
位
。
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A
w
-
-
-
-
S
8
2由
民
。
器
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人
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寄
語
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g
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M
M
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部

4
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ミ
門
戸
内
》
帥
ゅ
の
ひ
き
き
き
C
ロ
急
神
v
g祭
実
円
一
言
白
色
m
g
n統合同
M
Z
R
仲
町
ぬ
℃
吾
作
雷
同

ny即同制
n
S
F
Z片
手
同
仲
間
伶
容

器
言
語
同
$
0
2
5
5
浴
室
草
野
笠
宮
三

z
s
g野
士
宮

O
R
U
S
F
a
吋ぎ…

nwzadgaふ

Z
4
5
3苦
凶
器
件
件
。
割
安

F
z

aM@
ぎ
完
全
剖
件
。
門
司
件
。
同
校
三
ぎ
件
叫
，
g
n
W
2同
可
裕
一
添
い

α会問
M
O
R
c
r
E
M
M判
w

仲的

p
o
明
g
g月
き
〈
伶
山
仲
間
仲
・

続
け
て
か
れ
は
ジ
ェ

i
ン
・
ォ

i
ス
テ
ン
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
と
を
比
較
し
、
前
者
は
渋
滞
の
な
い
諮
り
手
だ
が
、
後
者
は
し

ば
し
ば
物
語
り
を
中
顕
し
て
性
格
の
分
続
や
主
義
信
条
の
諜
照
明
に
筆
を
費
す
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
故
に
読
者
か
ら
高
い
静
舗
を
与
え

議
じ
て
い
る
。
お
の
引
用
に
お
け
る
ス
ト
i
リ
1
・
テ
ラ
!
と
ノ
ヴ
ェ
リ
ス
ト
の
蔚
分
け
の
応
間
別
だ
っ
た
こ
と
は

ス
ト
?
合
F
j

エ
ピ
ッ
ク
ナ
ラ
テ
イ
ブ

九
一
世
紀
の
前
半
、
麟
が
小
説
諭
の
中
心
的
テ
!
マ
だ
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
史
詩
と
物
語
と
い
う
こ
項
対

つ
に
は
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
i
ン
の
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
ヂ
の
よ
う
な
脱
隷
的
諮
椅
を

ら
れ
て
い
る
の
だ
、

震
う
ま
で
も
な
い
。
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立
で
論
じ
ら
れ
る
習
慣
が
あ
り
、

ど
う
静
価
す
る
か
と
い
う
問
臓
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
蛍
紀
の
後
半
に
至
っ
て
性
格
の
解
剖
、
笠
穏
の
観
察
が
重
要

議
さ
れ
る
と
と
も
に
ス
ト
ー
リ
・
テ
リ
ン
グ
と
ノ
ヴ
ェ
ル
と
い
う
こ
項
対
立
で
新
た
に
小
説
の
条
件
が
関
い
産
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

及
し
て
い
た
言
容
。
認
可
O
Z
8
0

の
小
説
論
と
は
、

押
苦
情
師
事
、

w

で
あ
っ
た
。
こ
の
自
誌
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
一
八
七
六
年
の
こ
と
だ
が
、
同
時
代
の
文
学
者
に
対
す
る
患
揮
の
な
い
批
評
へ

ち
な
み
に

A
-
ヒ
ル
が
こ
こ
で

/¥ 
/¥ 

に
出
版
さ
れ
た
な
〉
phFMMgt

の
説
織
で
あ
ろ
う
、

か
れ
の
掲
示
に
謎
っ
て
死
後
に
出
飯
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に

い
作
家
志
望
者
へ
の
恕
告
助
雷
が
随
所

に
書
き
込
ま
れ
、

小
説
作
法
論
と
し
て
の
実
質
を
よ
く
讃
え
て
い
た
た
め
、
議
時
の
小
説
論
の
托
表
例
と
し
て
研
究
警
な
ど
に
も

し
ば
し
ば
引
期
訪
れ
て
い
る
。
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巧
ロ
宮
件
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呂
白
--02
円
凶
作
同
国
民
的
・
開
4
0門
司
曲
。
ロ
件
。
ロ
no
白白色

0
4
0弓

4
5
E
ロ
白
色
回
目
HOE-仏
件
。
ロ
円
四
件
。
忌
ゆ
件
。
邑
ロ
ぬ
。
同

S
O
印
件
。
弓
・

A
-
ヒ
ル
の
引
用
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
一
節
で
あ
っ
た
が
、
念
の
た
め
補
足
し
て
お
け
ば
こ
れ
は
三
巻
本
の
長
篇
を
書
く
場
合
の
注

意
で
あ
っ
た
。
当
時
の
出
版
慣
行
と
し
て
そ
う
い
う
長
篇
が
要
求
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、

そ
ん
な
長
い
原
稿
を
ど
う
埋
め
た
ら
よ
い
の
か

と
い
う
若
い
志
望
者
の
疑
問
に
対
す
る
忠
告
だ
っ
た
わ
け
で
、

そ
の
点
で
は
馬
琴
た
ち
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
似
て
い
な
く
も
な
い
。

そ
の
た
め
物
語
の
本
筋
と
は
関
係
の
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
織
り
込
ん
だ
り
、
脱
線
的
な
長
口
舌
の
言
説
で
ペ
!
ジ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
傾

向
が
生
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ト
ロ
ロ

l
プ
は
そ
れ
を
批
判
し
た
た
め
、
冗
長
や
逸
脱
を
認
め
な
い
頑
固
な
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
ラ
l
の
代
表
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の
よ
う
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
に
筋
を
重
視
す
る
考
え
方
が
一
つ
の
定
式
に
ま
で
煮
つ
め
ら
れ
て
い
っ
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
、

ス
ト
ー
リ
ー

修
辞
学
者
の
な
か
で
多
分
そ
れ
へ
の
反
作
用
と
し
て
、
小
説
に
お
け
る
筋
の
位
置
づ
け
に
思
考
変
換
が
起
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
遺

人
の

遁
は
ま
さ
に
そ
の
同
時
代
人
と
し
て

『
小
説
神
髄
』
を
発
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

高吉

主
人
公
と
作
者

た

く

み

も

と

す

ぎ

遁
洛
の
馬
琴
七
法
則
批
判
は
改
め
て
引
用
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
照
応
」
と
「
反
対
」
を
、
「
巧
を
求
む
る
に
過
た
る
も
の
」

し

ん

い

令

う

と
評
し
た
こ
と
は
既
に
ふ
れ
た
。
お
な
じ
観
点
で
「
隠
微
」
に
つ
い
て
も
、
表
面
の
意
味
の
外
に
「
深
意
を
寓
す
る
」
な
ど
と
い
う
の
は

だ
い
そ
う
そ
く

作
者
の
身
勝
手
な
道
楽
に
す
ぎ
な
い
と
一
蹴
し
て
し
ま
っ
た
。
「
伏
線
」
と
「
槻
染
」
は
脈
絡
通
徹
と
い
う
「
一
大
総
則
」
の
部
分
で
し

か
な
く
、
こ
と
さ
ら
独
立
に
論
*
す
べ
き
ほ
ど
の
原
則
で
も
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
「
伏
線
」
と
「
槻
染
」
と
の
違
い
を
見
分
け
る
こ
と
に
意
味
が
全
く
な
い
と
は
言
え
な
い
だ

そ

う

と

う

や

う

が

〈

し

や

そ

申

は

く

し

き

き

ゃ

う

き

か

、

は

じ

ろ
う
。
だ
が
遁
逢
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
「
総
じ
て
東
洋
の
む
か
し
の
学
者
ハ
其
博
識
な
る
と
強
記
な
る
と
に
係
ら
ず
事

占

つ

こ

と

わ

り

そ

う

か

つ

こ

れ

な

づ

し

そ

の

い

ち

ぷ

、

ん

せ

い

し

つ

ひ

と

つ

/

¥

と

り

き

を

の

/

¥

そ

の

な

物
の
道
理
を
パ
綜
括
し
て
之
を
名
命
く
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
其
一
部
分
の
性
質
を
パ
一
箇
々
々
に
取
い
だ
し
来
て
各
其
名
を
付

い
か
に
も
明
快
な
裁
き
方
だ
が
、
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す
る
こ
と
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

プ
リ
ン
シ
プ
ル

だ
が
、
後
者
は
原
理
を
把
握
し
て
か
ら
体
系
化
へ
進
む
の
だ
と
、

つ
ま
り
東
洋
と
西
洋
と
を
二
項
対
立
化
し
て
、
前
者
の
学
聞
は
た
だ
現
象
を
類
別
す
る
だ
け

西
洋
の
優
位
を
顕
示
し
た
の
で
あ
る
。

自
身
が
西
洋
の
側
に
立
つ

て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

わ

が

え

う

ち

こ

う

し

ん

し

や

り

う

か

う

ご

ぺ

ん

り

き

ゃ

う

し

だ

い

さ

い

そ

く

べ

ん

め

い

そ
こ
で
か
れ
は
自
分
の
会
得
し
た
脚
色
論
を
、
「
我
幼
稚
な
る
後
進
者
流
の
向
後
の
便
利
に
供
す
る
た
め
次
第
に
細
則
を
も
弁
明
せ

く
わ
い
〈
わ
っ
せ
う
せ
つ

ん
」
と
大
道
芸
人
め
い
た
口
上
で
開
陳
し
た
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
小
説
に
は
「
古
メ
ヂ
イ
(
わ
。
5
0身
)
」
す
な
わ
ち
快
活
小
説

ひ
あ
い
せ
う
せ
つ

と
、
「
堵
ラ
ゼ
ヂ
イ
(
吋
日
常
身
)
」
す
な
わ
ち
悲
哀
小
説
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
コ
メ
デ
ィ
と
ト
ラ
ジ
デ
ィ
と
は
当

時
一
般
的
に
は

U
E
B白
あ
る
い
は
可
。
2
弓
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
小
説
に
ま
で
転
用
し
た
と
こ
ろ
が
遭
遇
の
手
柄

と

こ

る

い

〈

わ

ん

せ

う

せ

つ

だ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
読
者
を
倦
ま
せ
な
い
た
め
に
は
両
者
の
条
件
を
備
え
た
「
堵
ラ
ゼ
古
メ
ヂ
イ
(
哀
歓
小
説
こ
が
望
ま



し
く
、

た
だ
コ
メ
デ
ィ
の
要
素
を
採
り
入
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
野
都
濃
嚢
に
流
れ
る
の
は
文
明
開
化
の
世
に
好
ま
し
く
な
い
、

と
い
う
の

が
そ
の
結
論
だ
っ
た
。
当
時
は
小
説
を
論
ず
る
場
合
、

い
わ
ゆ
る
主
人
公
を

gロ同
E
n
v
R
R
H
2
と
か

-gasm
白
己
負
と
か
呼
ん
で
、

出

R
。
や
国

2
0
-
5
に
は
限
ら
な
か
っ
た
が
、
ド
ラ
マ
論
に
お
い
て
は
同
員
。
や
国

R
Oぽ
ゆ
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
た
。
主
人
公
を
「
本
尊
」

と
呼
び
換
え
な
け
れ
ば
近
世
の
物
語
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
と
い
う
意
識
を
抱
え
て
い
た
遁
逢
に
と
っ
て
、
ド
ラ
マ
の
位
相
か
ら
小
説

を
と
ら
え
る
ほ
う
が
な
じ
み
や
す
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
-
巴
・
打
。
同
が
一
八
八
二
(
明
治
十
五
)
年
に
出
し
た
ε
寸
宮
司
円

En--2

。
問
自
M
O
吉
弘
円
白
ロ
品
開
ロ
ぬ
医
師
V

R

U

。
B
吉
田
在
。
ロ
沙
門
』
昌
吉
E
O
由。

ω
E骨
三
回
ョ
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ラ
マ
に
お
い
て
は
一
作
品
の
な
か
に
ト
ラ
ジ

ほ
ど
全
篇
に
わ
た
っ
て
で
は
な
い
が
、
と
い
う
意
味
の
説
明

ち

か

ゑ

い

こ

〈

が

〈

し

や

ゆ

み

は

り

づ

き

は

つ

付

ん

を
し
て
い
た
。
そ
れ
を
遁
遣
が
眼
に
し
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
近
き
こ
ろ
英
国
の
学
者
な
に
が
し
ハ
弓
張
月
ま
た
は
八
犬

で

ん

ご

と

せ

う

せ

つ

と

ニ

よ

ぴ

な

命

も

だ

た

う

め

う

も

〈

伝
の
如
き
小
説
を
パ
堵
ラ
ゼ
古
メ
ヂ
イ
と
呼
倣
し
た
れ
(
中
略
)
想
ふ
に
妥
当
の
名
固
な
る
べ
し
」
と
言
っ
た
。

デ
ィ
と
コ
メ
デ
ィ
と
の
混
在
を
認
め
て
お
り
、

た
だ
し
日
本
の

『
忠
臣
蔵
』

お
そ
ら
く
同
種
の
意

- 125ー

見
を
耳
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
程
度
の
脚
色
論
で
は
と
う
て
い
馬
琴
の
七
法
則
を
超
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
ほ
ど
の
よ
う
な
自
負

を
語
り
え
た
の
は
、
多
分
次
の
よ
う
な
フ
リ
ン
シ
フ
ル
に
根
拠
を
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

に

ん

げ

ん

か

ん

か

〈

り

よ

〈

し

さ

つ

ち

か

ら

ま

た

き

ん

に

く

ち

か

ら

そ

の

し

よ

う

ど

て

い

げ

ん

ひ

き

ろ

う

且

き

こ

れ

お
よ
そ
人
聞
の
感
覚
力
ハ
視
察
の
力
文
ハ
筋
肉
の
力
に
ひ
と
し
く
其
使
用
の
度
に
定
限
あ
る
か
ら
あ
ま
り
に
久
し
く
労
役
し
て
之

や

す

こ

と

つ

ひ

は

な

は

だ

つ

か

よ

は

い

ち

U

そ

の

よ

う

た

と

へ

ひ

さ

き

ら

や

か

じ

ち

り

ん

を
休
ま
し
む
る
事
な
く
ん
パ
寛
に
ハ
甚
し
く
疲
れ
弱
り
て
一
時
ハ
其
用
を
な
さ
ず
る
べ
し
例
パ
あ
ま
り
久
し
く
燦
然
た
る
日
輪
の

ひ

か

り

の

ち

し

よ

〈

く

わ

ひ

か

り

み

ニ

れ

み

あ

た

ご

と

ま

た

か

を

り

か

う

す

ゐ

ひ

き

こ

れ

光
を
見
つ
め
し
後
に
ハ
燭
火
の
光
を
見
る
と
い
へ
ど
も
之
を
見
る
こ
と
能
ハ
ざ
る
が
知
し
文
香
気
た
か
き
香
水
に
で
も
久
し
く
之

ぴ

と

う

せ

っ

そ

申

ふ

〈

い

く

な

れ

は

て

つ

い

か

ん

み

づ

か

ん

か

〈

り

よ

〈

こ

れ

つ

う

せ

つ

あ

い

せ

つ

も

の

が

た

り

を
鼻
頭
に
接
し
て
其
複
郁
に
慣
果
な
パ
終
に
感
じ
が
た
き
水
と
も
な
る
べ
し
感
覚
力
も
ま
た
之
に
ひ
と
し
く
痛
切
哀
切
な
る
物
語

北
大
文
学
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構
成
と
主
人
公

き

、

つ

い

ひ

あ

い

か

ん

か

く

こ

こ

ろ

し

だ

い

う

す

申

ち

い

と

こ

こ

ろ

を
の
み
聞
な
れ
な
パ
終
に
ハ
悲
哀
を
感
覚
す
る
心
も
次
第
に
薄
ら
ぐ
の
み
か
後
に
ハ
厭
へ
る
心
も
お
こ
ら
ん

も
は
や
明
ら
か
な
よ
う
に
か
れ
は
比
倫
に
至
る
ま
で
H
・
ス
ペ
ン
サ
!
の
理
論
を
借
用
し
た
。
そ
し
て

G
-
E
・
ル
エ
ズ
が
ド
ラ
マ
と

ノ
ヴ
ェ
ル
と
を
区
別
す
る
根
拠
に
用
い
た
論
法
を
以
て
、
小
説
に
ド
ラ
マ
の
脚
色
法
を
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ベ
ン
サ
l
の

メ
ン
タ
ル
・
エ
ナ
ジ
ー

即
し
て
み
れ
ば
そ
の
理
論
は
読
者
の
集
中
力
に
お
け
る
消
費
と
回
復
の
均
衡
を
は
か
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ル
エ
ズ
に
と
っ
て
は

メ
イ
ン
・
ス
ト
ー
リ
ー

本
筋
か
ら
の
逸
脱
脱
線
を
方
法
化
す
る
理
論
で
あ
っ
た
が
、
遺
逢
の
場
合
は
あ
く
ま
で
も
脈
絡
通
徹
と
い
う
条
件
の
な
か
で
い
か

エ
コ
ノ
、
ミ
l

に
読
者
の
興
味
を
つ
な
ぐ
か
と
い
う
関
心
か
ら
と
ら
え
て
い
た
。
あ
る
意
味
で
こ
れ
は
経
済
性
と
い
う
近
代
的
な
理
念
の
と
ら
え
方
の
違

メ
ン
タ
ル
・
パ
ワ
ー

い
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ス
ペ
ン
サ
l
に
と
っ
て
は
人
閣
の
知
的
生
産
力
を
消
費
的
生
産
に
よ
っ
て
持
続
あ
る
い
は
増
大
さ
せ
て
ゆ
く
こ

セ

ン

ス

ノ

ン

セ

ン

ス

と
が
ね
ら
い
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
遁
遣
は
価
値
あ
る
対
象
が
感
覚
の
鈍
化
に
よ
っ
て
無
意
味
な
も
の
に
変
質
し
て
し
ま
う
の
を
回
避
し
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ょ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

読
者
の
感
覚
鈍
化
を
防
ぎ
、
興
味
を
つ
な
ぎ
続
け
る
た
め
の
趣
向
。

へ

う

め

ん

い

み

「
表
面
の
意
味
」
と
し
て
現
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
う
い
う
趣
向
は
結
局
遁
遁
に
と
っ
て
は
発
見
す
る
も
の
で
な
く
、

馬
琴
の
七
法
則
の
、
「
主
客
」
と
「
省
筆
」
を
除
く
五
つ
の
法
則
は

か

き

も

と

〈

わ

だ

そ

叩

ほ

ん

ぞ

ん

い
ず
れ
も
読
者
の
発
見
を
待
つ
仕
掛
け
だ
っ
た
が
、
遺
透
か
ら
み
れ
ば
「
斯
か
る
く
だ
/
¥
し
き
奇
を
求
め
ま
く
企
て
な
パ
其
本
尊
た

に

ん

口

ゃ

う

せ

た

い

よ

し

や

せ

う

せ

っ

ぷ

ん

ぐ

わ

い

し

ん

い

る
人
情
世
態
を
あ
や
ま
る
こ
と
の
な
か
ら
ず
や
ハ
」
と
い
う
不
要
な
も
の
で
し
か
な
く
、
「
仮
令
小
説
に
文
外
の
深
意
な
く
と
も
よ
く

U
ゃ

う

た

い

し

ん

う

つ

よ

か

ん

ぴ

め

う

か

う

り

よ

〈

そ

な

は

そ

の

も

の

が

た

り

せ

う

せ

つ

情
態
の
真
を
写
し
て
読
む
も
の
を
し
て
感
ぜ
し
む
る
美
妙
の
効
力
備
り
た
ら
ん
に
ハ
其
物
語
ハ
小
説
な
り
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ぴ
め
う
か
う
り
よ
〈

読
者
に
与
え
る
こ
の
よ
う
な
「
美
妙
の
効
力
」
を
感
覚
鈍
化
に
よ
っ
て
損
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
、
先
ほ
ど
の
脚
色
論
で
あ
っ
た
。

ニユ
l
ト
ラ
リ
ぜ
イ
シ
ヨ
ン

U
ゃ

う

た

い

し

ん

う

つ

ス
ペ
ン
サ
ー
か
ら
示
唆
さ
れ
た
中
立
化
の
方
法
は
、
「
情
態
の
真
を
写
」
す
描
写
論
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

」
こ
か
ら



は
読
者
を
消
費
者
と
す
る
視
点
し
か
生
れ
て
来
な
い
。
馬
琴
の
「
隠
微
」
は
あ
る
意
味
で
は
テ
ク
ス
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
生
産
の
自
覚
、

註
四

い
や
自
負
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を

w-
イ
l
ザ
l
の
言
う
「
空
所
」
の
最
大
の
も
の
と
し
て
読
者
に
仕
掛
け
た
の
に
対
し
て
、
ス
ペ
ン

メ
イ
ン
・
ス
ト
ー
リ
ー

サ
ー
や
ル
エ
ズ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
ほ
う
は
登
場
人
物
の
運
命
に
対
し
て
で
な
く
、
む
し
ろ
本
筋
そ
の
も
の
を
妨
げ
る
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
な
状
況
を
設
け
て
、
読
者
に
そ
れ
を
克
服
す
る
知
力
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
遁
遁
の
理
論
は
そ
の
い
ず
れ
と
較
べ
て

も
深
意
や
深
層
の
否
定
に
よ
る
「
表
面
」
の
回
復
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
持
ち
、
こ
の
「
表
面
」
を
場
面
の
審
美
化
と
、
登
場
人
物
(
の
運

カ
ン
バ
ス

命
や
心
情
)
の
客
観
化
(
傍
観
)
と
の
画
面
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
功
用
主
義
に
汚
染
さ
れ
な
い
「
美

術
」
を
実
現
し
、
読
者
を
薫
育
で
き
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
指
定
さ
れ
た
読
者
像
は
こ
の
「
美
術
」
の
被
啓
蒙
的
な

受
け
手
以
上
に
は
想
い
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

遁
遁
の
こ
の
よ
う
な
理
論
そ
の
も
の
が
当
時
は
す
ぐ
れ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
果
し
て
き
た
こ
と
は
、
既
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

η' 。，U
1
i
 

る
が
、
じ
つ
は
日
本
の
近
代
的
な
作
者
/
読
者
の
関
係
の
方
向
づ
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
ま
だ
気
づ
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
「
表
面
」

主
義
も
ま
た
近
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
流
派
の
消
長
を
超
え
て
基
本
的
な
観
念
と
な
っ
て
ゆ
き
、
だ
か
ら
「
文
外
の
深
意
」
が
問
題
に
な
っ

た
場
合
で
も
プ
ロ
ッ
ト
の
面
か
ら
探
る
読
み
の
可
能
性
を
抑
圧
し
、
作
者
の
生
活
史
や
「
内
面
」
に
還
元
す
る
方
法
を
主
流
化
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
作
者
と
作
中
人
物
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
遁
逢
は
の
ち
の
文
学
(
研
究
)
者
た
ち
と
は
異
質
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
。

せ
う
せ
っ
ち
う

U
ん

ぷ

っ

つ

〈

あ

た

も

っ

と

ち

う

い

え

う

こ

と

き

く

し

や

も

ち

ま

へ

お

ほ

か

〈

ニ

れ

U
ん

ぶ

っ

き

よ

ど

う

う

え

み

小
説
中
の
人
物
を
作
る
に
当
り
て
最
も
注
意
を
要
す
べ
き
事
ハ
作
者
の
性
質
を
掩
ひ
蔵
し
て
之
を
人
物
の
挙
動
の
上
に
見
え
し
め
ざ

北
大
文
学
部
紀
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構
成
と
主
人
公こ

と

お

の

れ

も

ち

ま

へ

古

い

れ

う

か

〈

う

じ

ん

ぷ

っ

し

ぜ

ん

た

ち

U
ん

ぷ

つ

い

〈

た

り

い

で

る
や
う
す
る
事
な
り
自
己
の
性
質
を
材
料
と
し
て
仮
空
の
人
物
を
作
ら
ん
と
す
れ
パ
自
然
に
お
な
じ
質
の
人
物
の
み
幾
人
と
な
く
出

そ

申

も

の

が

た

り

お

も

む

き

つ

い

お

も

よ

む

ひ

と

き

ょ

う

う

し

な

か

む

げ

ん

か

い

あ

そ

ご

と

か

き

ゃ

う

く
る
ゆ
ゑ
其
物
語
の
趣
さ
へ
終
に
ハ
う
そ
ら
し
う
思
は
る
れ
パ
読
人
も
ま
た
興
を
失
ひ
彼
の
夢
幻
界
に
遊
ぶ
が
如
き
住
境
を

お

ぼ

あ

た

覚
ゆ
る
こ
と
能
ハ
ざ
る
べ
し

作
者
の
血
肉
を
分
け
与
え
る
と
か
分
身
を
創
る
と
か
い
う
今
日
的
な
通
念
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
近
代
文
学
の
何
た
る
か
を
ま
だ
理
解

で
き
て
い
な
か
っ
た
者
の
発
言
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ン
ソ
ニ

l
・
卜
白
ロ

l
プ
は
そ
の

「
自
伝
』

の
忠
告
助
言
の
な
か
で
、
作
家
は
物
語
を
語
る
た
め
に
作
る
の
で
は
な
く
て
、
語
る
ベ

き
物
語
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
想
像
の
作
中
人
物
と
と
も
に
生
き
て
、
共
に
感
じ
共
に
泣
き
か
っ
笑
う
ほ
ど
親
し
ん
で
い
な
け

- 128ー

れ
ば
、
そ
の
表
現
が
読
者
に
生
き
た
人
間
と
し
て
の
存
在
感
、
親
近
感
を
与
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
っ
て
い

デ
テ
ー
ル
ス

た

o
M訴
は
こ
の
世
に
あ
り
そ
う
も
な
い
奇
異
な
現
実
の
事
件
で
な
く
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
想
像
の
世
界
を
現
実
感
あ
る
細
部
で
埋
め
て

ゆ
き
、
実
際
の
出
来
事
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
だ
、
と
い
う
観
念
が
一
般
化
し
て
い
た
時
代
、
こ
れ
は
作
者
と
作
中
人
物
に
関
す

る
水
準
を
示
す
考
え
方
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
論
理
的
に
だ
け
み
れ
ば
、
こ
の
助
言
と
迫
遣
の
意
見
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
対
立
し
て
い
な

ぃ
。
だ
が
当
時
の
修
辞
論
に
よ
れ
ば
、
作
者
は
作
品
の
背
後
に
隠
れ
て
し
ま
う
べ
き
だ
と
い
う
原
則
は
む
し
ろ
ド
ラ
マ
の
特
質
を
規
定
す

る
も
の
で
あ
り
ー
ー
そ
の
点
で
も
遁
遣
は
ド
ラ
マ
の
作
法
を
小
説
に
引
き
つ
け
て
発
想
し
て
い
た
わ
け
だ
が
|
|
小
説
の
場
合
作
者
は

登
場
人
物
を
通
し
て
か
れ
固
有
の
人
生
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
表
現
す
る
の
だ
、
と
見
ら
れ
て
い
た
。
論
理
的
に
は
矛
盾
し
な
い
が
、
そ
の
目

指
す
と
こ
ろ
は
逆
方
向
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
遁
遣
の
考
え
方
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
共
通
理
解
や
今
日
的
な
通
念
と
も
異
な
る
位
相
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、



せ

う

せ

つ

き

や

〈

し

き

ち

う

い

や

ま

ひ

だ
か
ら
と
言
つ
で
近
世
的
な
観
念
を
温
存
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
小
説
の
脚
色
中
に
て
忌
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
病
」

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
十
一
の
項
目
を
み
れ
ば
分
か
る
。
そ
の
忌
む
べ
き
病
弊
と
は
荒
唐
無
稽
、
趣
向
一
轍
、
重
複
、
都
野
猿
襲
、
好
憎
偏

頗
、
特
別
保
護
、
矛
盾
撞
着
、
学
識
誇
示
、
永
延
長
滞
、
詩
趣
欠
乏
、
人
物
を
し
て
屡
々
長
き
履
歴
を
語
ら
し
む
る
事
、

の
十
一
点
で
あ

る
が
、

一
つ
一
つ
の
内
容
を
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
。
項
目
の
名
称
も
み
た
だ
け
で
も
推
測
は
つ
く
で
あ
ろ
う
。
た
だ
好
憎
偏
頗
と
特
別

保
護
と
は
作
中
人
物
論
に
か
か
わ
る
箇
所
な
の
で
、
念
の
た
め
要
点
を
示
し
て
お
き
た
い
。

か

う

ぞ

う

き

く

し

ゃ

U
さ
く

U
ん

ぶ

っ

た

い

か

う

ぞ

う

か

〈

う

そ

う

ぜ

う

つ

〈

り

ま

う

き

よ

か

う

U
ん

ぶ

つ

か

う

ぞ

う

好
憎
と
ハ
作
者
が
自
作
の
人
物
に
対
す
る
好
憎
な
り
お
の
れ
が
架
空
の
想
像
も
て
作
設
け
た
る
虚
構
の
人
物
を
好
憎
す
る
と
い
ふ
ハ

な

に

き

に

こ

れ

じ

ん

U
ゃ

う

し

ぜ

ん

け

つ

あ

や

し

こ

と

た

と

へ

ロ

つ

U

し

ぜ

ん

り

ょ

う

何
と
や
ら
ん
奇
な
る
に
似
た
れ
ど
是
人
情
の
自
然
に
し
て
決
し
て
怪
む
べ
き
事
に
ハ
あ
ら
ず
警
パ
実
事
師
す
な
は
ち
善
良
な
る

U
ん

ぶ

つ

か

あ

い

は

な

し

す

き

つ

が

う

ぜ

ひ

お

こ

な

ひ

そ

の

口

ん

ぷ

つ

よ

し

っ

唱

り

な

人
物
ハ
し
ら
ず
/
¥
可
愛
く
な
り
て
話
語
の
筋
の
都
合
に
よ
り
て
是
非
よ
こ
し
ま
な
る
行
為
を
パ
其
人
物
が
な
す
由
を
パ
綴
倣
さ
で

か

な

を

り

し

く

み

よ

お

こ

な

ひ

あ

〈

が

た

U
ん

ぷ

つ

る

〈

ハ
適
は
ぬ
折
に
も
し
ひ
て
脚
色
を
ま
げ
た
わ
め
て
善
き
行
為
を
な
さ
し
め
な
ど
し
あ
る
ひ
ハ
悪
形
の
人
物
に
ハ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
悪

ぜ

ゃ

う

は

か

ま

、

せ

う

せ

っ

か

こ

と

か

う

ぞ

う

へ

ん

ぱ

行
を
パ
し
ひ
て
な
さ
し
め
ん
と
図
る
な
ん
ど
ハ
間
々
小
説
家
の
す
る
事
な
り
(
第
五
好
憎
偏
頗
)
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と

〈

ペ

つ

ほ

う

ご

ニ

と

か

う

ぞ

う

へ

ん

ば

し

ゃ

う

こ

と

U
ん

ぷ

つ

〈

わ

ん

U
ゃ

う

ぷ

ん

り

ゅ

う

き

く

し

ゃ

特
別
保
護
と
い
へ
る
事
ハ
好
憎
の
偏
頗
よ
り
生
ず
る
事
に
て
こ
も
ま
た
人
物
に
関
す
る
こ
と
な
り
上
文
の
理
由
に
よ
り
て
作
者
が

し

ゆ

こ

う

へ

ん

あ

い

は

な

は

だ

ひ

た

す

ら

し

ゅ

ニ

う

み

D

2

き

け

ん

ば

あ

U

D

ぞ

か

な

ら

こ

れ

主
公
を
偏
愛
す
る
こ
と
ま
す

f
¥
甚
し
き
に
い
た
る
と
き
ハ
只
管
主
公
の
身
を
庇
護
し
て
危
険
の
場
合
に
臨
む
ご
と
に
必
ず
之
を

オ

〈

ひ

あ

い

せ

う

せ

っ

そ

町

し

ゅ

U
ん

こ

う

ニ

ろ

な

し

ニ

と

こ

れ

す

く

援
ふ
こ
と
あ
り
悲
哀
小
説
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
ハ
其
主
人
公
を
殺
す
こ
と
ハ
も
と
よ
り
成
が
た
き
事
な
る
か
ら
之
を
援
ふ
ハ
あ
し
き
に

と

〈

べ

っ

こ

れ

ほ

と

そ

の

き

&

ん

ま

ぬ

が

そ

の

じ

ん

ぷ

つ

み

う

へ

つ

ね

き

だ

こ

と

ご

と

ど

〈

し

ゃ

あ
ら
ね
と
あ
ま
り
に
特
別
に
之
を
保
護
し
て
其
危
難
を
し
も
免
る
、
ハ
其
人
物
の
身
の
上
に
ハ
常
に
定
ま
り
た
る
事
の
如
く
読
者
に

お

も

っ

た

な

と

く

べ

つ

ほ

う

ご

思
は
る
、
ハ
い
と
拙
し
(
第
六
特
別
保
護
)

北
大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

イ
ギ
リ
ス
の
小
説
論
に
お
い
て
は
作
者
の
シ
ン
パ
シ
イ
に
関
連
し
て
、
公
平
と
の
か
ね
合
い
が
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
遁
遣
は

当
然
そ
の
議
論
を
眼
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
読
み
直
し
て
み
れ
ば
、

た
し
か
に
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
物
語
は
右
の
よ
う
な
欠
点
を
あ
ら
わ
に
見
せ
て
し

の
里
見
一
族
に
対
す
る
役
の
行
者
や
、
犬
江
親
兵
衛
を
神
童
と
し
て
底
護
す
る
伏
姫
の
霊
、
『
侠
客

伝
』
に
お
け
る
九
六
媛
な
ど
は
、
作
者
の
作
品
世
界
に
対
す
る
自
己
超
越
化
あ
る
い
は
支
配
権
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
世
界
観
、
い

や
宇
宙
観
の
表
明
で
あ
っ
た
。
遁
遁
は
こ
れ
を
作
者
の
偏
愛
と
呼
ん
だ
わ
け
で
、
同
時
は
そ
れ
は
超
越
性
の
否
定
に
よ
る
作
者
の
現
世
化

ヂ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

で
あ
り
、
超
越
的
視
点
か
ら
仕
組
ま
れ
た
「
隠
微
」
の
否
定
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
作
者
の
現
世
化
に
よ
る
公
平
の
実
現
。

ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
『
八
犬
伝
」

遁
遣
の
「
傍
観
」
概
念
に
は
こ
の
理
念
が
寵
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
後
世
の
研
究
者
は
い
わ
ゆ
る
写
実
論
と
し
て
だ
け
に
限
定
し
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て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
た
め
、
常
に
そ
の
急
所
を
逸
す
る
破
目
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

作
中
人
物
に
対
す
る
好
憎
や
偏
愛
は
、

お
そ
ら
く
い
つ
の
時
代
の
物
語
に
も
避
け
ら
れ
な
い
病
弊
で
あ
ろ
う
。
完
全
に
そ
れ
を
免
れ
た

客
観
性
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
な
仮
定
の
上
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
共
同
体
の
好
憎
偏
愛
と
作
者
の
そ
れ
と
が
違
和
な
く

重
な
っ
て
い
た
時
代
、

か
つ
て
国
民
文
学
論
者
に
民
族
的
叙
事
詩
の
客
観
性
と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
表
現
が
生
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
馬
琴
は

個
人
の
力
量
で
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
無
謀
な
夢
に
駆
ら
れ
た
の
だ
っ
た
が
、
遁
遣
は
も
は
や
個
人
の
位
相
か
ら
し
か
小
説
は
綴
り

え
な
い
と
言
い
切
っ
た
の
で
あ
る
。
好
憎
偏
愛
が
極
端
な
と
こ
ろ
ま
で
走
っ
て
し
ま
う
の
は
脚
色
上
望
ま
し
く
な
い
、

な
ど
と
い
う
批
判

は
今
日
あ
ま
り
に
も
自
明
化
さ
れ
、

か
え
っ
て
好
憎
偏
愛
を
克
服
し
た
客
観
性
が
あ
り
う
る
か
の
ご
と
き
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
ほ
ど
だ
が
、

一
た
ん
そ
れ
を
顕
在
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
遁
遁
の
発
言
の
意
味
が
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



い
わ
ゆ
る
生
身
の
作
家
と
は
異
な
る
が
、
き
わ
め
て
そ
れ
に
近
い
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。

つ

と

さ

〈

し

や

か

ん

じ

ゃ

う

し

そ

う

ほ

か

み

お

ほ

か

〈

遁
逢
に
よ
れ
ば
そ
の
作
者
が
好
憎
偏
頗
や
特
別
保
護
を
と
り
止
め
、
「
力
め
て
作
者
の
感
情
思
想
を
外
に
見
え
ざ
る
や
う
掩
ひ
蔵
し
て

た

に

ん

げ

ん

U
ょ

う

あ

ひ

せ

ん

べ

ん

ぱ

ん

〈

わ

き

は

ま

り

み

ご

と

え

が

い

き

ご

と

う

つ

他
の
人
聞
の
情
合
を
パ
千
変
万
化
極
な
く
見
る
が
知
く
に
置
き
だ
し
活
た
る
知
く
写
し
い
だ
」
し
て
主
人
公
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い

現
世
化
さ
れ
た
作
者
は
も
ち
ろ
ん

の
で
あ
る
。

作
者
の
思
想
や
感
情
を
蔽
い
隠
す
こ
と
が
、

先
に
指
摘
し
た

主
義
の
一
方
法
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
う

に
お
い
て
は
和
二
郎
と
い
う
男
を
除
く
外
は
「
総
じ
て

き

〈

し

ゃ

ひ

と

り

ご

と

お

も

あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
「
さ
な
が
ら
作
者
が
独
語
の
ご
と
く
思
は
」
れ
て
し
ま

「
表
面
」

そ
ん
な
わ
け
で
、
例
え
ば
梅
亭
金
鷲
の
『
七
偏
人
』

ど

う

し

つ

に

ん

げ

ん

ど

う

い

つ

に

ん

ご

と

お

ほ

同
質
の
人
間
に
て
ほ
と
ん
ど
同
一
人
の
如
く
思
は
る
、
」

(
安
政
四
、

一
八
五
七
年
)

う
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
感
情
思
想
の
掩
蔵
を
欠
い
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

モ
ノ
ロ
ー
グ

し
て
み
る
な
ら
ば
、
先
ほ
ど
列
挙
し
た
趣
向
一
轍
や
重
複
な
ど
も
ま
た
作
者
の
独
語
と
呼
ぶ
べ
き
表
現
の
病
弊
だ
っ
た
こ
と
に
な
る

モ
ノ
ロ
ー
グ

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
か
れ
の
作
者
概
念
は
、
作
中
人
物
の
描
き
別
け
の
欠
知
、
す
な
わ
ち
作
者
の
独
語
と
み
る
べ
き
表
現
そ
れ
自

た

に

ん

げ

ん

口

ょ

う

あ

ひ

せ

ん

べ

ん

ぱ

ん

く

わ

き

は

ま

り

み

ご

と

え

が

モ

ノ

ロ

ー

グ

体
も
含
ん
で
い
た
。
「
他
の
人
間
(
作
中
人
物
)
の
情
合
を
パ
千
変
万
化
極
な
く
見
る
が
如
く
に
喬
き
」
出
し
て
こ
そ
そ
の
独
語
性

を
克
服
し
、
作
者
を
蔽
い
隠
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
言
文
一
致
を
目
指
す
文
体
論
が
、
作
者
の
感
情
や
思
想
の
よ
り
直
接

唱
E
4qa 

噌

E
A

的
な
伝
達
を
共
通
理
念
と
し
て
い
た
状
況
の
な
か
で
、
こ
れ
ば
か
な
り
独
持
な
表
現
観
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
言
文
一

モ
ノ
ロ
ー
グ

致
体
が
ほ
ぼ
一
般
化
し
た
時
期
、
も
っ
ぱ
ら
テ
ク
ス
ト
を
作
者
の
独
語
と
し
て
読
む
こ
と
を
好
み
、
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
作
者
の
生
活

史
や
「
内
面
」
を
窺
う
文
学
観
が
支
配
的
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
遭
遇
の
作
者
現
世
化
は
そ
の
傾
向
を
用
意
し
、
だ
が
そ
の
反
面
、
そ
れ

と
は
別
な
方
向
も
あ
り
え
た
可
能
性
を
も
見
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
検
討
す
べ
き
は
、

モ
ノ
ロ
ー
グ

そ
の
独
語
観
に
か
か
わ
る
文
体
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



構
成
と
主
人
公

震
一
吋
馬
琴
の
稗
史
七
法
制
約
と
毛
声
山
の
「
畿
一
一
一
濁
志
法
」

i
i
i
吋
侠
客

伝
』
に
則
し
て
「
隠
微
」
を
鎗
ず

l
1い
(
「
文
学
」
昭
和
五
五
年
六

1

・七月島町
4
0

の
ち
昭
和
六
二
年
五
月
、
資
裳
書
底
刊
吋
お
本
近
没
小
説
と
中

間
小
説
』
所
収
て
な
お
李
鵬
に
お
け
る
『
謡
館
警
本
幾
饗
護
骨
評
答
集
』

(
天
理
大
学
出
版
紙
齢
、
昭
和
四
八
年
一
一
一
月
刊
〉
か
ら
の
引
用
は
、
上
記
論

文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
れ
に
従
い
、
ぞ
れ
以
外
の
引
用
の
淡
認

も
上
一
に
統
一
し
た
。

経
由
…
こ
の
こ
と
に
時
間
違
し
て
、
お
れ
客
伝
二
集
一
野
答
評
い
に
次
の
冊
一
一
口
薬
が

あ
る
。仙

女
出
掛
慌
の
段
ハ
よ
し
の
山
の
盟
関
応
に
で
公
々
の
評
ハ
よ
し
。
但
闘
潟
ハ

照
応
に
あ
ら
ず
、
反
対
な
り
。
小
六
が
よ
し
野
山
に
て
の
一
不
潔
ハ
夢
な
り

こ
、
は
現
裳
の
事
に
て
趣
お
な
じ
か
ら
ず
、

E
小
六
と
姑
嬢
綬
と
お
の

/
ミ
約
束
も
な
し
、
後
ハ
彼
、
選
ハ
固
定
に
て
お
の
づ
か
ら
撃
の
相
似
た

れ
パ
反
対
な
り
。
思
よ
し
の
野
に
て
ハ
九
六
綬
の
米
自
な
ほ
詳
な
ら
ざ

《ママ
V

る
を
之
、
に
窓
た
り
。
こ
れ
ら
ハ
的
抑
留
の
自
註
と
見
る
ペ

し。
つ
淡
り
九
六
媛
と
い
う
悶
一
の
人
物
(
女
約
出
)
が
一
方
で
は
小
六
の
夢
に

貌
わ
れ
、
他
方
で
は
務
笑
に
姑
耐
用
娠
の
眼
誌
に
出
現
し
た
が
放
に
「
反
対
」

作
悼
の
で
あ
り
、
ま
た
…
何
一
に
無
縁
だ
っ
た
小
六
と
始
感
制
服
が
九
六
媛
の
お
告

げ
に
よ
っ
て
相
似
た
立
場
を
与
え
ら
れ
た
、
こ
の
欄
関
係
も
「
反
対
」

言
う
の
守
あ
る
。
な
お
右
の
「
留
経
い
は
、
九
六
姫
の
出
現
の
由
来
夜
、

小
中
ハ
の
夢
に
現
わ
れ
た
時
金
て
開
明
か
し
て
し
ま
わ
ず
、
謎
を
撒
潤
し
て
お
き
、

始
鯵
娠
の
訴
に
出
現
し
た
折
に
く
わ
し
く
語
っ
た
こ
と
彩
回
議
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
一
つ
察
側
前
後
…
図
で
説
明
す
る
と
あ
ま
り
に
く
ど
く
な
り
か

ね
な
い
場
合
、
二
回
闘
に
分
け
、
後
の
図
で
議
の
箆
の
不
足
を
補
う
方
法
夜
、

毛
声
山
の
吋
統
一
一
一
箆
窓
法
」
は
「
結
染
」
よ
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
掛
崎
郡
ザ

は
「
緩
染
」
と
吋
槻
染
」
と
間
一
概
念
と
し
、
「
緩
染
」
に
当
る
方
法
務

M

「向同

縫
い
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

滋
三
叫
八
犬
伝
」
の
犬
塚
儀
乃
に
は
浜
路
と
い
う
許
婚
が
い
た
が
不
幸
に

し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
の
ち
里
見
義
戒
の
第
五
女
に
浜
路
と
い
う
姫

が
出
て
来
て
、
容
貌
も
瓜
二
つ
だ
っ
た
。
山
滋
然
億
乃
と
の
縁
が
予
想
さ
れ
、

馬
琴
も
予
怨
し
た
た
め
、
読
者
の
…
人
は
、
帰
後
乃
が
敵
域
よ
り
浜
務
綴
を

救
出
し
た
功
績
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
と
い
う
ス
ト
i
リ
ー
を
予
測
し
た
。

そ
れ
に
材
対
し
て
馬
琴
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

。，uqa 

噌

B
ム

信
乃
が
浜
路
妓
後
数
減
よ
り
救
ひ
山
似
す
功
あ
り
て
そ
の
賞
と
し
て
婆
せ

ら
る
、
な
ど
い
ふ
ご
と
き
趣
向
に
で
凡
人
知
げ
に
で
天
縁
に
あ
ら
ず
。
{
市
叩

絡
)
胤
榊
掛
凡
義
成
主
も
し
ら
ず
浜
路
娘
も
知
ら
ず
信
乃
は
勿
叫
織
し
ら
ず
送

も
彼
も
皆
不
用
意
に
て
交
に
炎
婦
に
な
る
に
あ
ら
、
ざ
れ
ば
、
甲
斐
の
石

釆
な
る
木
工
作
が
糊
鋼
所
に
て
浜
路
が
菟
魂
、
浜
銘
綬
に
滋
て
償
乃
に
も

の
を
い
ふ
た
る
大
慾
散
ら
ず
後
。
出
溜
不
用
殺
に
で
実
に
夫
婦
に
な
る
後

も
で
浜
絡
媛
ハ
郎
浜
路
に
て
、
浜
務
ハ
関
浜
路
娘
な
る
事
、
そ
の
中
に



初
練
た
る
が
則
作
者
の
隠
微
に
候
(
「
八
犬
伝
九
輯
再
評
」
)
。

註
四

w
・イ
1
ザ
l
著
、
轡
回
収
訳
『
行
為
と
し
て
の
読
書
|
|
美
的

北
大
文
学
部
紀
要

作
用
の
理
論
|
|
』
(
岩
波
書
底
、
昭
和
五
二
年
三
月
刊
)

(
一
九
九
二
・
四
・
一
二
十
)
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