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『
雨
月
物
語
』

に
お
け
る

「
貧
福
論
」

の
位
置

大

輪

靖

宏

「
雨
月
物
語
』
の
諸
短
編
に
つ
い
て
の
考
察
は
従
来
か
ら
盛
ん
で
あ
る
が
、
「
貧
福
論
」
に
つ
い
て
は
、

正
面
か
ら
こ
れ
を
論
じ
た
も
の
が
き
わ
め
て
少
な

ぃ
。
そ
れ
は
「
貧
福
論
」
と
い
う
短
編
の
特
異
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
短
編
を
『
雨
月
物
語
』
の
他
の
八
編
と
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
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な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
重
友
毅
氏
は
「
『
貧
福
論
』
の
解
釈
」
（
『
雨
月
物
語
の
研
究
』
所
収
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ

る。
「
『
貧
福
論
』
も
ま
た
、

在
来
の
批
評
家
に
よ
っ
て
、

著
し
く
そ
の
価
値
を
低
く
見
積
ら
れ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
彼
等
の
理
解
の
浅
さ
を
、
同
時
に
研

究
態
度
の
不
徹
底
を
、
み
づ
か
ら
表
白
す
る
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
怪
奇
の
色
彩
に
乏
し
く
、
巻
頭
の
『
白
峯
』
を
は
じ
め
と

し
て
、
恐
怖
と
戦
傑
の
場
面
に
慣
れ
来
っ
た
読
者
を
し
て
、
柳
か
期
待
は
づ
れ
の
感
を
抱
か
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
ま
た
そ
れ
が
殆
ど
抽
象

的
論
議
に
終
始
し
、
知
識
に
訴
へ
る
要
素
が
多
過
ぎ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
は
ま
だ
十
分
な
整
理
の
手
が
加
へ
ら
れ
ず
、
中
に
矛
盾
・
撞
著
を
含
ん
で
、

や
斗
混
濁
の
色
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
も
、
欠
点
と
言
へ
ば
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
更
に
全
体
の
構
成
が
問
答
体
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
小
説
的
結
構

を
与
へ
て
、
そ
れ
が
一
篇
の
議
論
文
と
成
り
了
る
こ
と
を
防
ぐ
も
の
で
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
『
白
峯
』
の
崇
徳
上
皇
と
西
行
の
問
答
の
如
く
、
両
々

相
対
持
し
て
下
ら
ず
、
共
に
他
を
説
得
せ
ず
ん
ば
や
ま
ず
の
概
を
以
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
の
問
ひ
に
応
じ
て
他
方
が
答
へ
る
こ
と
、
恰
も
平
凡
な

る
教
室
に
お
け
る
平
凡
な
る
教
師
と
生
徒
の
問
答
の
如
く
、
概
し
て
平
板
・
単
調
に
流
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
、
そ
の
魅
力
を
失
ふ
所
以
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
確



か
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
故
を
以
て
、
そ
の
価
値
を
著
し
く
軽
視
し
、
も
し
く
は
無
視
す
る
こ
と
の
誤
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
対

象
を
興
味
本
位
の
読
物
と
し
て
取
り
扱
ふ
場
合
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
う
し
た
懇
意
的
な
選
択
を
先
立
て
る
以
上
、
九
篇
の
説
話
を
含
む

『
雨
月
』
が
、
全
体
と
し
て
占
め
る
位
相
は
、
つ
ひ
に
明
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
」

重
友
氏
は
こ
の
よ
う
に
「
貧
福
論
」
を
『
雨
月
物
語
』
の
中
の
一
編
と
し
て
あ
く
ま
で
も
全
体
的
な
見
地
よ
り
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
提
唱
さ
れ
、

貧

福
論
」
が
単
な
る
間
に
合
わ
せ
で
『
雨
月
物
語
』
の
中
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
「
一
時
の
間
に
合
は
せ
と
し
て
そ
こ
に
取
り
加
へ
ら
れ
る
も

の
は
、
恐
ら
く
は
か
や
う
な
特
異
な
色
彩
を
も
つ
も
の
と
は
反
対
の
、
従
っ
て
そ
れ
ま
で
に
物
語
ら
れ
て
来
た
説
話
と
同
じ
調
子
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
と
見

る
方
が
、
寧
ろ
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
の
や
う
な
説
話
な
ら
ば
、
既
に
そ
れ
ま
で
の
諸
説
話
が
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
和
漢
の
典
籍
を
駆
使
す
る

に
相
当
の
才
能
を
も
っ
秋
成
に
と
っ
て
、
そ
の
制
作
は
恐
ら
く
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
貧
福
論
」
が
『
雨
月
物
語
』
中
の
一
編
と
し
て
加
え
ら
れ
た
に
つ
い
て
は
作
者
秋
成
に
何
ら
か
の
積
極
的
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
重
友
毅
氏
の
意
見
に
対

A
U
 

し
て
は
、
鵜
月
洋
氏
も
賛
意
を
表
し
て
お
ら
れ
、
「
「
貧
福
論
』
の
意
義
と
位
相
」
（
国
文
学
論
叢
6
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
：
：
：
私
も
こ
の
説
に
は
全
面
的
に
賛
成
で
す
。
な
ぜ
賛
成
か
と
い
え
ば
、
い
ま
こ
こ
で
、
『
雨
月
物
語
』
の
中
で
は
わ
り
あ
い
に
構
想
や
プ
ロ
ッ
ト
の
単

純
な
『
白
峯
』
で
あ
る
と
か
『
仏
法
僧
』
で
あ
る
と
か
を
『
貧
福
論
』
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
、
秋
成
が
小
説
を
媒
体
と
し
て

自
己
の
史
観
な
り
学
識
な
り
人
生
観
な
り
批
評
精
神
な
り
を
、
対
話
形
式
と
い
う
か
な
り
素
朴
で
ナ
マ
な
か
た
ち
・
で
う
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
学
の
も

つ
目
的
意
識
や
意
図
性
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
『
貧
福
論
』
も
そ
れ
と
同
質
同
位
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
：
：
：
「
貧
福
論
』
と
い

う
作
品
は
、
『
雨
月
物
語
』
を
怪
異
小
説
と
だ
け
受
け
と
っ
た
ば
あ
い
に
は
、

た
し
か
に
そ
の
位
相
に
お
い
て
全
体
か
ら
や
や
遊
離
し
た
異
色
篇
と
よ
ぶ
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
作
者
の
側
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
、
け
っ
し
て
特
異
な
作
品
で
も
ケ
タ
は
守
す
れ
の
作
品
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
む

し
ろ
秋
成
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
抱
懐
す
る
見
解
な
り
批
評
精
神
な
り
を
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
作
品
の
う
え
に
う
ち
出
す
こ
と
が
、
作
家
と
し
て
の
本
懐
で

あ
り
生
き
が
い
で
あ
り
使
命
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
こ
そ
創
作
意
欲
が
た
か
め
ら
れ
、
作
家
的
良
心
が
充
足
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」



こ
の
よ
う
に
重
友
氏
も
鵜
月
氏
も
、
「
貧
福
論
」
を
『
雨
月
物
語
』
の
中
の
例
外
的
な
作
品
と
し
て
扱
う
こ
と
を
せ
ず
、

作
者
秋
成
の
明
ら
か
な
意
図
の
も

と
に
『
雨
月
物
語
』
に
加
え
ら
れ
た
作
品
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
「
貧
福
論
」
が
『
雨
月
物
語
』
に
加
え
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、

こ
の
作
品
の
中

で
展
開
さ
れ
る
金
銭
論
が
秋
成
に
と
っ
て
の
重
要
な
発
見
で
あ
り
、
ぜ
ひ
と
も
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
「
貧
福
論
」
に
つ
い
て
の
論
は
こ
の
お
二
人
の
意
見
に
尽
き
る
の
で
あ
り
、
私
自
身
も
両
氏
の
御
意
見
に
格
別
の
異
を
唱
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
賛
福
論
」
が
秋
成
の
積
極
的
な
意
図
の
も
と
に
『
雨
月
物
語
』
に
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
「
貧
福
論
」
の
中
で
展
開
さ
れ

て
い
る
金
銭
論
が
秋
成
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
切
な
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
全
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
只
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
私
は
「
貧
福
論
」
を
『
雨
月
物
語
』
中
の
他
の
八
編
と
全
く
同
一
に
考
え
、
そ
れ
ら
の
中
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
た
め
ら
い
を
感
じ

る
。
む
し
ろ
、
こ
の
際
「
貧
福
論
」
の
特
異
性
を
も
っ
と
っ
き
つ
め
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、

「
貧
福
論
」
に
は

諸
家
の
指
摘
さ
れ
た
以
上
の
多
く
の
特
異
性
が
あ
る
と
私
は
思
う
し
、
こ
の
特
異
性
が
秋
成
を
し
て
「
雨
月
物
語
』
と
同
傾
向
の
作
品
の
創
作
を
二
度
と
行
な

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
問
題
を
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

鵜
月
洋
氏
は
、
先
に
引
い
た
御
論
考
に
お
い
て
、
「
貧
福
論
」
に
盛
ら
れ
た
論
議
は
秋
成
が
小
説
を
媒
体
と
し
て
自
己
の
思
想
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

文
学
の
持
つ
目
的
意
識
や
意
図
性
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
「
貧
福
論
」
も
「
白
峯
」
や

ず
、
こ
の
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

「
仏
法
僧
」

と
同
質
問
位
の
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

ま

確
か
に
「
白
峯
」
や
「
仏
法
僧
」
に
は
作
中
に
論
議
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る

Q

そ
の
点
で
は
「
貧
福
論
」
と
共
通
点
が
あ
る
と
言
う
こ
と
は
出
来
る
。
し
か

し
、
こ
の
共
通
点
と
は
作
中
に
論
議
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
形
式
上
の
共
通
点
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
論
議
が
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い

る
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
み
れ
ば
、
全
く
異
質
の
作
品
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。



「
白
峯
」
と
い
う
作
品
は
確
か
に
崇
徳
院
と
西
行
と
の
間
に
戦
わ
さ
れ
る
議
論
が
中
心
と
な
っ
て
発
展
し
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
議

論
を
述
べ
る
こ
と
が
作
品
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
当
事
者
達
の
（
特
に
崇
徳
院
の
）
人
間
性

と
い
う
も
の
を
浮
き
立
た
せ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
「
雨
月
物
語
に
描
か
れ
た
人
間
」
（
拙
著
『
上
田
秋
成
文

学
の
研
究
』
所
収
）
に
お
い
て
く
わ
し
く
検
討
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
、
論
を
進
め
る
便
宜
上
、
簡
単
に
そ
れ
を
復
習
し
て
お
き
た
い
。

崇
徳
院
は
自
分
を
悲
境
に
陥
れ
た
人
間
違
に
対
し
、
激
し
い
怨
念
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
怨
念
に
よ
っ
て
崇
徳
院
は
次
々
と
復
讐
を
行
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
自
分
の
行
為
を
正
当
化
す
る
一
つ
の
論
理
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
国
の
纂
奪
革
命
理
論
を
自
分
の
実
際
の
状
況
に
あ
て
は
め
た
も
の
で
、

「
臣
と
し
て
主
君
を
討
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
天
に
応
じ
民
の
望
み
に
従
っ
た
場
合
に
は
正
し
い
と
さ
れ
る
。
ま
し
て
、
自
分
は
も
と
も
と
天
皇
と
し
て
天

下
を
支
配
す
べ
き
立
場
の
人
間
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
変
則
的
な
牝
鶏
の
支
配
す
る
世
を
覆
そ
う
と
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
な
い
」
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
こ
の

論
理
は
、
崇
徳
院
の
保
元
の
乱
に
お
け
る
行
動
を
正
当
化
す
る
と
と
も
に
、
現
在
敗
者
と
し
て
勝
者
達
に
復
讐
し
つ
つ
あ
る
行
為
を
も
正
当
化
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
崇
徳
院
の
こ
の
論
理
は
西
行
の
反
論
に
よ
っ
て
あ
え
な
く
潰
え
て
し
ま
う
。
西
行
は
史
上
よ
り
菟
道
稚
郎
子
の
例
を
引
き
、
そ
の
行
動
を
崇

徳
院
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
田
駅
徳
院
の
行
動
は
結
局
の
と
こ
ろ
人
欲
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
商
行
は
、
崇
徳
院

の
論
理
の
根
拠
た
る
纂
奪
革
命
説
そ
の
も
の
を
批
判
し
、
崇
徳
院
の
行
為
に
は
何
ら
の
正
当
性
も
な
い
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
崇
徳
院
は

「
今
事
を
正
し
て
罪
を
と
ふ
、
こ
と
わ
り
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
自
ら
の
非
を
認
め
る
に
到
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
崇
徳
院
の
悲
劇
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
ら

な
い
。
自
分
の
行
動
の
正
当
性
を
否
定
さ
れ
た
崇
徳
院
は
、
そ
れ
で
も

（
む
し
ろ
、
「
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
）
ま
す
ま
す
自
分

の
感
情
の
高
ぶ
り
を
お
さ
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
西
行
を
前
に
し
て
崇
徳
院
は
さ
ら
に
言
葉
を
つ
ぎ
、
今
ま
で
に
自
分
が
い
か
に
苦
し
め
ら
れ
た

か
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
が
ど
の
よ
う
な
復
讐
を
し
た
か
を
述
べ
た
て
る
。
こ
れ
は
も
は
や
論
理
で
は
な
い
。
感
情
の
流
露
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ

る
。
論
理
に
は
論
理
で
立
ち
向
っ
た
西
行
も
、
感
情
は
論
理
で
押
さ
え
ら
れ
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
荒
れ
狂
う
崇
徳
院
の
霊
を
前
に
し
て
つ
い
に
沈
黙
し
て

し
ま
う
。
西
行
に
出
来
る
こ
と
と
し
て
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
歌
に
託
し
て
随
縁
の
こ
こ
ろ
を
勧
め
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て

も
、
崇
徳
院
の
感
情
の
炎
を
消
す
に
は
何
ら
の
力
も
持
た
な
い
。
崇
徳
院
の
復
讐
は
な
お
一
層
の
激
し
さ
を
も
っ
て
進
ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



「
白
峯
」
と
い
う
小
説
は
、
こ
の
よ
う
に
崇
徳
院
と
西
行
と
の
論
争
を
通
し
て
、

一
人
の
人
間
の
悲
劇
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
戦
わ
さ

れ
る
論
争
は
決
し
て
程
度
の
低
い
も
の
で
は
な
く
、
又
、
作
者
秋
成
の
思
想
と
も
決
し
て
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
価
値
は
、
こ
の
論

争
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
思
想
的
価
値
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
論
争
が
展
開
し
て
行
く
に
従
っ
て
次
第
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
行
く
崇
徳
院
の
人
間
性
と
い
う

も
の
に
あ
る
。
一
人
の
人
聞
が
正
当
と
信
じ
ら
れ
る
論
理
の
も
と
に
行
動
を
し
て
い
る
。
そ
の
論
理
が
打
破
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
人
聞
は
そ
れ
で
も
自
分
の
行

動
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
人
間
は
感
情
に
支
配
さ
れ
て
い
る
動
物
で
あ
り
、
我
々
が
絶
対
的
な
論
理
と
思
っ
て
い
る
も
の
も
自
ら
の
感
情
に
合
致
す
る

よ
う
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
人
聞
は
、
論
理
で
も
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
自
ら
は
信
じ
て
い
る
が
、
そ
の
行
動
を
根
底
で
支
え
て
い
る

の
は
実
際
は
感
情
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
聞
は
論
理
を
否
定
さ
れ
て
も
、
な
お
感
情
に
引
き
ず
ら
れ
て
自
分
の
行
動
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ

る
。
崇
徳
院
の
悲
劇
は
こ
こ
に
あ
り
、
こ
う
し
た
崇
徳
院
の
悲
劇
を
描
い
た
も
の
が
「
白
峯
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
白
峯
」
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
展
開
さ
れ

て
行
く
論
議
は
、
理
性
で
は
押
さ
え
ら
れ
ぬ
感
情
を
持
つ
崇
徳
院
の
悲
劇
を
描
き
出
す
の
に
最
も
効
果
的
な
道
具
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
貧
福
論
」
も
ま
た
、
表
面
的
に
は
「
白
峯
」
と
似
て
お
り
、
論
議
を
中
心
と
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
貧
福
論
」
に
お
け
る
論
議
は
、
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き
て
、
こ
の
辺
で
話
を
「
貧
福
論
」
に
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
白
峯
」
に
お
け
る
論
議
の
よ
う
に
、
人
間
と
い
う
も
の
を
描
き
出
す
の
に
効
果
的
に
働
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
論
争
が
進
む
に
つ
れ
、
作
中
人
物
が
そ
れ
に

と

う

き

が

反
応
を
示
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
の
持
つ
業
と
か
性
と
か
が
浮
き
出
て
来
る
だ
ろ
う
か
。

「
貧
福
論
」
に
出
て
来
る
岡
左
内
は
、
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
、
小
判
一
枚
を
持
っ
て
い
た
男
を
厚
く
賞
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
そ
の
個
性
が
語
ら

れ
る
が
、
黄
金
の
精
霊
が
現
れ
て
か
ら
は
全
く
没
個
性
的
な
聞
き
手
に
な
っ
て
し
ま
う
。
勿
論
、
左
内
も
只
聞
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
自
分
の
意
見
も
言
う
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
性
を
発
揮
し
て
の
反
論
で
は
な
く
、
黄
金
の
精
霊
の
意
見
を
さ
ら
に
引
き
出
す
た
め
の
発
言
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
う
し

た
黄
金
の
精
霊
と
の
対
話
の
中
か
ら
岡
左
内
の
人
間
性
が
浮
き
出
て
来
る
筈
は
な
く
、
重
友
毅
氏
が
「
恰
も
平
凡
な
る
教
室
に
お
け
る
平
凡
な
る
教
師
と
生
徒

の
問
答
の
如
く
」
と
言
わ
れ
た
通
り
、
黄
金
の
精
霊
の
一
方
的
な
弁
舌
の
う
ち
に
こ
の
作
品
は
終
る
の
で
あ
る
。

又
、
「
貧
福
論
」
は
黄
金
の
精
霊
の
姿
に
託

し
て
人
聞
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。
人
間
以
外
の
も
の
を
主
人
公
と
し
て
い
て
も
、
そ
こ
に
人
間
性
が
託
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
人
聞
を



描
い
た
作
品
と
言
っ
て
良
く
、

そ
う
し
た
観
点
か
ら
動
物
な
ど
を
主
人
公
と
し
て
創
ら
れ
た
作
品
と
い
う
も
の
は
我
々
の
周
辺
に
数
多
く
存
在
す
る
。
現
に

『
雨
月
物
語
』
に
お
い
て
も
、
秋
成
は
「
蛇
性
の
姪
」
に
お
い
て
「
年
経
た
る
馳
」
を
主
人
公
と
し
、
そ
の
化
身
た
る
真
女
児
を
通
し
て
女
の
（
人
間
の
）
或

る
一
面
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
「
貧
福
論
」
の
黄
金
の
精
霊
は
、
単
に
金
銭
論
を
述
べ
る
た
め
に
の
み
登
場
し
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
性
が
発
露
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く
な
い
。

結
局
、
「
貧
福
論
」
は
、
論
議
を
通
し
て
人
聞
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
で
は
な
く
、

論
議
そ
の
も
の
を
述
べ
よ
う
と
し
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し

て
、
「
白
峯
」
と
「
貧
福
論
」
と
は
、

共
に
作
中
に
論
議
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、

作
品
そ
の
も
の
の
目
的
は
全
く
違
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
又
、
こ
の
こ
と
は
、
コ
附
月
物
語
』
の
中
で
「
貧
福
論
」
だ
け
が
人
聞
を
描
く
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
作
品
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
。
「
貧
福
論
」
を
除
く
『
雨
月
物
語
』
の
他
の
八
編
は
い
ず
れ
も
人
聞
を
描
い
て
い
る
。
「
仏
法
僧
」
の
よ
う
に
一
見
秋
成
が
自
分
の
学
説
を
披
歴
し

た
い
が
た
め
に
書
い
た
よ
う
に
見
え
る
作
品
で
あ
っ
て
も
、
秀
次
と
い
う
人
聞
を
通
し
て
秋
成
は
人
間
の
或
る
面
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

-105-

秋
成
は
、
「
白
峯
」
に
お
い
て
報
復
に
向
っ
た
崇
徳
院
の
姿
を
描
き
、
今
度
は
そ
の
裏
返
し
の
テ
l
マ
と
し
て
「
仏
法
僧
」
に
お
い
て
生
前
に
崇
徳
院
と
同
じ
よ

う
な
仕
打
ち
を
他
人
か
ら
受
け
な
が
ら
も
報
復
に
は
向
か
わ
な
い
秀
次
の
姿
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
前
掲
「
雨
月
物
語
に
描
か
れ
た
人
間
」
参
照
）
1

1

も
っ
と
も
「
仏
法
僧
」
は
、
「
白
峯
」
ほ
ど
に
は
作
品
の
出
来
が
良
く
な
い
の
で
、
こ
の
作
品
に
使
わ
れ
て
い
る
古
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
の
論
議
は
「
白
峯
」

に
お
け
る
論
議
の
よ
う
に
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
秀
次
が
女
々
し
い
怨
念
な
ど
に
囚
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
穏
や
か
な
宴
の
有
様
を

叙
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
宴
の
席
上
に
お
い
て
古
歌
の
解
釈
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
は
出
来
よ
う
。

「
白
峯
」
に
お
け
る
纂
奪
革
命
説
を
中
心
と
す
る
論
議
、
「
仏
法
僧
」
に
お
け
る
古
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
の
論
議
、
「
貧
福
論
」
に
お
け
る
金
銭
の
動
き
に
つ

い
て
の
論
議
1

1
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
秋
成
に
と
っ
て
得
意
の
論
で
あ
り
、
論
そ
の
も
の
の
価
値
は
甲
乙
つ
け
が
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
小
説
作
品
と
し

て
見
る
と
き
、
論
議
の
は
た
す
役
割
は
、
「
白
峯
」
「
仏
法
僧
」
と
「
貧
福
論
」
と
は
全
く
違
っ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



『
雨
月
物
語
』
に
お
け
る
諸
短
編
の
中
で
の
「
貧
福
論
」
の
特
殊
性
と
い
う
の
は
、

一
口
に
言
え
ば
、
他
の
八
編
は
人
聞
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
て

論
議
そ
の
他
は
す
べ
て
そ
の
た
め
の
材
料
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
貧
福
論
」
は
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
論
議
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
確
か
に
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
金
銭
論
は
、
す
で
に
諸
氏
の
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
通
り
、
秋
成
が
何
と
か
し
て
現
実
に
お
け
る
金
銭
の
動
き
を
説

明
し
よ
う
と
し
て
苦
労
し
た
挙
旬
、
よ
う
や
く
得
ら
れ
た
結
論
で
あ
る
ら
し
い
。
従
っ
て
『
雨
月
物
語
』
創
作
時
の
秋
成
に
と
っ
て
は
一
応
満
足
す
べ
き
結
論

で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
う
し
た
形
で
世
に
問
お
う
と
し
た
こ
と
も
ま
た
当
然
と
思
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
金
銭
論
が
秋
成
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
な
価
値
を
有
し
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
思
想
的
な
価
値
で
あ
っ
て
、
文
学
的
な

価
値
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
問
題
は
自
ら
違
っ
て
こ
よ
う
。
実
際
、
我
々
は
『
雨
月
物
語
』
の
諸
短
編
を
文
学
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
「
貧
福

論
」
は
除
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
作
者
た
る
秋
成
も
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
「
貧
福
論
」
と
い
う
題
名
の
付
け
方
に
も
伺
わ
れ
る
と
思
う
。
秋
成
の
小
説
作
品
に
は
、
『
雨
月
物
語
』
『
春
雨
物
語
』
中
の
諸
短
編
を
見
渡
し
て
も
、
初

「
l
ー
ー
論
」
と
名
の
つ
く
小
説
作
品
は
な
い
。
小
説
作
品
に
は
い
ず
れ
も
小
説
作
品
ら
し
い
題
名
が
つ
け
ら

-106-

期
の
浮
世
草
子
作
品
や
そ
の
他
を
見
渡
し
て
も
、

れ
て
い
る
。
『
春
雨
物
語
」
に
は
終
始
論
議
の
み
で
そ
の
論
議
を
口
に
す
る
人
物
す
ら
登
場
せ
ぬ
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
が
存
在
す
る
が
、

』
の
場
合
で
あ
っ
て
も

秋
成
は
こ
れ
に
「

l
l論
」
と
い
う
題
名
は
つ
け
て
い
な
い
。
秋
成
は
『
春
雨
物
語
』
を
書
く
頃
に
な
る
と
、
歴
史
を
語
っ
て
も
文
芸
を
語
っ
て
も
、
そ
れ
を

通
し
て
人
聞
を
語
り
得
る
な
ら
ば
物
語
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
持
つ
に
到
り
、
類
歌
論
に
終
始
し
た
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
を
も
物
語
の
範
需
に
入
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
春
雨
物
語
』
を
書
い
た
頃
の
秋
成
は
す
で
に
古
典
研
究
や
歌
や
文
を
多
く
世
に
問
う
て
お
り
、
発
表
の
手
段
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
。
事
実
、
「
歌

の
ほ
ま
れ
」
と
類
似
の
意
見
は
『
金
砂
』
や
『
遠
馳
延
五
登
』
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
『
春
雨
物
語
』
の
中
に
入
れ
て
い
る
の
は
、

物
語
と
い
う
も
の
に
対
す
る
秋
成
の
一
つ
の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
貧
福
論
」
の
場
合
は
事
情
が
違
っ
て
い
る
。
『
雨
月
物
語
』
を
創
作
し
た

当
時
の
秋
成
に
は
ま
だ
発
表
の
手
段
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
自
分
が
苦
労
し
て
考
え
出
し
何
と
か
し
て
世
に
閃
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
思
想
が
「
貧
福
論
」



な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
物
語
集
の
中
に
入
れ
て
発
表
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
秋
成
が
こ
れ
を
物
語
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
物
語
集
中
の
一
編
の
名
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
「

l
l論
」
と
い
う
題
名
は
そ
う
し
た
秋
成
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
思
想
を
述
べ
る
こ
と
が
目
的
の
書
で
俗
耳
に
入
り
や
す
い
よ
う
問
答
体
を
と
っ
た
作
品
は
、
我
が
国
に
数
多
く
存
在
す
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
が

「
物
語
」
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
珍
し
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
仮
名
草
子
の
中
に
は
『
清
水
物
語
』
『
祇
園
物
語
』
な
ど
こ
う
し
た
形
式
を
持
つ
作
品

は
多
い
。
従
っ
て
秋
成
も
、
自
分
の
創
り
出
し
た
金
銭
論
を
黄
金
の
精
霊
と
岡
左
内
と
の
問
答
と
い
う
形
で
表
現
し
、
そ
れ
を
『
雨
月
物
語
』
と
い
う
「
物
語
」

の
中
に
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
何
ら
心
理
的
抵
抗
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
先
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
、
秋
成
と
し
て
も
安
心
し

て
自
分
の
思
想
を
こ
う
し
た
形
で
『
雨
月
物
語
』
中
の
一
編
と
し
て
収
め
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
「
貧
福
論
」
が
『
雨
月
物
語
』
の
中
に
収
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
何
の
不
思
議
も
な
い
の
で
あ
る
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
「
貧
福
論
」
が
『
雨
月
物
語
』
に
お
い
て
他
の
八
編
と
全
く
同
質
の
作
品
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
貧
福
論
」
が
人
聞
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
せ
ず
論
議
そ
の
も
の
が
目
的
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

又
、
秋
成
も
そ
れ
を

司
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意
識
し
て
い
た
ら
し
く
「
｜
｜
論
」
と
い
う
題
名
を
こ
れ
に
付
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
依
然
と
し
て
「
貧
福
論
」
の
特
異
性
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

四

文
学
作
品
と
し
て
「
貧
福
論
」
を
考
え
て
み
た
場
合
、
そ
の
特
異
性
は
今
ま
で
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
こ
れ
を
思
想
的
な
観
点
か

ら
考
え
て
み
た
ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
貧
福
論
」
を
支
え
て
い
る
思
想
と
他
の
八
編
を
支
え
て
い
る
思
想
は
同
じ
で
あ
る
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
か
。

」．． 

の

点
に
つ
い
て
も
、

私
は
両
者
の
聞
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
結
論
を
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
に
対
す
る
考
え
方
が

「
貧
福
論
」
と
他
の
八
編
と
で
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
貧
福
論
」
を
除
い
た
『
雨
月
物
語
』
の
八
編
で
は
い
ず
れ
も
モ
ラ
ル
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、

人
聞
を
動
か
す
根
幹
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
貧
福
論
」
で
は
モ
ラ
ル
の
及
ば
な
い
も
の
を
考
え
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
私
は
「
雨
月
物
語
を
支
配
す
る
論
理
」
（
『
上
回
秋
成
文
学
の
研
究
』
所
収
）
に
お
い
て
、
「
菊
花
の
約
」
を
考
察
の
出
発
点
と
し
、
そ
こ
に
お
け
る
赤

穴
宗
右
衛
門
の
行
動
や
、
と
り
わ
け
赤
穴
丹
治
に
対
す
る
丈
部
左
門
の
論
理
を
考
え
て
み
た
結
果
、
「
ど
ん
な
難
し
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、
人
間
は
、
誠
意
と
知



恵
と
で
、
自
己
を
曲
げ
ず
に
モ
ラ
ル
に
そ
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
筈
だ
。
又
、
モ
ラ
ル
と
は
そ
の
よ
う
に
し
て
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
」
と
い
う
、

秋
成
の
モ
ラ
ル
に
対
す
る
厳
し
い
考
え
方
が
作
品
の
基
底
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
他
の
短
編
の
上
へ
拡
げ
て
考
え
て
み
て
も
、
少
し

の
矛
盾
も
生
じ
な
い
こ
と
も
合
せ
て
述
べ
た
。
『
雨
月
物
語
』
に
お
い
て
は
、

モ
ラ
ル
の
上
に
お
い
て
欠
点
の
な
い
人
聞
が
不
条
理
な
力
に
よ
っ
て
不
幸
に
陥

る
と
い
う
こ
と
は
起
ら
な
い
。
「
士
口
備
津
の
釜
」
に
お
け
る
正
太
郎
の
如
く
不
幸
な
結
末
に
陥
る
人
間
も
居
る
が
、

」
の
場
合
に
は
、
作
品
の
前
半
部
に
お
い

て
正
太
郎
が
モ
ラ
ル
を
踏
み
に
じ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
青
頭
巾
」
の
僧
の
如
く
悪
を
行
な
っ
た
人
間
で
あ
っ
て
も
正
道
に
戻
ら
ん
と

す
る
努
力
を
必
死
に
行
な
え
ば
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
雨
月
物
語
』
は
い
わ
ゆ
る
勧
善
懲
悪
の
文
学
で
は
な
い
が
、

人
間
の
種
々
相
を
描
き
出
す
に
あ
た

っ
て
、
常
に
既
成
の
モ
ラ
ル
に
そ
っ
て
（
或
は
、
既
成
の
モ
ラ
ル
に
低
触
し
な
い
よ
う
に
）
人
間
の
姿
を
取
り
出
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
は
神
の
世
界
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。
大
き
な
魔
力
を
持
つ
「
白
峯
」
の
崇
徳
院
に
し
て
も
忠
信
の
徳
を
持
つ
重
盛
に
は
手
が
出
せ
な

い
し
、
「
青
頭
巾
」
の
食
肉
鬼
も
大
徳
の
聖
で
あ
る
快
庵
に
は
手
が
出
せ
な
い
。
『
雨
月
物
語
』
の
世
界
で
は
こ
う
し
た
ル

l
ル
が
根
底
に
あ
り
、
そ
の
上
で
人

間
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
や
運
命
の
上
に
モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
『
雨
月
物
語
』
の
諸
短
編
の
う
ち
八
編
に
ま
で
は
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ま
話
題
と
し
て
い
る
「
貧
福
論
」
に
だ
け
は
通
用
し
な

い
。
「
貧
福
論
」
の
中
で
岡
左
内
は
黄
金
の
精
霊
に
向
っ
て
、
金
銭
が
貧
酷
残
忍
の
人
の
も
と
に
多
く
集
ま
り
清
廉
の
士
の
も
と
に
集
ら
な
い
の
は
何
故
か
と
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尋
ね
て
い
る
。
実
際
我
々
は
金
銭
の
動
き
が
モ
ラ
ル
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。
上
回
秋
成
も
貨
幣
経
済
の
発
達
し
た
近
世
の
人
間

で
あ
り
、
し
か
も
大
阪
の
商
家
の
出
身
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
金
銭
の
動
き
に
つ
い
て
は
関
心
が
深
く
、
そ
れ
が
モ
ラ
ル
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
知

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
雨
月
物
語
』
の
「
白
峯
」
か
ら
「
青
頭
巾
」
に
い
た
る
八
編
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
に
触
れ
ず
に
来
た
。
或
は
、
触
れ
る

必
要
が
な
か
っ
た
1
1
0
だ
か
ら
、
「
白
峯
」
か
ら
「
青
頭
巾
」
ま
で
の
八
編
は
、

モ
ラ
ル
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
少
し
の
破
綻
を
も
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
貧
福
論
」

に
お
い
て
秋
成
は
モ
ラ
ル
と
は
関
係
の
な
い
も
の
を
つ
い
に
取
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ

ま
で
構
築
し
て
来
た
『
雨
月
物
語
』
の
世
界
の
根
本
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
岡
左
内
の
質
問
も
、
す
で
に
金
銭
の
動
き
が
モ
ラ
ル
と
は
関
係
が
な
い
こ

と
を
当
然
の
こ
と
と
し
た
上
で
の
質
問
な
の
で
あ
る
。



岡
左
内
の
質
問
に
対
し
て
黄
金
の
精
霊
は
こ
う
答
え
て
い
る
。
「
卑
苔
貧
酷
の
人
は
、
金
銀
を
見
て
は
父
母
の
ご
と
く
し
た
し
み
、
食
ふ
べ
き
を
も
喫
は
ず
、

を
し

穿
ベ
き
を
も
着
、
す
、
得
が
た
き
い
の
ち
さ
へ
惜
と
お
も
は
で
、
起
て
お
も
ひ
臥
て
わ
す
れ
ね
ば
、
こ
t
A

に
あ
つ
ま
る
事
ま
の
あ
た
り
な
る
こ
と
わ
り
な
り
。
我

な
で

も
と
神
に
あ
ら
ず
仏
に
あ
ら
ず
、
只
こ
れ
非
情
な
り
。
非
情
の
も
の
と
し
て
人
の
善
悪
を
札
し
、
そ
れ
に
し
た
が
ふ
べ
き
い
は
れ
な
し
。
善
を
撫
悪
を
罪
す
る

か
し
づ

は
、
天
な
り
、
神
な
り
、
仏
な
り
。
一
一
一
ツ
の
も
の
は
道
な
り
。
我
が
と
も
が
ら
の
お
よ
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
只
か
れ
ら
が
つ
か
へ
伝
く
事
の
う
や
／
＼
し
き
に

あ
つ
ま
る
と
し
る
べ
し
」

こ
こ
で
黄
金
の
精
霊
も
ま
た
完
全
に
金
銭
の
動
き
を
善
悪
と
切
り
離
し
て
し
ま
っ
た
。
モ
ラ
ル
の
上
で
欠
点
を
持
つ
人
間
で
あ
っ
て
も
富
を
有
す
る
こ
と
は

あ
り
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
金
銭
が
人
間
の
生
活
の
上
に
あ
ま
り
影
響
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
結
論
が
出
て
も
一
向
さ
し
っ
か
え
な

い
が
、
金
銭
は
人
間
の
行
動
や
幸
不
幸
に
か
な
り
大
き
く
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
善
悪
と
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
も
は
や
人
間
の
行
動

や
宰
不
幸
は
モ
ラ
ル
を
基
幹
と
し
て
考
え
て
行
く
だ
け
で
は
不
十
分
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
モ
ラ
ル
だ
け
で
人
聞
を
律
し
き
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
改
め
て
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人
間
を
動
か
し
て
い
る
諸
条
件
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
構
築
し
て
来
た
『
雨
月
物
語
』
の
世
界
の
論
理
を
全
て

御
破
算
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
「
貧
福
論
」
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
考
え
て
は
い
な
い
。

人
間
と
い
う
も
の
を
根
底
か
ら
考
え
直
し
、

そ
れ
を
文
学
の
上
に
表
現
し
て
行
く
こ
と
は
、
こ

れ
か
ら
三
十
余
年
後
に
秋
成
が
書
く
『
春
雨
物
語
』
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
『
春
雨
物
語
』
で
は
、
「
貧
福
論
」
に
お
け
る
如
き
、
金
銭
は

善
悪
に
よ
っ
て
動
く
も
の
で
は
な
く
己
れ
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
で
動
く
の
だ
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
論
理
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で

「
貧
福
論
」
の
論
理
は
ま
だ
ま
だ
不
徹
底
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
貧
福
論
」
に
お
い
て
、
金
銭
は
何
故
心
正
し
い
人
の
も
と
に
集
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
い
か

け
を
設
け
る
こ
と
自
体
、
ま
だ
作
者
の
考
え
が
モ
ラ
ル
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
モ
ラ
ル
を
根
底
に
お
い
て
物
事
を
考
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
そ

ラ
ル
に
反
す
る
金
銭
の
動
き
に
注
目
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
「
貧
福
論
」
の
出
発
点
は
、
モ
ラ
ル
を
根
底
に
お
い
て
人
間

を
考
え
て
み
て
い
る
他
の
八
編
と
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
か
ら
、
秋
成
と
し
て
は
何
と
か
倫
理
的
に
納
得
の
行
く
答
を
出
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
し
、
秋
成
の
努
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
金
銭
の
動
き
だ
け
は
モ
ラ
ル
で
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
従
っ
て
ー
ー
ー
お
そ
ら
く
、
や
む
を
得
ず



で
あ
ろ
う
が
｜
i
秋
成
は
つ
い
に
金
銭
を
モ
ラ
ル
か
ら
切
り
離
す
の
で
あ
る
。

「
貧
福
論
」
と
い
う
小
説
は
、
他
の
八
編
と
同
様
、
モ
ラ
ル
を
根
底
に
お
い
て
出
発
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
確
か
に
『
雨
月
物
語
』
中
の
一
編
で
あ
る
ベ

き
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
モ
ラ
ル
と
無
関
係
な
も
の
を
人
間
社
会
の
中
に
見
出
し
た
と
い
う
点
で
は
、
「
貧
福
論
」
は
他
の
八
編
と
全
く
違
っ
た
性

質
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

「
貧
福
論
」
と
い
う
作
品
は
、
こ
の
よ
う
に
『
雨
月
物
語
』
の
中
で
は
、

き
わ
め
て
特
殊
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
「
貧
福
論
」
の
特
性
と
し
て
挙
げ
る
べ

に
な
る
）
。
こ
の
よ
う
に
『
雨
月
物
語
』
の
世
界
で
は
神
と
人
間
の
距
離
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
く
、

神
と
人
間
と
の
距
離
が
著
し
く
遠
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
白
峯
」

い
ず
れ
も
元
は
人
間
で
あ
っ
た
者
が
超
現
実
の
世
界
に
入
っ
て
い
る
（
「
蛇
性
の
姪
」
だ
け
は
邪
神
が
人
間

人
聞
は
し
ば
し
ば
超
現
実
的
な
も
の
に
変
身
す
る
し
、
神

nu 

き
も
の
は
右
の
二
点
で
良
い
と
思
う
が
、
な
お
細
か
な
点
を
言
え
ば
、

か
ら
「
青
頭
巾
」
に
到
る
八
編
の
主
人
公
達
は
、

も
ま
た
人
間
に
変
身
す
る
。

そ
し
て
、
人
聞
は
超
現
実
の
世
界
に
入
っ
て
も
人
間
的
な
心
情
を
失
な
わ
な
い
し
、
「
蛇
性
の
姪
」
の
よ
う
に
邪
神
が
人
聞
に
な

っ
た
場
合
で
も
心
情
は
人
間
と
同
じ
で
あ
る
。
『
雨
月
物
語
』
の
世
界
で
は
人
間
世
界
の
延
長
と
し
て
神
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
り
、
能
力
差
を
別
に
す
れ
ば
、

両
者
の
間
に
は
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
「
貧
福
論
」
で
は
、
黄
金
の
精
霊
が
人
の
形
を
借
り
て
姿
を
現
わ
す
と
は
言
っ
て
も
、
黄
金
の
精
霊
は
決
し
て
人
間
の
生
活
に
は
入
り
込
ま

ず
、
又
、
心
情
的
な
面
に
お
い
て
も
「
こ
れ
金
に
霊
あ
れ
ど
も
人
と
こ
斗
ろ
の
異
な
る
所
な
り
」
と
言
っ
て
人
間
と
は
別
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
言

っ
て
い
る
。
晩
年
の
秋
成
は
「
神
は
神
に
し
て
、
人
の
修
し
得
て
神
と
な
る
に
あ
ら
ず
。
：
：
：
さ
れ
ば
こ
そ
人
の
善
悪
邪
正
の
論
談
な
き
欺
」
（
胆
大
小
心
録
）

と
言
っ
て
い
て
神
と
人
間
と
を
全
く
別
の
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
「
貧
福
論
」
に
は
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

す
で
に
重
友
毅
氏
や
鵜
月
洋
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
貧
福
論
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
は
秋
成
が
苦
労
し
て
得
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味

で
は
、
こ
れ
が
い
か
に
「
｜
｜
論
」
と
い
う
論
議
中
心
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
『
雨
月
物
語
』
の
中
に
加
え
ら
れ
て
お
か
し
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の



結
果
と
し
て
秋
成
が
得
た
も
の
は
、
今
ま
で
見
て
来
た
如
く
、
『
雨
月
物
語
』
の
世
界
に
対
す
る
根
本
的
な
疑
問
で
あ
っ
た
。
「
貧
福
論
」
に
お
け
る
論
理
を
押

し
進
め
て
行
け
ば
、
秋
成
は
、
モ
ラ
ル
を
中
心
と
し
て
組
み
立
て
て
来
た
『
雨
月
物
語
』
の
世
界
を
ど
う
し
て
も
否
定
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て

く
る
。
「
貧
福
論
」
は
『
雨
月
物
語
』
の
中
に
入
る
べ
き
要
素
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
と
も
に
『
雨
月
物
語
』
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
作
品
な
の

で
あ
る
。

従
来
の
研
究
は
、
「
貧
福
論
」
を
『
雨
月
物
語
』
中
の
一
編
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
た
め
に
、

他
の
八
編
と
の
共
通
性
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
「
貧
福
論
」
に
は
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
な
特
異
性
が
あ
る
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。

語
』
創
作
に
向
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
。

秋
成
を
し
て
第
二
の
『
雨
月
物

そ
し
て
こ
の
特
異
性
は
、

上
田
秋
成
は
、
『
雨
月
物
語
』
の
後
、

長
い
間
に
わ
た
っ
て
同
種
の
作
品
を
創
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
晩
年
に
到
っ
て
、
ふ
た
た
び
物
語
作
品

に
手
を
染
め
た
と
き
、
そ
こ
に
創
ら
れ
た
『
春
雨
物
語
』
は
『
雨
月
物
語
』
と
全
く
異
な
っ
た
論
理
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
秋
成

文
学
の
展
開
を
考
え
る
と
き
、
「
貧
福
論
」
と
い
う
作
品
は
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。


