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私
が
先
に
公
に
し
た
『
遊
び
の
文
芸
ー
そ
の
理
解
の
む
ず
か
し
き
l
』
（
「
中
国
l
社
会
と
文
化
』
第
二
号
。
以
下
「
前
稿
」
と
略
称
す
る
）
は
、

主
と
し
て
李
漁
の
よ
う
な
戯
作
者
の
作
品
に
接
す
る
場
合
の
、
読
み
方
心
得
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
論

た
。
そ
こ
で
私
は
、

山
而
向
ソ
ニ

ムー

μ
L日

l

グ
遊
び
の
文
芸
。

「
現
状
と
課
題
」
に
つ
い
て
二
十
枚
程
度
に
書
く
よ
う
に
と
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ

と
し
て
把
ら
え
ら
れ
る
べ
き
李
漁
の
作
品
が
、
そ
の
よ
う
に
は
理
解
で
き
な
い
ら
し
い
斯
界
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文
」
と
し
て
で
は
な
く
、

専
攻
す
る
分
野
で
の

の
「
現
状
」
を
、

ひ
と
つ
の
「
課
題
」
と
し
て
提
起
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

近
年
も
っ
ぱ
ら
李
漁
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
伊
藤
激
平
氏
が
、
『
「
李
漁
の
戯
曲
小
説
の
成
立
と
そ
の
刊
刻
」
補
正
』
（
『
二
松
』

第
二
集
。
以
下
同
論
文
か
ら
の
引
用
は
『
補
正
』
と
略
称
す
る
）

の
な
か
で
、
早
速
こ
れ
に
対
し
て
疑
義
反
論
を
提
示
さ
れ
た
の
は
、
氏
の
立
場

か
ら
し
て
み
れ
ば
、
い
わ
ば
当
然
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
私
の
問
題
提
起
は
、
た
し
か
に
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
、
〈
清
代
か
ら
現
代
に
至
る

内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
李
漁
評
価
の
総
体
に
む
け
ら
れ
て
い
る
〉
の
で
あ
っ
て
、
伊
藤
氏
の
論
考
を
も
決
し
て
例
外
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
考
証
に
関
す
る
も
の
、

ま
た
片
々
た
る
評
語
に
類
す
る
も
の
は
別
と
し
て
、

そ
の
評
価
に
か
か
わ
る
過
去
の
論

文
論
考
を
見
る
限
り
、
も
ち
ろ
ん
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、

ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
私
を
納
得
首
肯
き
せ
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
筆
者
は



本
当
に
本
気
で
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
深
く
私
を
悩
ま
せ
る
も
の
が
あ
る
。
表
題
だ
け
見
て
も
う
バ
カ
バ
カ
し
く
な
っ

て
し
ま
い
、
中
身
を
読
む
気
に
な
れ
な
い
も
の
さ
え
あ
る
。

こ
う
し
た
私
の
深
い
悩
み
の
た
ね
が
、
実
は
前
稿
の
表
題
に
そ
の
ま
ま
顕
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
差
支
え
な
い
。

つ
ま
り
、

夜、

過
去
に
お
け
る
〈
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
李
漁
評
価
〉
に
は
、
ま
ず
最
も
基
本
的
認
識
と

し
て
、
李
漁
の
作
品
の
本
質
を
娯
楽
文
芸
す
な
わ
ち
か
遊
び
の
文
芸
。
と
し
て
明
確
に
把
握
す
る
視
点
が
欠
如
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
そ
の

レ
ベ
ル
か
ら
こ
れ
を
然
る
べ
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
眼
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
前
稿
に

お
い
て
指
摘
し
た
〈
グ
遊
び
の
文
芸
。
の
も
つ
面
白
き
の
か
ら
く
り
が
、
殆
ど
あ
る
い
は
全
く
理
解
で
き
ぬ
と
い
う
、
読
み
手
の
側
の
感
覚

の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
要
点
を
く
り
返
す
な
ら
ば
、

手
取
り
早
い
話
が
要
す
る
に
、

の
問
題
で
も
あ
る
。

ジ

ヨ

ク

酒
落
冗
談
が
わ
か
る
か
ど
う
か
と
い
う
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
単
純
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

の
あ
り
ょ
う
〉

世
の
中
に
は
酒
落
冗
談
の
わ
か
ら
ぬ
人
だ
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
一
向
に
か
ま
わ
な
い
と
し
て
も
、

し
か
し
、

か
の
滑
稽
譜
誰
の
才
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筆
を
も
っ
て
最
大
特
色
と
す
る
李
笠
翁
お
よ
び
そ
の
作
品
を
研
究
対
象
と
す
る
者
が
、

そ
う
し
た
か
ジ
ョ
ー
ク
音
痴
。
で
あ
る
と
し
た
な
ら

は、

こ
れ
は
や
は
り
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、

一
口
に
酒
落
冗
談
と
は
い
え
、

そ
こ
に
は
く
だ
ら
な
い
駄
酒
落
の
類
か
ら
、
巧
妙
を
き
わ
め
た
高
級
な
ジ
ョ
ー
ク
・
お
か
し

み
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、

巧
妙
に
手
が
こ
み
高
級
に
な
る
に
つ
れ
て
、

こ
れ
を
理
解
で
き
ぬ

者
が
増
え
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
別
宮
貞
徳
氏
の
『
複
眼
思
考
の
す
す
め
」
（
講
談
社
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
〈
ジ
ョ
ー
ク
を
口

に
す
る
人
間
は
、
通
じ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
通
じ
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
は
ニ
一
一
口
わ
な
い
。
通
じ
な
い
の
は
百
も
承
知
。

む
し
ろ
、
あ
る

人
に
は
通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
値
打
だ
と
思
っ
て
い
る
〉

の
で
あ
っ
て
、
〈
ユ
ー
モ
ア
を
味
わ
う
人
の
楽
し
み
は
、

そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
第



三
者
の
存
在
に
よ
っ
て
倍
加
さ
れ
る
〉
と
い
う
。
ま
こ
と
に
な
る
ほ
ど
そ
の
通
り
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

フ

ァ

ン

ま
た
ず
っ
と
後
世
に
ま
で
い
た
る
大
勢
の
笠
翁
愛
読
者
た
ち
は
、
作
者
が
発
信

李
漁
が
当
時
幅
広
く
交
際
し
て
い
た
多
く
の
文
人
名
士
、

す
る
そ
の
独
自
の
譜
諺
滑
稽
・
言
語
遊
戯
の
可
笑
し
さ
面
白
き
を
し
っ
か
り
受
信
し
、

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
通
感
覚
の
仲
間
た
ち
で

あ
っ
た
。
彼
ら
は
極
め
て
私
的
な
自
由
な
か
あ
そ
び
感
覚
。
を
も
っ
て
、

そ
れ
を
可
笑
し
が
り
面
白
が
る
感
覚
の
持
主
だ
け
が
随
時
勝
手
気
ま
ま
に
楽
し
ん
で
読
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、

ひ
そ
か
に
そ
れ
を
楽
し
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
の
作
品
は
本
来

そ
の
よ
う
に
、

基
本
的
本
来

的
に
は
そ
れ
以
外
の
然
る
べ
き
正
し
い
読
み
方
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
底
の
も
の
な
の
だ
。

そ
こ
多
」
、

ま
ず
感
覚
的
に
酒
落
冗
談
の
わ
か

ら
ぬ
人
び
と
が
、
鹿
爪
ら
し
く
大
ま
じ
め
に
真
正
面
か
ら
取
組
ん
で
読
も
う
と
す
れ
ば
、

と
た
ん
に
へ
ン
な
具
合
に
な
り
、
見
当
が
は
ず
れ

て
く
る
こ
と
に
も
な
る
の
は
至
極
当
然
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
稿
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
相
手
は
そ
も
そ
も
か
真
正
面
u

か
ら
で
は
な
く
て
、
か
斜
。
に
構
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
気
分
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的
に
ま
じ
め
で
は
な
い
の
だ
か
ら

こ
ち
ら
も
相
応
に
ま
じ
め
気
分
を
取
払
い
か
あ
そ
び
感
覚
。
を
も
っ
て
つ
き
合
わ
な
け
れ
ば
、

む
し
ろ

相
手
の
仕
掛
け
た
ワ
ナ
に
、

む
ざ
む
ざ
足
を
突
込
む
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
グ
遊
び
の
文
芸
。
を
か
遊
び
の
文
芸
。

と
し
て
感
知
で
き
ぬ
と
い
う
、
最
も
初
歩
的
基
本
的
か
つ
決
定
的
な
誤
り
を
お
か
し
て
、
そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
こ
と
に
さ
え
な
り
が
ち
な
の
だ
。

な
ん
と
酒
落
冗
談
と
は
、
呑
気
な
ら
ざ
る
剣
呑
な
、

お
そ
ろ
し
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

で
は
い
っ
た
い
、
〈
し
ゃ
れ

（
ユ
ー
モ
ア
）

が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
〉
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
別
宮
氏
は
、

J
・
A
－
パ
ウ
ロ

ス
の
解
説
を
引
用
し
て
の
ち
、
そ
の
言
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
｜
｜
〈
強
調
し
た
い
の
は
、
教
条
主
義
者
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
、

そ
の
他
単
眼
思
考
の
人
間
に
は
ジ
ョ
ー
ク
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

い
や
む
し
ろ
逆
に
、

そ
う
い
う
わ
か
ら
な
い
人
た
ち
の
存
在
を
前

提
し
て
し
ゃ
れ
が
口
に
さ
れ
、
書
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
：
：
：
ど
ん
な
場
合
で
も
、

し
ゃ
れ
と
い
う
の
は
あ
る
程
度
頭
を
ひ
ね
ら
な



け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
仕
掛
に
な
っ
て
い
る
。

む
ず
か
し
く
い
え
ば
「
各
部
の
総
体
的
重
要
度
を
瞬
時
に
見
き
わ
め
、
微
妙
な
意
味
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
比
較
考
量
し
、

お
も
て
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
関
連
や
趣
向
を
察
知
し
、

支

7
り
に
、

こ
れ
ら
す
べ
て
を
し
か
る
べ
き
脈
絡
の
中
に

布
置
し
て
、
全
体
的
な
状
況
を
つ
か
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
〉
（
前
掲
書
）
。

こ
れ
は
ま
さ
に
至
言
で
あ
っ
て
、
本
稿
に
と
っ
て
も
非
常
に
有
効
有
力
な
る
解
説
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
あ
ま
り
頭
を
ひ
ね
ら
ず
と
も
、

ふ
ざ
け
て
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
場
合
が
あ
る
。
村
松
嘆
氏
の

『
小
説
家
と
し
て
の
李
笠

翁
』
（
『
芸
文
研
究
』
第
十
四
・
十
五
合
併
号
。
李
漁
の
小
説
評
論
と
し
て
は
的
を
射
た
殆
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
）
か
ら
直
接
引
用
す
れ
ば
、
〈

『合

影
楼
』

の
テ

l
マ
は
要
す
る
に
、

男
女
が
恋
に
お
ち
い
っ
た
ら
、

ど
ん
な
に
せ
き
止
め
よ
う
と
し
て
も
無
駄
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
下

、、ーー－
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離
す
る
以
外
に
な
い
と
い
う
。

こ
で
彼
は
恋
し
て
い
る
男
女
に
対
し
て
は
脅
か
し
も
説
得
も
無
効
だ
と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
後
、
色
恋
を
防
ぐ
の
に
は
男
と
女
を
完
全
に
隔

そ
し
て
昔
の
聖
賢
が
男
女
の
区
別
を
き
び
し
く
説
い
た
の
は
、
身
に
お
ぼ
え
が
あ
る
か
ら
だ
な
ど
と
い
い
出

す
。
（
傍
点
岡
）
〉
。

こ
の
傍
点
部
分
は
、
作
者
が
引
合
い
に
出
し
て
い
る
儒
教
（
札
記
）
の
い
う
「
男
女
ノ
授
受
ハ
親
シ
ク
セ
ズ
」
と
道
教
（
老

子
）
の
「
欲
ス
可
キ
ヲ
見
サ
ザ
レ
パ
、
心
ヲ
シ
テ
乱
レ
ザ
一
フ
シ
ム
」
を
直
接
部
撒
し
茶
化
し
て
い
る
冗
談
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
容
易
に

理
解
で
き
る
。

こ
れ
も
し
か
し
、
も
し
む
ず
か
し
く
い
う
な
ら
ば
、

そ
こ
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
関
連
や
趣
向
を
察
知
し
、
全
体
的
な
状
況
の

な
か
で
と
ら
え
て
い
る
か
ら
そ
れ
が
可
笑
し
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
李
漁
の
作
に
間
違
い
な
い
と
目
さ
れ
る
好
色
小
説
「
肉
蒲
団
』
は
第
一
回
に
お
い
て
、
作
者
は
こ
れ
を
書
い
た
目
的
が
風
教
に
益

す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
、

ふ
ざ
け
た
調
子
で
纏
々
説
い
た
の
ち
、

だ
か
ら
こ
の
書
を
よ
む
と
き
に
は
、

ぜ
ひ
と
も
小
説
と
思
わ
ず
に
、
.(,y 

Fゴ二



史
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
一
一
一
日
う
。

こ
れ
を
ま
さ
か
真
に
受
け
て
、
本
当
に
経
史
だ
と
思
っ
て
読
む
も
の
は
ま
ず
い
な
い
。

冗
談
だ

と
し
て
吹
き
出
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
む
ず
か
し
く
い
え
ば
、
「
微
妙
な
意
味
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
比
較
考
量
し
、
お
も
て
に
は
あ
ら
わ

れ
て
い
な
い
関
連
や
趣
向
を
察
知
し
」
て

こ
れ
ら
を
「
し
か
る
べ
き
脈
路
」
「
全
体
的
な
状
況
」

の
な
か
で
っ
か
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
が
ま
ぎ
れ
も
な
い
好
色
小
説
だ
と
い
う
全
体
的
な
状
況
と
そ
の
関
連
に
お
い
て
、
面
白
可
笑
し
く
感
じ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

め
ず
ら

次
に
『
無
声
戯
』
第
三
回
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
「
理
屈
で
は
あ
り
え
な
い
が
、
実
際
に
あ
っ
た
奇
し
い
話
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
｜
｜
正

直
で
心
や
さ
し
い
性
格
ゆ
え
に
出
世
で
き
ず
に
い
る
一
育
吏
が
、
著
名
な
易
者
に
相
談
し
て
何
と
か
し
て
ほ
し
い
と
泣
き
つ
い
た
。
困
っ
た

易
者
は
彼
の
運
命
の
グ
八
字
（
生
年
月
日
時
）
。
を
替
え
て
や
っ
た
か
ら
今
度
は
そ
の
八
字
で
お
し
通
す
よ
う
に
と
、
出
ま
か
せ
を
言
っ
て
追
い

返
す
。

が
果
し
て
そ
の
た
め
に
、
俄
然
奇
妙
な
ツ
キ
が
回
っ
て
き
て
見
る
問
に
出
世
し
て
ゆ
く
、

と
い
う
話
で
あ
る
が
、
作
者
は
最
後
に
こ
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う
つ
け
加
え
る
。
古
の
聖
賢
が
「
死
生
ハ
命
ニ
由
リ
、
富
貴
ハ
天
ニ
在
リ
」
と
言
っ
た
の
は
ウ
ソ
に
な
る
や
も
し
れ
ぬ
が
、
彼
は
善
い
行
い

を
し
た
の
で
、

そ
れ
が
天
を
動
か
し
て
易
者
に
そ
の
八
字
を
変
え
き
せ
た
の
だ
。

つ
ま
り
孟
子
の
い
う
「
身
ヲ
修
ム
ル
ハ
命
ヲ
立
ツ
所
以
ナ

リ
」
と
い
う
わ
け
で
、
結
局
は
天
が
取
り
変
え
た
の
で
あ
る
。

が
し
か
し
、
も
し
善
い
行
い
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、

天
を
動
か
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
か
ら
、

そ
の
意
味
で
は
天
が
変
え
た
の
で
は
な
く
て
、

人
聞
が
取
り
変
え
た
の
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
要
す
る
に
聖
賢
た
ち
の
言
を
タ
テ
に
と
り
、
す
べ
て
彼
一
流
の
論
理

（
庇
理
屈
）
を
も
っ
て
、

そ
れ
ら
を
マ
ゼ
返
し
て
ゴ
タ
ク

を
並
べ
、
読
者
を
ケ
ム
に
ま
い
て
み
せ
る
。
こ
う
い
う
事
を
言
つ
て
の
け
る
心
の
底
に
あ
る
の
は
、

天
命
や
ら
聖
賢
の
こ
と
ば
な
ん
ぞ
笑
い

と
ば
そ
う
と
す
る
汐
ふ
ざ
け
精
神
。
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
こ
こ
で
独
自
の
酒
落
た
可
笑
し
み
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

き
て
、
問
題
に
し
た
い
の
は
こ
こ
か
ら
先
で
あ
っ
て
、

の
内
容
に
は
全
く
ふ
れ
ず
に
、

が
附
し
た
評
語
が
あ
る
が
、
伊
藤
激
平
氏
は
こ
の
話

い
き
な
り
つ
ぎ
の
評
語
を
引
用
し
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
一
一
追
の
回
の
小
説
、
「
太
上
感
応
篇
」
と
相
に
表
裏
を

匝
末
に
睡
郷
祭
酒
（
杜
溶
）



ほ

か

そ

れ

な
す
。
当
に
男
に
一
冊
を
刻
し
、
他
を
幾
千
部
印
し
て
街
門
の
人
に
分
送
し
な
ば
、
白
づ
と
無
限
の
隠
功
有
ら
ん
。
橋
を
修
め
路
を
糊
す
る

が
ご
と
き
に
強
れ
り
」
。
そ
し
て
続
け
て
、
〈
宋
の
理
宗
が
『
太
上
感
応
篇
』
を
勅
印
頒
布
し
て
以
来
、

こ
の
種
の
い
わ
ゆ
る
「
善
書
」
を
刊

刻
す
る
こ
と
は
、
帝
王
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、
無
量
の
功
徳
を
積
む
善
行
だ
と
さ
れ
て
き
た
〉
と
し
て
、
〈
李
漁
の
小
説
の
効
用
を
、

そ

の
よ
う
な
善
書
の
刊
印
頒
布
の
功
に
も
匹
敵
す
る
も
の
と
力
説
し
、
何
千
部
か
付
印
し
て
役
人
た
ち
に
届
け
て
や
る
が
よ
い
、

土
木
工
事
を

興
す
よ
り
よ
ほ
ど
ま
し
だ
、

と
ま
で
ヨ
一
口
う
〉
と
評
定
き
れ
る
（
『
李
漁
の
戯
曲
小
説
の
成
立
と
そ
の
刊
刻
』
。
『
二
松
」
第
一
集
。
以
下
同
論
文
か
ら

の
引
用
は
「
刊
刻
』
と
略
称
す
る
）
。

つ
ま
り
、
評
語
が
謂
っ
て
い
る
う
わ
べ
の
意
味
を
、

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
文
字
通
り
大
ま
じ
め
に
真
に
受

こ

の

小

説

を

賞

賛

し

て

お

ら

れ

る

の

で

あ

る

！

こ

の

ふ

ざ

け

た

面

白

可

笑

し

い

小

説

が

「

太

上

感
応
篇
』
に
匹
敵
す
る
も
の
と
、
本
当
に
本
気
で
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
全
く
の
冗
談
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り

そ
れ

に
な
ら
な
い
ら
し
い
。
例
え
ば
右
の
評
語
の
中
で
「
他
を
幾
千
部
印
し
て
街
門
の
人
に
分
送
し
な
ば
、
自
づ
と
無
限
の
隠
功
有
ら
ん
」
と
言
っ

ゃ
く
し
よ

て
い
る
の
は
、
小
説
中
の
主
人
公
が
街
門
の
人
で
、
余
り
に
慈
悲
深
か
っ
た
た
め
に
出
世
で
き
な
か
っ
た
本
文
の
話
を
踏
ま
え
て
い
る
。
彼

殆
ど
信
じ
難
い
こ
と
で
あ
る
が

け
て
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の
よ
う
な
人
物
が
ま
ず
街
門
に
い
る
は
ず
が
な
い
こ
と
を
暗
に
部
検
し
お
ち
ょ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
文
の
小
説
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
る
限
り
、

こ
の
引
用
さ
れ
た
部
分
の
評
語
が
ふ
ざ
け
た
冗
談
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
十
分
明

白
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
実
は
評
語
は
さ
ら
に
こ
う
続
く
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
た
だ
恐
ら
く
、
す
で
に
す
っ
か
り

良
心
を
捨
て
去
り
道
理
と
別
れ
を
告
げ
て
し
ま
っ
た
者
で
あ
っ
て
は

こ
の
小
説
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
何
ら
益
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ

ろ
う
（
是
便
是
了
、
只
伯
吃
過
洗
心
湯
、
焼
過
告
天
紙
的
、
就
看
了
他
、
也
不
見
有
甚
好
慮
）
」
（
注
・
・
こ
こ
は
本
文
中
、
同
僚
が
主
人
公
に
対
し

て
冷
や
か
し
て
言
う
次
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
い
る
。
「
：
：
：
要
進
街
門
、
先
要
吃
一
服
洗
心
湯
、
把
良
心
洗
去
。
還
要
焼
一
分
告
天
紙
、
把
天
理
告
辞
、

然
後
吃
得
一
一
一
氾
碗
飯
」
）
。
な
ん
と
ス
ッ
と
ぼ
け
た
人
を
喰
っ
た
冗
談
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
キ
ッ
パ
リ
良
心
や
道
理
と
訣
別
し
て
し
ま
っ
た



こ
う
し
た
言
い
草
を
し
得
る
の
が
す
な
わ
ち
ρ
あ
そ
び
感
覚
。
か
ふ
ざ
け
精

神
。
と
い
う
も
の
だ
。
本
来
し
か
る
べ
き
土
人
の
口
の
端
に
も
の
ぼ
す
べ
か
ら
ざ
る
く
だ
ら
な
い
か
稗
史
小
説
。
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
効

能
が
あ
る
。
『
太
上
感
応
篇
』
と
い
う
、
ま
こ
と
に
ご
立
派
こ
の
上
な
い
書
物
を
引
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
生
ず
る
落
差
が
大

者
に
と
っ
て
は

こ
の
小
説
は
何
の
役
に
も
立
つ
ま
い
と
い
う
、

き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、

可
笑
し
み
も
ま
た
増
大
す
る
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

き
ら
に
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

尊
経
閣
本
に
お
い
て
は
、
伊
藤
氏
が
引
用
し
た
前
半
部
分
で
は
な
く
て
省
略
さ
れ
た
後
半
部
の
文
字
傍
に

O
印
が
付
き
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
本
文
の
小
説
中
に
お
い
て
も
、
特
に
注
目
す
べ
き
面
白
可
笑
し
い
箇
所
に
は

O
印
、
そ
の
次
く
ら
い
の
箇
所
に
は
傍
点
が
ふ
つ
で
あ
る
。

こ
れ
は
読
者
に
対
し
て
た
い
へ
ん
親
切
な
の
で
あ
っ
て
、
読
み
手
た
る
者
や
は
り
そ
こ
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
評
語
中
む

し
ろ
重
要
と
思
わ
れ
る
後
半

O
印
部
分
を
、
伊
藤
氏
は
な
ぜ
殊
更
省
略
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

理
解
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
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ま
た
、
同
じ
く
『
無
声
戯
』
第
五
回
は
、
機
知
縦
横
の
人
妻
が
賊
に
き
ら
わ
れ
な
が
ら
も
、

七
回
ま
で
奇
抜
な
計
略
を
案
出
し
、
漢
の
高

み
さ
お

つ
い
に
貞
節
を
全
う
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
「
忠
孝
節
義
」
の
う
ち
の
グ
節
。

祖
の
名
軍
師
陳
平
の
出
し
た
六
回
の
奇
計
を
上
ま
わ
っ
て

に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
、
実
は
ど
こ
ま
で
も
滑
稽
で
狼
襲
な
話
を
展
開
す
る
「
女
陳
平
」
の
物
語
と
い
う
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
が
伊
藤
氏
は
、
〈
こ
の
小
説
は
例
え
ば
一
集
の
第
五
回
女
陳
平
の
物
語
の
如
き
は
、
流
賊
（
実
は
満
州
軍
を
指
す
）
の
首
領
を
手
玉
に

と
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
物
語
に
他
な
ら
ず
（
下
略
）
〉
と
さ
れ
（
『
李
漁
の
小
説
の
版
本
と
そ
の
流
伝
』
。

日
本
中
国
学
会
報
第
三
十
六
集
）
、

ま
た
、

〈
「
流
賊
」
は
普
通
張
献
忠
を
指
す
が
、

そ
の
あ
と
に
こ
の
時
期
に
粒
致
き
れ
た
女
人
た
ち
が
「
身
は
異
類
に
随
い
な
が
ら
も
、
心
は
故
郷
に

繋
ぐ
」
云
々
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
「
異
類
」
人
間
な
ら
ぬ
畜
生
に
見
立
て
ら
れ
た
夷
秋
の
満
州
軍
の
こ
と
を
暗
に
指
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
反
満
の
毒
に
酔
っ
た
読
者
に
快
哉
を
叫
ば
せ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
〉
（
『
刊
刻
』
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
最
後
の

〈
反
満
の
毒
に
酔
っ
た
読
者
〉
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
〈
読
者
〉
な
の
か
、
甚
だ
理
解
し
に
く
い
。
よ
く
「
：
：
：
の
毒
に
酔
う
」
と
い
う



言
葉
が
使
わ
れ
る
が
、

そ
の
場
合
は
、

と
も
す
れ
ば
人
心
を
魅
了
し
勝
ち
な
も
の
に
ノ
メ
リ
こ
ん
で
平
衡
感
覚
を
失
う
に
至
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
、
被
占
領
民
族
の
反
感
の
よ
う
な
も
の
を
「
毒
」
と
は
言
わ
ず
「
酔
う
」
と
は
言
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

レ
ジ
ス
タ
ン

ス
の
戦
士
や
同
調
者
た
ち
を
「
反
ナ
チ
の
毒
に
酔
っ
た
者
」
と
い
う
の
は
お
か
し
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て

こ
の
小
説
の
主
題
を
反
満
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
あ
る
と
す
る
論
拠
が
、
た
だ
単
に
「
異
類
」
と
い
う
言
葉
の
推

（
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
定
に
過
ぎ
ぬ
は
ず
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
氏
は
前
論
文
に
お
い
て
は
「
実
は
満
州
軍
を
指
す
」
と

定
か
ら
だ
け
で
は

断
定
し
て
お
ら
れ
る
）
、
余
り
に
も
粗
雑
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ほ
か
に
ど
ん
な
根
拠
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
に
中
国
人
は
小
説
を
読
む
場
合
、

そ
こ
に
何
ら
か
の
寓
意
を
見
た
が
る
性
癖
・
傾
向
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
紅
学
」
に
お
い
て

も
、
あ
れ
こ
れ
無
理
矢
理
に
コ
ジ
ツ
ケ
て

「
紅
楼
夢
』
を
反
満
の
小
説
だ
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
無
理
に
寓
意
を
求
め
る
と
、
実
は

る
と
い
う
一
語
だ
け
で
、
小
説
の
内
容
そ
の
も
の
を
見
ず
に
こ
れ
を
反
満
と
定
義
す
る
の
は
、

ち
ょ
う
ど
右
に
述
べ
た
如
き
「
紅
学
」
に
お
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小
説
自
体
が
展
開
し
て
い
る
世
界
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
に
も
な
る
。
同
じ
こ
と
が
こ
こ
に
も
言
え
よ
う
。
流
賊
を
「
異
類
」
と
罵
っ
て
い

け
る
『
紅
楼
夢
』
解
釈
の
場
合
と
、
何
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

氏
は
き
ら
に
、
そ
の
す
ぐ
後
に
続
け
て
、
〈
こ
の
よ
う
な
毒
を
含
ん
だ
小
説
に
序
を
与
え
、
出
版
費
を
持
つ
こ
と
は
、
殊
に
張
鱈
彦
の
よ
う

な
裏
切
り
経
歴
の
持
主
に
と
っ
て
（
下
略
）

〉
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

氏
は
『
無
声
戯
』
序
文
の
筆
者
偽
斎
主
人
を
、

『
武
臣

伝
』
中
の
人
張
鰭
彦
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
定
さ
れ
、
彼
が
自
ら
の
免
罪
符
作
り
と
し
て
『
無
声
戯
』
出
版
の
援
助
を
し
た
と
い
う
憶
測
の

説
を
立
て
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

が
そ
れ
に
し
て
も
、
〈
こ
の
よ
う
な
毒
を
含
ん
だ
小
説
に
序
を
与
え
〉
と
い
う
表
現
は
、
甚
だ
理
解
し

難
い
。
〈
こ
の
よ
う
な
：
：
：
小
説
〉
と
は
女
陳
平
の
物
語
を
指
す
で
あ
ろ
う
が
、

説
集
〉
の
意
の
脱
字
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
『
無
声
戯
』
に
収
録
さ
れ
た
小
説
の
殆
ど
の
も
の
が
〈
毒
〉
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず

こ
の
小
説
に
序
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
も
し
も
〈
小



で
あ
る
。
仮
に
百
歩
譲
っ
て

こ
の
女
陳
平
の
物
語
が
反
満
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
主
題
と
し
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
例
え
ば
こ
れ
以
外
の
ど
の

回
の
小
説
が
ど
の
よ
う
な
〈
毒
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
き
か
こ
の
一
例
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
、
免
罪
符
作
り
に

も
何
に
も
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
李
漁
は
、

王
朝
交
代
の
激
動
期
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
販
難
辛
苦
に
対
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
軽
い

フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
、
巧
み
に
こ
れ
を
い
な
し
或
い
は
し
ぶ
と
く
し
た
た
か
に
す
り
抜
け
凌
い
で
い
こ
う
と
す
る
。

そ
う
し
た
フ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
軽
き
こ
そ
、
実
は
彼
の
身
上
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
れ
は
ま
た
当
然
か
れ
の
文
芸
の
上
に
も
反
映
す
る
。
寄
る
辺
な
き
権
威
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を
ど
こ
に
も
持
た
ぬ
者
が
、
文
筆
を
主
と
す
る
自
ら
の
才
覚
に
依
っ
て
き
ぴ
し
い
環
境
を
生
き
抜
い
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
き
し
当
た
っ

て
は
権
力
の
志
向
す
る
方
向
に
抗
う
こ
と
な
く
随
順
し
て
ゆ
く
の
が
、
安
全
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
李
卓
吾
や
金
聖
嘆
の
よ
う
に
、
尖
鋭

な
舌
鋒
や
反
俗
精
神
を
も
っ
て
、
結
局
は
獄
中
死
し
た
り
刑
死
し
た
、

そ
ん
な
危
う
い
生
き
方
だ
け
は
真
平
ご
免
な
の
だ
。
ま
か
り
間
違
っ

て
も
、
筆
禍
を
う
け
災
い
を
、
つ
け
る
よ
う
な
へ
マ
や
ド
ジ
だ
け
は
断
じ
て
踏
む
ま
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
御
上
の
忌
議
に
触
れ
る
よ
う
な

危
険
は
避
け
て
、
可
能
な
限
り
極
力
〈
毒
〉
抜
き
で
い
こ
う
と
す
る
、

そ
う
し
た
保
身
の
術
・
処
世
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
、

ま
た
同
時
に
時
代
好

尚
へ
の
適
応
能
力
は
、
彼
が
天
性
身
に
つ
け
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
、
女
陳
平
の
物
語
に
よ
っ
て
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
李
漁
の
作
品
に
最
も
特
徴
的
な
の
は
、

わ

ら

い

い

ろ

こ
と
で
あ
る
。
滑
稽
と
狼
察
と
い
う
二
本
の
柱
は
、
か
れ
生
来
の
得
意
ワ
ザ
と
は
い
え
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、

つ
ね
に
滑
稽
と
狸
察
が
つ
い
て
回
る

そ
こ
に
は
保

身
処
世
上
の
ソ
ツ
の
な
い
二
枚
腰
的
計
算
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る
か
ま
で
を
含
め
て
、

し
か
る
べ
く
組
み
込
ま
れ
て



い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
『
肉
蒲
団
』

は
、
明
ら
か
に
そ
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
お
り
、

ヤ
バ
イ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ

当
然
の
判
断
と
し
て
作
者
名
を
晦
ま
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
惟
だ
我
が
墳
詞
は
愁
を
売
ら
ず

一
夫
笑
わ
ざ
れ
ば
是
れ
我
が
憂
」
（
『
風
事
誤
』
末
尾
下
場
詩
）
と
二
一
一
口
い
、

自
ら
「
談
笑
の
功
臣
」
（
「
与
陳

学
山
少
宰
書
」
）
を
も
っ
て
任
じ
た
李
漁
に
と
っ
て
、

猿
要
な
笑
い
・
滑
稽
な
エ
ロ
話
こ
そ
お
手
の
物
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
同

そ
の
貞
節
物
語
と
い
う
ふ
ざ
け
た
卑
猿
な
話
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
三
綱
の

変
体
、
五
倫
の
閏
位
（
正
統
で
な
い
天
子
）
、
正
史
に
は
載
せ
ず
と
も
よ
ろ
し
い
が
、
野
史
に
は
逃
す
べ
か
ら
ず
異
聞
で
あ
る
。
ひ
と
つ
眠
気
醒

ま
し
に
お
聞
か
せ
し
よ
う
」
と
言
う
。
本
筋
が
ワ
イ
セ
ツ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

じ
「
貞
節
」
を
扱
っ
て
も
、
第
六
回
は
男
色
同
士
の
夫
婦
の
女
房
、

こ
の
「
一
二
綱
（
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
の
道
）
五
倫
（
親
・
義
・
別

序
・
信
）
」
と
い
う
道
徳
倫
理
の
立
派
き
が
コ
ッ
ケ
イ
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
仕
掛
け
の
面
白
き
を
受
け
と
め
る
感
覚
が
あ
る
か
ど
う
か
が
、

問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
三
綱
の
変
体
、

五
倫
の
閏
位
」
と
言
っ
て
、

こ
れ
を
茶
化
し
マ
ゼ
返
す
可
笑
し
さ
、
「
正
史
」

ひ
ま
つ
ぶ
し
お
わ
り
い

こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
か
眠
気
醒
ま
し
α

の
狼
談
、
消
閑
の
戯
談
な
の
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と
「
野
史
」
と
を
対
比
せ
し
め
る
軽
妙
き
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

だ。句

こ
う
し
た
底
の
、
新
奇
な
趣
向
を
も
っ
て
捻
り
出
さ
れ
た
滑
稽
卑
摂
を
主
と
す
る
お
笑
い
草
を
集
め
た
の
が
『
無
声
戯
』
な
の
で
あ
る
か

こ
れ
に
与
え
た
偽
斎
主
人
の
序
文
も
ま
た
そ
の
関
連
に
お
い
て
ま
じ
め
な
文
章
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。

こ
こ
で
は
、
昔
と
ち
が
っ
て
今

や
小
説
で
勧
懲
を
説
い
て
も
誰
も
信
じ
な
い
が

こ
の
小
説
集
だ
け
は
違
う
の
だ
と
ヨ
一

Tjo
そ
の
強
引
に
手
前
味
噌
を
つ
け
る
方
向
に
振
じ

ま
げ
て
い
く
言
い
草
に
、
可
笑
し
み
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
思
い
が
け
ぬ
こ
と
の
起
こ

る
世
の
中
で
は
あ
る
が
、
「
正
に
地
を
捨
き
天
を
叫
ぶ
際
に
当
た
り
て
も
、
尚
こ
れ
を
以
て
火
宅
中
の
清
涼
の
飲
子
と
作
き
ん
」
と
い
う
。
伊

藤
氏
は
こ
の
句
を
引
用
な
さ
れ
た
す
ぐ
後
に
続
け
て
、
〈
と
火
宅
の
明
け
暮
れ
を
凌
ぐ
清
涼
飲
料
に
喰
え
て
こ
の
小
説
の
効
用
を
高
く
評
価



し
て
い
る
〉
と
さ
れ
る
（
「
刊
刻
」
）
。
氏
は
こ
こ
の
部
分
の
意
を
た
だ
単
に
大
ま
じ
め
に
受
け
と
め
て
〈
高
く
評
価
〉
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
。

ひ
ま
つ
ぶ
し

が
実
は
こ
の
箇
所
は
、
李
漁
の
小
説
の
面
白
可
笑
し
い
消
閑
と
し
て
の
娯
楽
的
効
用
を
「
火
宅
中
の
清
涼
の
飲
子
」
に
も
喰
え
て
目
い
っ
ぱ

い
持
ち
あ
げ
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
読
み
手
た
る
者
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
序
文
の
筆
者
は
「
ほ
ん
ま
、
う
ま
い
こ
と
言
う
て
は

る
な
あ
」
と
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
受
け
と
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
暗
く
険
悪
な
世
相
、
不
安
な
乱
世
に
お
い
て
人
間
の
無
力
き
だ
け
が
思

い
知
ら
さ
れ
る
と
き

こ
の
滑
稽
卑
狼
な
か
遊
び
の
文
芸
。
は
な
ん
と
結
構
な
気
晴
ら
し
憂
さ
晴
ら
し
で
は
な
か
ろ
う
か
。
虚
構
の
小
説
に

も
現
実
的
効
用
を
読
み
取
ろ
う
と
し
勝
ち
な
中
国
人
の
、

そ
こ
の
と
こ
ろ
を
逆
手
に
取
っ
て
「
効
用
」
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う

し
た
言
い
草
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
ま
じ
め
に
受
け
と
め
た
の
で
は
か
逆
手
。
に
マ
ン
マ
と
蔽
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
李
漁
の
小
説
は
ど
れ
も

こ
れ
も
人
格
形
成
だ
の
経
世
済
民
だ
の
と
い
う
、
堂
々
た
る
ご
立
派
な
重
苦
し
い
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
巧
妙
を
極
め
た
酒
落
た
筆
運
び
の
、

あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
の
中
身
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
明
瞭
な
と
こ
ろ
で
あ
る
は
ず
だ
。

ら
は
、
腹
の
足
し
に
な
る
よ
う
な
か
料
理
6

な
ど
で
は
決
し
て
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
お
軽
い
、
だ
か
ら
こ
そ
有
難
い
か
清
涼
飲
料
水
。
な

い
わ
ば
そ
れ
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面
白
可
笑
し
い
軽
い
話
ば
か
り
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
ま
こ
と
に
結
構
な
気
晴
ら
し
憂
さ
晴
ら
し
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
効
用
」
が

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
伊
藤
氏
は
、
先
の
『
無
声
戯
』
第
三
回
末
尾
の
評
語
に
関
連
し
て
、

〈
丁
曜
充
の
『
続
金
瓶
梅
』
の
巻
首
に
も
「
太
上
感
応
篇
陰

陽
無
字
解
」
な
る
も
の
を
附
載
し
て
い
る
〉
と
し
て
、

そ
の
〈
刊
行
の
趣
旨
〉
な
る
も
の
を
示
し
て
お
ら
れ
る
（
『
刊
刻
」
）
。
す
な
わ
ち
、
一一「

メ入
I 

聖
天
子
の

『
感
応
篇
』
を
欽
頒
し
、
自
ら
御
序
を
製
し
て
臣
工
を
諭
戒
せ
ら
る
る
を
見
る
。
皇
皇
た
る
天
命
、

と
謂
ふ
べ

L
o
－
－
：
：
：
：
：
謹

ん
で
序
の

『
感
応
篇
」
を
頒
行
せ
ん
と
す
る
に
取
り
て
こ
れ
を
重
ね
て
鏡
す
。
附
す
る
に
言
ひ
て
茎
せ
る
者
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
、

己
に
こ

れ
を
詳
か
に
せ
り
矢
」
と
い
う
の
で
あ
る
が

こ
れ
を
引
用
さ
れ
た
の
ち
に
氏
は
、
〈
聖
天
子
に
倣
っ
て
『
感
応
篇
』
を
重
刻
し
、
自
分
は
そ



の
筆
注
、
注
脚
と
し
て
「
続
金
瓶
梅
』
を
世
に
送
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
〉
と
、

こ
れ
ま
た
驚
く
べ
き
す
な
お
さ
を
も
っ
て
す
ん
な
り
受
け

と
め
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
『
続
金
瓶
梅
』
に
つ
い
て
伊
藤
氏
は
、
〈
そ
の
猿
察
な
「
淫
書
」
と
し
て
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
（
下
略
）
〉
と
言
っ
て
お
ら
れ

る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

だ
と
す
れ
ば
、
ご
く
通
常
の
文
章
の
読
み
手
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
な
猿
襲
な
淫
書
に
対
し
て
、
〈
刊
行
の
趣
旨
〉
な
る
も
の
が
余
り
に
も
堂
々
た
る
立
派
な
内
容
で
あ
り
過
ぎ
る
と
こ
ろ
が
、
か
え
っ

こ
れ
が
淫
書
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
。

て
へ
ン
で
あ
り
怪
し
い
と
感
ず
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
肉
蒲
団
』
の
作
者
が
、
自
分
の
淫
書
を
経
史
と
し
て
よ
め
と
言
っ
て
い
る
の
と
、

結
局
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
中
身
が
淫
書
で
ま
じ
め
で
な
い
の
に
、

『
感
応
篇
』
を
タ
テ
に
と
っ
て
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
り
、
表
面
上
は

大
ま
じ
め
を
装
っ
て
い
る
だ
け
に
、

け
。
で
は
な
く
て
か
ぶ
ち
ふ
ざ
け
。
で
あ
る
。

こ
の
作
者
の
か
ふ
ざ
け
精
神
。
は
そ
れ
だ
け
強
靭
し
た
た
か
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
単
な
る
か
ふ
ざ

だ
か
ら
作
者
は
、
同
じ
く
巻
首
に
掲
げ
る
そ
の
「
凡
例
」
全
六
項
の
う
ち
の
一
番
初
め
の
項
に
お
い
て
、

こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
書
は
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因
果
を
も
っ
て
正
論
を
な
し
、
金
瓶
梅
を
借
り
て
戯
談
を
な
し
た
も
の
。

正
論
を
説
い
て
は
読
者
の
耳
に
入
り
に
く
い
が
、
淫
に
就
き
て
説

け
ば
楽
し
く
読
め
よ
う
。
ゆ
え
に
毎
回
の
起
首
に
ま
ず
『
感
応
篇
』
を
も
っ
て
鋪
叙
評
説
し
、
そ
れ
か
ら
本
伝
に
入
る
よ
う
に
し
た
。
客
（
戯

お
も
む
き

談
）
が
多
く
て
主
（
感
応
篇
）
が
少
な
い
が
、
こ
れ
も
ま
た
一
格
で
あ
る
」
。
何
の
こ
と
は
な
い
、

こ
こ
で
こ
の
か
戯
談
淫
書
。
の
趣
向
・
手

の
内
を
す
っ
か
り
明
か
し
て
し
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

要
す
る
に
、
伊
藤
氏
が
引
用
さ
れ
た
〈
刊
行
の
趣
旨
〉
な
る
も
の
は
、
小
説
の
本
文
か
ら
完
全
に
切
り
離
し
て
読
め
ば
、

一
見
正
々
堂
々

た
る
真
当
な
文
章
で
あ
る
だ
け
に

こ
れ
を
本
文
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
の
全
体
の
脈
絡
・
状
況
の
な
か
で
と
ら
え
て
み
た
と
き
に
は
、

な

に
を
隠
そ
う
ひ
ど
く
ふ
ざ
け
た
酒
落
冗
談
、

ま
じ
め
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
か
戯
れ
文
u

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
主
自
の
諸
肌



み
手
た
ち
に
と
っ
て
は
そ
ん
な
作
者
の
手
の
内
な
ど
百
も
承
知
、
先
刻
尻
の
割
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
筆
者
の
お
手
並
拝
見
と
い
う
こ

と
で
、
初
め
か
ら
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
目
を
通
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
が
格
調
高
い
立
派
な
美
文
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
可
笑
し
さ
が
イ

ま
こ
と
に
手
の
こ
ん
だ
か
ら
く
り
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ヤ
増
さ
る
と
い
う
、

四

そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
は
ず
い
ぶ
ん
や
や
こ
し
い

へ
ン
に
屈
折
し
手
の
こ
ん
だ
や
り
口
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
幾
つ
か
の
例
に
よ
っ
て

そ
の
た
わ
む
れ
よ
う
ふ
ざ
け
よ
う
に
は
、
共
通
す
る
一
つ
の
大
き
な
特
徴
が

見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
酒
落
冗
談
や
戯
れ
文
の
、

う
か
が
え
る
。

そ
れ
は
多
く
の
場
合
、

天
下
の
大
道
・
道
徳
に
関
す
る
事
柄
、

し
た
が
っ
て
往
々
に
し
て
古
の
聖
賢
の
こ
と
ば
や
書
物
等
が

つ
ね
に
引
合
い
に
出
さ
れ

こ
れ
に
引
掛
け
て
云
々
き
れ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、

そ
こ
が
実
は
わ
が
江
戸
時
代
の
戯
作
と
は
異
な
る
、

き
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わ
め
て
重
要
な
一
大
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
い
な
い
と
、
例
え
ば
伊
藤
氏
の
よ
う
に
か
戯
れ
文
。

の
意
味
す
ら
取
違
え
る
こ
と
に
も
な
る
。

つ
ま
り
、
前
稿
に
お
い
て
私
が
『
問
情
偶
寄
』
に
与
え
た
余
懐
の
序
文
を
グ
戯
れ
文
。
と
い
っ
た

の
を
、
伊
藤
氏
は
た
だ
ち
に
江
戸
の
狂
詩
狂
文
や
黄
表
紙
・
酒
落
本
等
の
序
文
に
見
ら
れ
る
が
如
き
戯
れ
文
と
同
質
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
、

全
く
見
当
は
ず
れ
の
受
け
と
め
方
を
し
て
お
ら
れ
る
（
『
補
正
』
）
。
戯
れ
文
と
さ
え
い
え
ば
そ
の
種
の
も
の
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
そ
の

基
点
か
ら
し
か
文
章
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
、
氏
の
感
覚
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
感
覚
が
硬
直
し
て
い
る
限
り
、

お
そ
ら
く
『
続
金

瓶
梅
』

σ3 

〈
刊
行
の
趣
旨
〉
な
ど
は

こ
れ
を
戯
れ
文
だ
と
認
識
す
る
こ
と
は
到
底
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
両
者
は
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

わ
が
江
戸
期
の
そ
れ
ら
は
、

た
わ
む
れ
ふ
ざ
け
て
い
る
こ
と
が
明
々
白
々
で
あ
っ
て
、

そ

れ
ゆ
え
に
誰
ひ
と
り
と
し
て
こ
れ
を
ま
じ
め
な
文
章
と
し
て
読
み
違
え
る
よ
う
な
頓
珍
漢
が
い
る
は
ず
は
な
い
。

、
．
－
、
‘
、

と
た
レ

狂
詩
狂
文
・
黄



表
紙
・
酒
落
本
な
ど
の
内
容
自
体
が
、

明
ら
さ
ま
に
ふ
ざ
け
・
た
わ
む
れ
の
可
笑
し
み
を
狙
っ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
ろ
う
。

そ
も

そ
も
文
学
の
な
か
に
お
け
る
か
遊
び
。
の
要
素
（
そ
れ
は
お
よ
そ
天
下
国
家
に
と
っ
て
何
の
益
体
も
な
い
ム
ダ
な
も
の
で
あ
る
）
を
、

む
し

ろ
積
極
的
に
肯
定
し
容
認
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
古
来
か
ら
の
日
本
人
の
文
学
観
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
基
盤
の
上
に
成
立
す
る
こ
と
を
得

た
の
が
は
か
な
ら
ぬ
江
戸
期
の
「
戯
作
」
群
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
い
わ
ば
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ウ
ソ
・
ヨ
タ
・
デ
タ
ラ
メ
が
、
手
を
変
え
品

を
換
え
て
大
手
を
振
っ
て
ま
か
り
通
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
は
建
前
の
強
い
国
で
あ
る
。
「
文
章
ハ
経
国
ノ
大
業
ニ
シ
テ
不
朽
ノ
盛
事
ナ
リ
（
貌
・
文
帝
）
」
と
い
う
建
前
・
大
原
則
が
華
華

し
く
ぶ
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

同
時
に
ま
た
き
び
し
い
言
論
統
制
・
思
想
統
制
の
ワ
ク
が
、
長
い
歴
史
を
通
じ
て
人
び
と
の
頭

脳
を
し
ば
り
つ
け
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
建
前
社
会
、

一
言
論
統
制
・
思
想
統
制
の
な
か
で
生
き
て
い
る
以
上
、
表
面
上
は
一
応
こ

れ
を
認
め
受
入
れ
順
応
し
た
か
た
ち
ゃ
格
好
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
今
度
は
、

そ
の
建
前
・
原
則
を
タ
テ
に
取
り
逆
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手
に
取
り
、

ま
た
ダ
シ
に
使
っ
て
、
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
こ
れ
を
ね
じ
曲
げ
・
言
い
く
る
め
た
り
、
あ
る
い
は
ま
ぜ
返
し
・
郷
撒
し
・

お
ひ
ゃ
ら
か
し
た
り
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
駆
使
と
い
う
形
に
な
っ
て
表
わ
れ
る
。
笑
い
の
味
付
け
は
そ
れ
だ
け
複
雑
に
手
が
こ
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る
が
、

そ
う
し
た
や
り
方
が
つ
ま
り
、
彼
ら
の
言
葉
の
お
遊
び
・
言
語
遊
戯
に
お
け
る
際
立
っ
て
特
徴
的
な
一
様
態
な
の
で
あ
る
。

蘇
秦
張
儀
の
後
衣
間
た
る
弁
舌
の
徒
、
文
章
技
術
家
と
し
て
の
彼
ら
文
人
知
識
人
た
ち
は
、

熟
練
者
な
の
だ
。

ま
さ
し
く
そ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
操
り
手
、

ま
と
も
な
事
を
ま
と
も
に
こ
一
日
う
の
で
は
な
い
。
ま
と
も
な
ら
ざ
る
事
「
道
」
に
は
ず
れ
た
事
を
、

ま
と
も
を
装
い

「
道
」
に
そ
っ
て
い
る

よ
う
に
見
せ
か
け
て
、

言
い
く
る
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
ど
う
し
て
も
擬
態
や
ら
掩
飾
の
煙
幕
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、

会
」
土
」
事

ざ
ま
に
屈
折
し
た
、
捻
り
の
き
い
た
文
章
や
物
言
い
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
ふ
ざ
け
方
た
わ
む
れ
よ
う
は
、
極
力
明
ら
き
ま
・



ス
ト
レ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
た
め
に
、

そ
れ
だ
け
非
常
に
胡
散
臭
い
、

しミ

か
カf

わ
し

眉
唾
な

ア
ン
ビ
ギ
ュ
ア
ス
な

表
現
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
で
き
る
だ
け
表
面
を
糊
塗
し
、

図
る
。
修
辞
技
術
と
は
は
か
な
ら
ぬ
言
葉
の
ト
リ
ッ
ク

む
し
ろ
相
手
に
そ
れ
と
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
、

言
葉
の
民
に
か
け
寵
絡
し
よ
う
と

（
詐
術
・
悪
戯
）

な
の
だ
。

建
前
社
会
・
言
論
統
制
社
会
の
な
か
で
、

ふ
ざ
け
・
た
わ
む
れ
の
言
を
弄
し
エ
ロ
を
語
ら
ん
と
す
る
場
合
に
は
、

ス
ロ

l
ボ

l
ル
や
ら
く
せ
球
な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
妙
チ
キ
リ
ン
な
変
化
球
を
と
り
ま
ぜ
て
、

ス
ト
レ
ー
ト
の
直
球
で

の
ぞ
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

の
ら
り
く
ら

り
と
緩
急
自
在
に
、
投
球
ス
タ
イ
ル
も
モ
ー
シ
ョ
ン
も
随
時
変
え
な
が
ら
地
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
を
、
一
見
堂
々
た
る
真
当
な
ピ
ッ

チ
ン
グ
を
装
っ
て
投
げ
る
の
だ
。

そ
の
擬
態
や
掩
飾
・
曲
者
ぶ
り
が
見
抜
け
ぬ
打
者
は
、

た
ち
ま
ち
肢
惑
翻
弄
さ
れ
、

目
茶
苦
茶
に
パ
ッ
ト

を
振
り
回
す
だ
け
と
い
う
仕
儀
に
相
い
成
る
。

巧
打
者
た
る
読
み
手
の
側
に
し
て
み
れ
ば
、

ら
そ
れ
は
承
知
の
助
で
あ
る
。
彼
ら
の
修
辞
技
術
（
投
球
技
術
）

と
こ
ろ
が
一
方
、

ピ
ッ
チ
ャ
ー

1
書
き
手
の
そ
う
し
た
意
図
・
企
み
・
擬
態
な
ど
、

は
な
か
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の
巧
妙
き
に
、

ま
た
時
に
自
分
が
そ
の
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
舷
ま
き
れ
、

つ
い
乗
せ
ら
れ
て
い
く
可
笑
し
き
に

こ
の
種
の
文
章
（
投
球
）
を
読
む
妙
味
・
面
白
味
・
醍
醐
味
が
あ
る
、

そ
こ
を
感
得
し
享
受
し
よ
う

と
す
る
わ
け
だ
。

そ
れ
は
、

文
字
の
オ
モ
テ
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
言
外
の
意
味
、

ウ
ラ
の
意
を
読
み
取
る
こ
と
の
面
白
き
愉
し
き
で
も

あ
る
。
〈
書
き
手
と
読
み
手
と
が
、

お
互
い
に
そ
の
胡
散
臭
い
か
あ
そ
び
感
覚
。
を
共
有
し
合
っ
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
戯
作
と

い
う
ゲ
ー
ム
は
成
り
立
た
な
い
。

日
く
言
い
が
た
い
馴
れ
合
い
関
係
が
、

そ
こ
に
は
あ
る
の
で
あ
る
〉
（
前
稿
）
と
言
っ
た
の
は
、

そ
の
へ
ん

の
事
情
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
書
き
手
の
側
と
し
て
は
、
初
め
か
ら
わ
か
る
者
だ
け
を
対
象
と
し
相
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

わ
か
ら
ぬ
者
の
存
在
な
ど
そ
れ

こ
そ
わ
か
る
者
同
士
の
間
で
は
、
恰
好
の
笑
い
の
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
も
し
も
後
世
の
研
究
者
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
が
、
職



業
柄
も
つ
余
り
に
も
「
ま
じ
め
」
な
性
格
の
ゆ
え
に
、

そ
う
し
た
笑
い
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
笑
う
に
笑
え

ぬ
オ
カ
シ
な
話
で
は
な
か
ろ
う
か
。
織
田
正
吉
氏
は
『
笑
い
と
ユ
ー
モ
ア
』
（
ち
く
ま
文
庫
）
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
〈
ユ
｜

モ
ア
感
覚
が
も
っ
と
も
住
み
に
く
い
場
所
は

一
般
に
「
ま
じ
め
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
性
格
の
中
で
す
c

ま
じ
め
と
は
、
物
ご
と
の
一
面
し

か
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
精
神
の
変
わ
り
身
の
遅
き
や
不
器
用
き
を
い
い
、

カ
ー
ブ
で
曲
が
る
こ
と
を
知
ら
ず
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
た

ま
ま
直
進
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
自
転
車
乗
り
に
似
て
い
ま
す
。
精
神
が
当
然
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
柔
軟
性
の
欠
落
を
、

一
般
に
「
ま
じ
め
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。
そ
し
て
、

ま
じ
め
す
ぎ
る
人
は
、
ま
じ
め
で
あ
る
こ
と
を
一
つ
の
感
覚
の
欠
落
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
ず
、

む
し
ろ
、

そ
れ
を
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
〉
。
な
る
ほ
ど
な
る
ほ
ど
、

と
よ
く
合
点
が
ゆ
く
。
私
が

〈
本
来
こ
れ

は
、
真
面
目
な
研
究
者
に
よ
る
真
面
目
な
研
究
対
象
と
は
、
非
常
に
な
り
に
く
い
も
の
だ
〉
（
前
稿
）
と
言
っ
た
の
は
、

や
は
り
そ
の
へ
ん
の
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事
情
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

実
に
こ
の
路
こ
そ
は
奇
妙
に
曲
り
く
ね
っ
た
カ
ー
ブ
だ
ら
け
、
し
か
も
そ
れ
は
一
見
真
直
ぐ
の
よ
う
に
も
見
せ
か
け
て
い
る
曲
者
だ
か
ら
、

〈
直
進
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
自
転
車
乗
り
〉
は
、
た
ち
ま
ち
ハ
ン
ド
ル
を
と
ら
れ
て
横
転
し
て
し
ま
う
。
ち
ょ
う
ど
曲
者
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー

の
球
を
空
振
り
す
る
打
者
と
同
じ
こ
と
だ
。

そ
れ
で
も
本
人
は
横
転
し
た
こ
と
、
空
振
り
し
た
こ
と
に
さ
っ
ぱ
り
気
づ
か
ず
に
〈
む
し
ろ
、

そ
れ
を
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
〉
わ
な
い
と
い
う
、

な
ん
と
も
珍
妙
な
プ
レ
イ
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
巧
み
な
自
転
車
乗

り
の
方
は
、
そ
の
奇
妙
に
曲
り
く
ね
っ
た
キ
テ
レ
ツ
な
路
の
、
お
か
し
な
曲
り
具
合
や
ら
ま
た
そ
の
キ
テ
レ
ツ
き
そ
の
も
の
を
、
か
あ
そ
び
感

覚
々
を
も
っ
て
た
だ
の
ん
び
り
ひ
と
り
面
白
が
る
。

ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
た
り
・
吹
き
出
し
た
り
・
横
隔
膜
を
厘
筆
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
、

ハ
ン
ド

ル
き
ぱ
き
を
じ
っ
く
り
娯
し
ん
で
乗
り
回
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
甚
だ
厄
介
な

し
か
し
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な
る
の
は

こ
れ
を
見
て

い
る
見
物
衆
た
ち
の
眼
識
力
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
彼
ら
が
横
転
し
た
自
転
車
乗
り
・
空
振
り
し
た
打
者
と
全
く
同
じ
程
度
の
眼
識
し
か
持
ち



合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
、

や
は
り
彼
が
ち
ゃ
ん
と
プ
レ
イ
し
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
路
が
曲
り
く
ね
っ
て
い
る
こ
と
が
、

ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
球
が
奇
妙
な
変
化
球
で
あ
る
こ
と
が
、
彼
同
様
に
さ
っ
ぱ
り
見
え
な
い
の
だ
か
ら
。

李
漁
の
面
白
き
は
、

ち
ょ
う
ど
曲
り
く
ね
っ
た
路
や
変
化
球
の
も
つ
そ
れ
で
あ
る
。

そ
う
し
た
へ
ン
テ
コ
リ
ン
な
面
白
き
こ
そ
が
、
実
は

彼
の
身
上
・
値
打
な
の
で
あ
る
。
彼
の
文
学
者
と
し
て
の
価
値
も
、

ま
た
そ
こ
を
は
ず
し
て
は
論
じ
得
な
い
。

そ
こ
を
し
っ
か
り
見
据
え
た

う
え
で
論
評
し
評
価
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
の
本
質
を
つ
か
ん
だ
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
従
来
李
漁
を
論
ず
る
者
に
欠
落

し
て
い
る
の
が
、

は
か
な
ら
ぬ
こ
の
視
点
で
あ
り
認
識
な
の
で
あ
る
。

五

で
は
、
こ
う
い
う
へ
ン
テ
コ
リ
ン
な
面
白
き
を
も
っ
て
身
上
と
す
る
李
漁
と
い
う
文
人
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
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奇
な
趣
向
を
凝
ら
し
た
酒
落
た
面
白
い
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、

そ
れ
は
従
来
に
な
い
新

一
世
に
名
を
馳
せ
た
。
そ
し
て
魯
迅
の
言
う
よ
う
に
（
「
有
忙
か
ら
出
鱈
目

ま
で
」
）
彼
に
は
有
閑
の
志
が
あ
り
才
が
あ
っ
た
か
ら
、
多
く
の
有
名
人
や
全
国
各
地
の
富
豪
な
ど
、
相
手
選
ば
ず
に
幅
広
い
交
際
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
も
ち
庁
高
等
封
巾
閑
。
と
し
て
自
ら
か
托
鉢
。
と
称
す
る
た
か
り
生
活
を
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
折
に
は
妾
で
も
あ
る
女
伶
に
自
作

ま
ず
は
知
識
人
の
誰
で
も
が
夢
み
る
科
挙
路
線
か
ら
は
ぐ
れ
た
す
え
に
、
小
説
家
・
劇
作
家
と
し
て
売
り
出
し
た
。

の
芝
居
を
打
た
せ
も
し
た
か
ら
、
見
せ
物
師
・
興
業
師
的
側
面
を
も
ち
、
か
た
わ
ら
書
障
を
開
い
て
出
版
販
売
業
に
も
精
を
出
す
商
売
人
。

エ

ピ

キ

ュ

リ

ア

ン

デ

ィ

レ

ッ

タ

ン

ト

そ
れ
に
大
変
好
色
な
快
楽
主
義
者
、
賛
沢
好
き
の
趣
味
人
・
浪
費
家
だ
っ
た
た
め
、
生
活
費
不
足
は
当
り
前
、

い
つ
も
知
人
・
友
人
に
貧
窮

を
訴
え
援
助
を
乞
う
た
。
そ
れ
で
い
て
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
の
才
能
学
識
に
対
す
る
倣
慢
な
る
自
信
・
自
負
心
を
も
ち
、
か
つ
文
人
と
し
て
の

プ

ラ

イ

ド

な

り

わ

い

衿
持
も
牢
子
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
身
分
・
職
業
そ
れ
に
生
の
在
り
か
た
等
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
、

い
か
が
わ
し
い



眉
唾
な
胡
散
臭
い
匂
い
を
発
散
し
て
い
る
異
能
の
才
人
文
士
、

そ
れ
が
は
か
な
ら
ぬ
李
笠
翁
で
あ
っ
た
。

島
田
慶
次
氏
は

〈
明
末
清
初
と
い
う
時
代
は

こ
の
よ
う
な
（
董
其
昌
・
張
瑞
図
・
王
鐸
等
を
指
す
。
岡
山
庄
）
異
様
な
芸
術
家
、
欠
陥
人
間

的
芸
術
家
の
輩
出
し
た
時
代
で
あ
っ
た
〉
と
し
、

〈
こ
う
い
う
欠
陥
人
間
的
「
小
人
」
的
芸
術
家
と
同
時
に
、
他
方
ま
た
か
の
石
津
、

八
大

山
人
の
ご
と
き
を
も
生
ん
で
い
る
し
、

さ
ら
に
も
っ
と
視
野
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
、

そ
の
時
代
は
ま
た
、
顧
炎
武
、
黄
宗
義
、
王
夫
之
（
王
船
山
）
、

顔
元
（
顔
習
斎
）
ら
の
よ
う
な
規
模
雄
大
な
大
思
想
家
の
輩
出
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
卑
小
と
偉
大
、

阻
劣
と
高
潔
と
の
併
存
し
た
時
代
で

あ
っ
た
〉
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
福
本
雅
一
氏
『
明
末
清
初
』
序
。
同
朋
舎
）
。

李
漁
に
照
ら
し
て
言
う
な
ら
ば
、
彼
が
氏
の
い
う
〈
欠
陥
人
間
的
「
小
人
」
的
芸
術
家
〉
に
類
す
る
文
人
で
あ
り
、
〈
卑
小
、

随
劣
〉
の

側
に
属
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
彼
の
身
辺
に
は
、
お
よ
そ
「
正
人
君
子
」
に
は
あ
る
ま
じ
き
ダ

l
テ
ィ

l
・

行
が
売
名
に
至
る
場
合
で
さ
え
、
寛
大
に
許
容
さ
れ
、
名
士
た
ち
の
矛
盾
に
満
ち
た
言
動
も
、

深
刻
な
利
害
を
伴
な
わ
ぬ
限
り
、
糾
弾
を
受
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イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
つ
き
ま
と
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
福
本
雅
一
氏
に
よ
れ
ば
、
〈
一
般
に
、
明
代
は
放
恋
な
時
代
で
あ
っ
た
。
直
情
径

け
る
こ
と
さ
え
稀
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
風
潮
を
反
映
し
て
、

文
人
の
モ
ラ
ル
も
腐
敗
し
き
っ
て
い
た
〉
と
し
、
〈
文
芸
は
人
格
と
密
着

す
る
と
い
う
認
識
は
、
殊
に
明
末
に
お
い
て
は
、
顕
著
に
欠
落
し
て
い
る
〉
（
前
掲
書
）
と
言
わ
れ
る
。
ま
さ
し
く
李
漁
は
、

こ
う
し
た
風
潮

を
承
け
て
、

そ
の
流
れ
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
出
た
文
人
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
当
時
名
だ
た
る
大
勢
の
名
士
文
人
た
ち
は
、

か
れ
が
そ
う
し
た
真
当
な
ら
ざ
る
人
物
で
あ
る

こ
と
を
十
分
承
知
し
た
上
で
、

親
し
く
交
際
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
江
左
の
三
大
家
」
と
称
さ
れ
た
呉
偉
業
・
銭
謙
益
・

襲
鼎
撃
を
は
じ
め
と
し
て
、

丁
彰
・
周
亮
工
・
毛
先
許
・
杜
清
、

そ
れ
に
余
懐
・
尤
伺
等
々
当
代
一
流
の
著
名
人
た
ち
は
、
李
漁
の
作
品
に

序
文
を
書
い
た
り
、
評
語
や
眉
批
を
与
え
た
り
し
て
い
る
。
彼
ら
は
い
す
れ
も
李
漁
の
人
と
な
り
、
す
な
わ
ち
つ
ね
に
胡
散
臭
い
高
等
常
閑



ぶ
り
を
発
揮
す
る
か
欠
陥
人
間
的
「
小
人
」
的
文
人
。
の
異
才
異
能
を
、

そ
れ
相
応
に
評
価
し
な
が
ら
も
、

そ
の
ア
ク
の
強
き
ゃ
い
や
ら
し

き
を
〈
寛
大
に
許
容
〉
し
て
、

と
も
あ
れ
た
い
へ
ん
面
白
が
っ
て
付
合
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
彼
の

セ

ン

ス

そ
れ
を
可
笑
し
が
り
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
共
通
感
覚
の
仲
間

か
ふ
ざ
け
精
神
。
か
あ
そ
び
感
覚
。
を
キ
ャ
ッ
チ
し
得
る
ア
ン
テ
ナ
を
も
ち
、

同
士
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
、

言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
な
が
ら
、
李
漁
の
本
質
を
し
っ
か
り
見
抜
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
当
時
の
詩
壇
の
大
家
・
呉
偉
業
（
梅
村
）

に
「
武
林
の
李
笠
翁
に
贈
る
」
と
題
す
る
七
律
詩
が
あ
る
。

海
外
九
州
書
は
怪
を
志
し

坐
中
三
塁
廻
波
を
舞
ふ

十
郎
の
才
調
は
歳
に
嵯
陀
た
り

前
身
は
合
に
是
れ
玄
置
（
子

江
湖
に
笑
倣
し
て
斉
賛
に
誇
り

雲
雨
荒
唐
楚
蛾
を
憶
ふ
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家
は
西
陵
に
近
く
し
て
蒔
羅
に
住
む

一
笠
治
浪
自
ら
放
歌
す

い
ま
特
に
こ
の
詩
の
な
か
の
「
江
湖
に
笑
倣
し
て
斉
賛
に
誇
り
、
雲
雨
荒
唐
楚
蛾
を
憶
ふ
」
と
い
う
領
聯
に
注
目
し
て
み
た
い
。
斉
賛
と

ぜ
い
せ
い

は
斉
の
国
の
「
賛
培
」
す
な
わ
ち
『
史
記
』
が
「
滑
稽
列
伝
」
の
冒
頭
に
挙
げ
る
「
滑
稽
多
弁
」
の
雄
・
淳
子
先
の
こ
と
で
あ
る
が
、
呉
偉

業
が
こ
こ
で
特
に
彼
を
引
合
い
に
出
し
て
き
だ
と
こ
ろ
は
、
ぜ
ひ
と
も
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
李
笠
翁
が
淳
子
先
に
誇
る
ほ
ど
の
「
滑

い
ろ
ご
と

ま
た
雲
雨
に
か
け
て
は
尋
常
な
ら
ざ
る
思
い
入
れ
が
あ
る
こ
と
を
、
微
妙
な
表
現
で
見
事
に
衝
い

稽
多
弁
」

の
才
の
も
ち
主
で
あ
る
こ
と
、

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
が
つ
ね
に
好
笑
的
（
滑
稽
）
な
る
こ
と
と
好
色
的
（
猿
襲
）

で
あ
る
こ
と
の
二
点
こ
そ
は

最
も
特
徴
的
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
っ
た
が

し
か
し
、

こ
の
聯
が
明
か
し
て
い
る
の
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
中
国
人
の
歴
史
感

覚
か
ら
す
れ
ば
、

人
物
論
評
を
す
る
際
に
ど
う
い
う
古
人
に
な
ぞ
ら
え
る
か
が
格
別
重
大
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
淳
子
莞



を
も
ち
出
し
た
の
は
、

そ
れ
な
り
の
然
る
べ
き
意
図
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
淳
子
売
の
人
物
像
が
問
題
と
な
ろ
う
。
大
室
幹
雄
氏
は
、
彼
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
〈
つ
ぎ
の
五
項
目
に
ま
と
め

ら
れ
る
〉
と
す
る
。
〈

（
一
）
自
分
が
属
す
る
階
級
の
利
益
の
獲
得
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
。
（
二
）
ま
た
、
彼
自
身
の
個
人
的
利
益
の
獲
得

と
そ
れ
が
与
え
る
快
楽
の
追
求
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
。

興
言
利
口
に
長
け
て
い
た
こ
と
。

五
）
社
会
的
個
人
的
ス
テ
ィ
グ
マ
を
負
っ
て
い
た
こ
と
。

（
三
）
他
人
の
心
理
に
つ
い
て
精
確
機
敏
な
洞
察
力
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
。
（
四
）

〉
（
『
滑
稽
｜
古
代
中
国
の
異
人
た
ち
｜
』
評
論

社
。
以
下
淳
子
党
に
関
す
る
〈

〉
内
の
二
一
一
口
は
こ
の
書
か
ら
の
引
用
に
よ
る
）

0

こ
れ
ら
五
項
目
の
う
ち
、

（
一
）
を
度
外
視
す
れ
ば
他
の
四
項
目
は
、

ま
さ
し
く
李
漁
の
そ
れ
と
見
事
に
ピ
ッ
タ
リ
重
な
っ
て
く
る
と
言
え

る
で
あ
ろ
、
っ
。

そ
れ
は
し
か
し
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
淳
子
党
も
ま
た
い
わ
ゆ
る
か
高
等
帯
関
。
な
の
で
あ
っ
て
、
特
に
（
三
）

四
）
に
つ
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い
て
は
、

そ
れ
が
優
れ
た
帯
閑
の
も
つ
属
性
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

た
だ
し
彼
が
斉
国
の
宮
廷
に
仕
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
李
漁
は
そ
う
で

は
な
い
一
匹
狼
的
高
等
有
閑
で
あ
っ
た
。

の
項
目
が
李
漁
に
当
て
は
ま
ら
な
い
の
も
当
然
な
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
は
ま
た
彼
の
人
物
に
つ
い
て
、

〈
博
聞
強
記
だ
が
、
学
問
に
中
心
が
な
か
っ
た
〉
〈
相
手
の
意
中
を
察
し
顔
色
を
窺
う
の
を
本
領

多
弁
で
〈
色
好
み
の
快
楽
主
義
者
〉
だ
っ
た
淳
子
炉
ん
は
、

と
し
た
〉
〈
ひ
と
た
び
語
り
始
め
る
や
三
日
三
晩
し
ゃ
べ
り
つ
づ
け
て
倦
む
こ
と
が
な
か
っ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
（
「
孟
子
萄
卿
列
伝
」
）
。
滑
稽

お

こ

そ
の
〈
円
転
滑
脱
窮
す
る
こ
と
な
き
烏
訴
の
弁
舌
〉
を
も
っ
て
〈
個
人
的
利
益

の
取
得
〉
〈
現
実
的
物
質
的
利
益
の
獲
得
〉
に
対
し
て
つ
ね
に
〈
旺
盛
な
意
欲
〉
を
示
し
た
と
い
う
。

李
漁
も
ま
た
、
貧
欲
に
追
求
し
た
の
が
個
人
的
な
現
実
的
物
質
的
利
益
で
あ
っ
た
。
無
位
無
官
で
家
に
恒
産
な
き
彼
が
、
大
勢
の
家
族
と
、

ふ
え
続
け
る
美
姫
艶
牌
を
養
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
常
に
そ
の
か
封
巾
閑
的
才
芸
。
を
フ
ル
に
発
揮
活
用
し
て
、
何
と
し
て
で
も
よ
り

多
く
の
収
入
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。



た
だ
し
、
右
五
項
目
中
の

（
五
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
社
会
的
、
個
人
的
ス
テ
ィ
グ
マ
と
は
淳
子
売
が
「
賛
塙
」
す
な
わ
ち
〈
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
欠
損
、
を
意
味
〉
す
る
〈
あ
わ
れ
な
貧
乏
人
〉
で
あ
り
、
身
長
が
五
尺
足
ら
ず
の
小
男
だ
っ
た
こ
と
を
指
す
が
、
李
漁
に
照
ら
せ

ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
主
と
し
て
、
科
挙
は
ぐ
れ
の
高
等
封
巾
閑

l
芸
人
と
し
て
た
か
り
生
活
を
す
る
こ
と
の
ス
テ
ィ
グ
マ
で
あ
る
。

彼
自
身
が
そ
う
し
た
己
れ
の
生
の
真
当
な
ら
ざ
る
部
分
に
対
し
て
、

や
は
り
そ
れ
を
ス
テ
ィ
グ
マ
と
し
て
感
じ
取
り
、
あ
る
種
の
か
負
い
目
。

を
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
み
ず
か
ら
の
居
所
を
指
し
て
、
「
賎
者
居
」
と
称
し
た
り
（
『
在
園
雑
志
』
）
、

ま
た
尺
臆
の
な
か
で
〈
貧
し
き
こ
と
甚
だ
し
く
賎
し
き
こ
と
甚
だ
し
〉
（
「
答
周
子
」
）
、
或
い
は
〈
久
し
く
西
園
竹
林
諸
賢
の
部
し
む
所
、

又

海
内
共
に
聞
ゆ
る
所
の
者
と
為
る
〉
（
「
復
唐
君
宗
」
）
等
々
と
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、

そ
れ
は
た
し
か
に
察
せ
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
。
｜
！
と
い
う
言
い
方
は
、
あ
る
い
は
正
確
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
に
し
て
み
れ
ば
、

そ
ん
な
自
ら
の
ス
テ
ィ
グ
マ

123 

な
ど
ス
テ
ィ
グ
マ
と
し
て
認
め
る
も
の
か
と
い
う
、
強
烈
な
る
開
き
直
り
が
あ
る
一
方
、

こ
ん
ど
は
そ
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
む
し
ろ
逆
に
売
り

物
に
し
て
、

必
要
に
応
じ
て
は
殊
き
ら
周
囲
に
言
い
立
て
て
み
せ
る
こ
と
だ
っ
て
、

や
り
か
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
生
き
方
の
し

た
た
か
き
曲
者
ぶ
り
に
は
、

そ
れ
こ
そ
端
侃
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
李
漁
よ
り
二
歳
年
長
の
詩
壇
の
大
御
所
と
も
い
う
べ
き
呉
偉
業
が
、
太
子
漁
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
は
か
な
ら
ぬ
淳
子

党
に
な
ぞ
ら
え
て
、
し
か
も
さ
ら
に
そ
の
上
手
を
ゆ
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
彼
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
表
現
は
あ
く
ま
で
も
穏
や
か
で

一
見
李
漁
を
持
ち
上
げ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
は
す
る
が
。

そ
し
て
実
は
、

こ
れ
に
関
連
し

て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
当
時
詩
文
家
ま
た
戯
曲
家
と
し
て
も
名
高
い
尤
伺
（
展
成
）
が
、
李
漁
が
編
纂
し
た

文
冒
頭
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。
〈
武
林
の
李
子
笠
翁
は
能
く
唐
人
の
小
説
を
為
り
、
尤
も
金
元
の
詞
曲
を
善
く
す
。
旦
ハ
梅
村
祭
酒
嘗
て
詩
を
贈

『
名
詞
選
勝
』
に
与
え
た
序

り
て
云
ふ
。
「
江
湖
に
笑
倣
し
て
斉
賛
に
誇
り
、
雲
雨
荒
唐
楚
蛾
を
憶
ふ
」
と
。
蓋
し
実
録
な
り
〉
。

つ
ま
り
、
李
漁
が
小
説
と
戯
曲
を
得
意



と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
例
の
呉
偉
業
詩
を
引
用
し
て
〈
蓋
し
実
録
な
り
〉
と
全
く
こ
れ
に
同
意
す
る
ダ
メ
押
し
と
も
い
え
る

評
定
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尤
伺
は
余
懐
（
潜
心
）

と
共
に

「
開
情
偶
寄
』
に
も
序
文
を
書
き
眉
批
を
与
え
、
李
漁
と
は
親
し
い
交
遊

関
係
に
あ
勺
た
。
彼
の
家
伶
の
演
ず
る
芝
居
を
一
緒
に
な
っ
て
見
物
し
た
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
の
付
合
い
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
だ
け
に

人
と
な
り
を
識
っ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
の
彼
に
よ
っ
て
、
呉

偉
業
説
く
と
こ
ろ
の
李
漁
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
、
し
か
る
べ
き
裏
付
け
と
保
証
を
得
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
江
湖
に
笑
い
倣
っ
て

の
上
を
も
ゆ
く
と
誇
ら
し
気
に
し
、
雲
雨
は
荒
唐
と
り
と
め
な
く
楚
蛾
（
亙
山
の
神
女
）
に
も
憶
い
を
寄
せ
る
ほ
ど
」
で

む
し
ろ
呉
偉
業
よ
り
も
、
ず
っ
と
よ
く
李
漁
の
人
物
、

は
斉
賛
（
淳
子
莞
）

あ
っ
た
李
漁
の
人
物
像
が

こ
こ
に
一
層
の
真
実
味
を
も
っ
て
鮮
明
に
う
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
、

こ
れ
ら
呉
偉
業

の
詩
や
尤
佃
の
序
文
の
部
分
を
引
用
さ
れ
な
が
ら
も
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
完
全
に
看
過
し
て
お
ら
れ
る
が
、

こ
こ
は
決
し
て
見
逃
す
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べ
か
ら
ざ
る
重
大
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

重
ね
て
言
う
。
李
漁
を
淳
子
売
に
な
ぞ
ら
え
て
と
ら
え
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

プ
ラ
ス

そ
れ
は
決
し
て
尋
常
な
意
味
で
の
正
の
評
価
を
表
わ

す
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
異
才
異
能
を
十
分
認
め
て
は
い
た
も
の
の
、

あ
く
ま
で
も
特
異
な
才
能
と
し
て
、

そ
の
特
異
き
に
お
い
て
認
め
て

い
た
に
す
ぎ
な
い
。
通
常
真
当
な
る
常
識
人
、

正
統
派
文
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

そ
れ
は
決
し
て
み
ず
か
ら
持
ち
た
い
と
は
思
わ
ぬ
、
無
く

て
も
一
向
に
構
わ
な
い
才
能
で
あ
っ
て
、
ま
し
て
そ
れ
が
無
い
か
ら
と
い
っ
て
残
念
が
る
底
の
も
の
で
は
全
く
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
才
能
を
、

全
面
的
に
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
非
常
に
特
異
な
、
真
当
で
は
な
い

ρ
面
白
い
も
の
々
と
し
て
認
め
か
つ
眺
め
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
心
理
的
意
識
的
に
は
一
段
と
高
い
と
こ
ろ
に
自
分
た
ち
を
置
く
か
、
或
い
は
相
手
を
一
段
低
い
と
こ
ろ
に

置
い
て

こ
れ
を
見
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
「
人
は
俳
優
を
以
て
之
を
目
す
」
と
い
う
『
曲
海
』
（
巻
二
十
二
中
の
記
述
は
、

端
的
に
そ
こ
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



..... 園・

J、

呉
偉
業
お
よ
び
尤
伺
の
、
李
漁
に
対
す
る
こ
う
し
た
認
識
は
、
彼
と
交
際
し
た
他
の
す
べ
て
の
然
る
べ
き
文
人
た
ち
に
も
共
通
し
て
言
え

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
李
漁
と
当
時
の
著
名
文
人
と
の
交
際
に
お
い
て
は
、

た
と
い
表
面
上
は
親
し
げ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

宇品

た
李
漁
自
身
天
下
に
名
の
聞
こ
え
た
有
名
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
両
者
の
関
係
は
決
し
て
か
対
等
互
角
。
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
心
理
的
に
は
当
然
大
き
な
懸
隔
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
が
、
尤
伺
と
李
漁
の
交
遊
関
係
に
つ
い
て
、
〈
両
者
は

相
許
し
た
仲
で
あ
っ
た
〉
（
「
補
正
』
）
と
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
を
特
に
強
調
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
甚
だ
妥
当
を

欠
く
皮
相
の
見
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
尤
伺
が
呉
偉
業
の
聯
句
を
引
用
し
て
、

〈
蓋
し
実
録
な
り
〉
と
ズ
バ
リ
道
破
し
た
意
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味
と
心
理
的
背
景
と
を

し
っ
か
り
見
抜
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。

き
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
李
漁
に
は
「
尤
展
成
に
復
せ
る
先
後
五
札
」
と
称
す
る
尺
臆
五
通
が
あ
り
、
（
『
文
集
』
巻
三
）
、
両
者
が
親
し
く
付
合
っ

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
伊
藤
氏
が
、

そ
の
〈
第
三
信
は
『
鈎
天
楽
』
の
読
後
感
を
述
べ
た
も
の
で
、
「
真
に
詞
林
傑
出

の
作
、

弟
時
賢
の
劇
稿
を
関
す
る
こ
と
百
余
部
を
下
ら
ざ
る
に
、
未
だ
嘗
て
一
元
人
を
見
ず
。
今
始
め
て
こ
れ
に
遇
ふ
。
」
馬
致
遠
・
高
明
の

諸
君
が
同
時
代
に
生
き
て
い
た
と
の
思
い
が
す
る
（
原
文
「
馬
東
簸
高
則
誠
諸
君
、
居
然
尚
在
人
間
世
也
」
。
岡
注
）
と
そ
の
才
能
を
絶
賛
し
（
下

略

〉
（
『
補
正
』
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
李
漁
が

『
鈎
天
楽
』
伝
奇
を
絶
賛
し
、
尤
何
を
馬
致
遠
・

高
明
に
も
匹
敵
す
る
戯
曲
家
と
し
た
う
え
に
、
続
け
て
〈
君
が
才
は
曹
不
一
に
十
倍
せ
り
〉
と
ま
で
言
っ
て
い
る
（
こ
の
部
分
を
伊
藤
氏
は
引

用
し
て
お
ら
れ
な
い
が
）

の
を
、
氏
は
何
の
疑
い
も
な
く
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
李
漁
の
こ
う
し
た
尤
伺
の
作
品
に

対
す
る
余
り
に
も
高
い
評
価
は
、
す
で
に
戯
曲
史
上
に
お
い
て
客
観
的
に
容
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
そ
れ
と
も



氏
は
『
鈎
天
楽
』
を
李
漁
が
評
価
す
る
ご
と
く
、

『
漢
宮
秋
」
や
「
琵
琶
記
』

と
並
ぶ
ほ
ど
の
〈
詞
林
傑
出
の
作
〉
と
本
当
に
考
え
て
お
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
）
或
い
は
ま
た

こ
れ
を
李
漁
の
尤
伺
に
対
す
る
単
な
る
社
交
辞
令
と
し
て
み
て
も
、

そ
れ
は
余
り
に
も
度
を
超
え
て

大
仰
す
ぎ
る
の
で
あ
る
か
ら

こ
こ
で
は
む
し
ろ
そ
の
点
こ
そ
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
う
い
う
お
べ
ん
ち
ゃ
ら
を

平
気
の
平
左
言
つ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
李
漁
と
い
う
人
物
な
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
ど
う
も
胡
散
臭
く
て
い
か
が
わ
し
い
、

筋
縄
で
は
い
か
ぬ
曲
者
な
の
だ
。

こ
の
場
合
、
誰
よ
り
も
ま
ず
尤
伺
自
身
が

こ
の
よ
う
な
書
簡
を
受
け
取
っ
て
淳
子
売
に
類
す
る
彼
の
智

閑
ぶ
り
を
可
笑
し
く
思
っ
た
に
相
違
な
い
。

ニ
ヤ
ニ
ヤ
す
る
か
、
苦
笑
い
す
る
か
、
高
笑
い
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
万
一
尤
伺
が
、
十
字
漁
の

絶
賛
を
そ
の
ま
ま
真
に
受
け
て
喜
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
っ
ぽ
ど
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
、
お
め
で
た
い
人
間
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

音
律
に
通
暁
し
み
ず
か
ら
も
戯
曲
を
つ
く
っ
た
尤
伺
は
、
も
ち
ろ
ん
李
漁
の
劇
作
家
と
し
て
の
才
能
と
力
量
を
、

そ
れ
な
り
に
十
分
認
め
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て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
他
の
多
く
の
文
人
仲
間
た
ち
も
、

そ
の
点
に
お
い
て
同
様
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
李
漁
が
目
指
し
た

の
は
、
平
易
明
解
な
る
娯
楽
本
位
の
、
面
白
き
を
こ
そ
第
一
義
と
す
る
通
俗
な
芝
居
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
中
国
戯
曲
史
上
お
よ
そ
類
例
の
な

い
き
わ
め
て
異
質
な
、
奇
妙
な
卑
俗
な
面
白
き
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
主
口
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、

そ
こ
に
こ
そ
彼
の
劇
作
家
と
し
て
の

最
大
の
特
徴
・
真
骨
頂
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
底
の
も
の
な
の
で
あ
る
（
拙
稿
『
劇
作
家
と
し
て
の
李
笠
翁
』
『
李
漁
の
戯
曲
と
そ
の
評
価
」
『
李
漁

的
戯
曲
与
〈
歌
舞
伎
〉
』
等
参
照
）
。
従
っ
て
、
尤
伺
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
大
勢
の
文
人
た
ち
が
戯
曲
家
と
し
て
の
李
漁
の
力
量
を
認
め
る
場
合
に

も
、
す
で
に
述
べ
た
と
同
じ
よ
う
に
、

や
は
り
彼
の
尋
常
一
般
な
ら
ざ
る
特
異
な
才
能
の
、

そ
の
特
異
な
る
点
を
グ
面
白
が
っ
て
。
眺
め
て

い
た
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、

た
と
い
彼
の
戯
曲
家
と
し
て
の
才
能
を
心
底
す
ば
ら
し
い
と
し
て
高
く
評
価
し
た
と
し
て
も

（
そ
う
い
う
評
価
は
ま
ず
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）
、
湯
顕
祖
や
呉
柄
ら

李
漁
が
賞
賛
し
た
先
輩
戯
曲
家
で
あ
る

と
同
等
同
列
に

並
べ
て
賞
賛
す
る
わ
け
に
は
断
じ
て
い
か
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
両
者
は
す
で
に
作
劇
精
神
に
お
い
て
明
ら
か
に
目
指
す
方
向
を



異
に
し
て
お
り
、
従
っ
て
戯
曲
そ
の
も
の
が
も
っ
味
わ
い
の
レ
ベ
ル
が
全
く
ち
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
李
漁
の
戯
曲
家
・
小
説
家
ま
た
文
人
と
し
て
の
才
能
を
評
価
す
る
場
合
、
伝
統
的
正
統
派
文
人
・
読
書
人
の
そ
れ
と

全
く
同
一
の
レ
ベ
ル
で
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
点
を
、

は
っ
き
り
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
李
漁
の
作
品
中
に
与

え
ら
れ
た
眉
批
の
な
か
に
は
、
「
笠
翁
は
真
に
異
人
な
り
」
と
い
う
評
語
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
特
に
注
目

的
ず
ら

こ
こ
で
は
異
才
（
特
殊
な
異
し
い
才
能
）
の
も
ち
主
の
謂
で
あ
り
、
ま
た
人
並
優
れ
た
才
能
を
指
し
て

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
異
人
」
と
は

謂
っ
て
は
い
て
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
特
異
な
才
能
と
い
う
点
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
者
な
の
で
あ
る
。

マ
イ
ナ
ス

「
異
」
と
は
も
と
も
と
、
「
普
通
・
尋
常
・
真
当
」
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
、
従
っ
て
本
来
的
に
は
あ
る
種
の
負
の
評
価
を
背
負
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
「
常
人
」
に
非
ざ
る
「
異
人
」
と
い
え
ば
、
真
当
な
る
常
識
人
か
ら
は
除
か
れ
る
べ
き
「
異
常
の
人
」
で
も
あ
り
得
る
。

と

こ
ろ
が
逆
に

こ
う
し
た
異
色
あ
る
個
性
的
な
性
情
が
、
「
常
人
」
で
は
持
ち
得
な
い
一
風
変
わ
っ
た
才
能
や
物
の
見
方
が
、

そ
の
か
面
白
き
。
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の
ゆ
え
に
そ
れ
自
体
独
自
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
肯
定
容
認
さ
れ
評
価
さ
れ
た
の
が
、

は
か
な
ら
ぬ
明
末
清
初
と
い
う
時
代
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
万
暦
期
を
生
き
た
衰
宏
道
に
つ
い
て
、
入
矢
義
高
氏
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
〈
李
卓
吾
が
、
島
田
慶
次
氏
の
さ
一
口

わ
れ
た
よ
う
に
徹
底
し
た
℃
山
門
立
の
巳
ω
ユω円
だ
っ
た
如
く
、
衰
宏
道
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
奇
な
る
も
の
、
異
色
あ
る
も
の
、
独
自
な
価
値

を
主
張
す
る
も
の
を
、

た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
で
尊
重
し
愛
惜
し
た
〉
。

そ
し
て
〈
明
末
の
文
人
に
は
、

し
ば
し
ば
常
軌
を
逸
し
た
エ
ク
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
な
性
情
の
持
ち
主
が
多
い
〉
と
い
う
（
『
哀
宏
道
』
解
説
。
岩
波
詩
人
選
集
）
。
李
漁
も
ま
た
、
直
接
そ
の
系
統
を
引
く
〈
エ
ク
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
な
性
情
の
持
ち
主
〉
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
彼
を
「
異
人
」
と
称
す
る
評
語
を
、
右
の
如
き
意
味
に
お
い
て

と
ら
え
、

か
っ
こ
う
し
た
時
代
思
潮
の
な
か
で
見
つ
め
な
い
限
り
、

正
確
に
把
握
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
す
る
認
識
を
、
伊
藤
激
平
氏
は
全
く
欠
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
撲
斎
主
人
な
る
人
物
が

『
風
事
誤
」
伝



奇
に
対
し
て
眉
批
お
よ
ぴ
総
評
を
書
い
て
い
る
が
、
氏
は
、
〈
楼
斎
主
人
は
眉
批
の
な
か
で
、
李
漁
の
発
想
の
非
凡
な
こ
と
を
賞
賛
し
て
「
笠

翁
は
真
に
異
人
な
り
」
（
第
十
五
駒
）
と
嘆
声
を
発
っ
せ
ん
ば
か
り
で
あ
る
〉
（
『
刊
刻
』
）
と
、

そ
の
眉
批
の
こ
と
ば
が
笠
翁
の
才
を
、

ま
る
で

百
パ
ー
セ
ン
ト
絶
賛
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
受
け
と
め
方
、
表
現
の
仕
方
を
し
て
お
ら
れ
る
。
「
異
人
な
り
」
と
す
る
評
語
が
誉
め
こ
と
ば
で

あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
決
し
て
そ
の
よ
う
な
全
面
的
な
手
放
し
の
礼
賛
の
意
を
こ
め
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
上
し
か
も
、

は
な
は
だ
理
解
し
難
い
の
は
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
本
文
に
対
し
て
こ
の
眉
批
が
与
え
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
、
極
め
て
肝
心
な
と
こ
ろ
を
、
先
に
挙
げ
た
『
無
声
戯
』
第
三
回
の
評
語
の
場
合
と
同
様
、

な
ぜ
か
氏
は
完
全
に
無
視

し
省
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
第
十
五
駒
「
堅
固
塑
」
は

い
わ
ゆ
る
グ
小
収
待
。
と
よ
ば
れ
る
戯
曲
前
半
部
の
収
束
の
駒
に
当
た
る
。

こ
こ
は
出
来
る
だ
け
ひ
き
し
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め
賑
や
か
に
つ
く
っ
て
、
観
衆
の
興
味
を
後
半
に
つ
な
ぐ
よ
う
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
が
、
笠
翁
の
感
覚
で
あ
り
作
劇
法
で
あ
っ

た
。
『
笠
翁
十
種
曲
』
は
い
ず
れ
も
軽
妙
に
仕
組
ま
れ
た
恋
愛
喜
劇
で
あ
る
が
、
往
々
に
し
て
こ
れ
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
戦
闘
場
面
を
か
ら
ま

せ
て
、
観
衆
の
目
先
を
変
え
、
息
抜
き
と
し
て
の
楽
し
み
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
（
拙
稿
『
劇
作
家
と
し
て
の
李
笠
翁
』
注
却
お
よ
び
第
五
章
参

照
）
。
こ
の
駒
が
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
る
。

撒
天
大
王
と
称
す
る
賊
軍
の
将
が
、
招
討
使
・
倉
武
承
の
守
る
城
を
攻
め
よ
う
と
す
る
、

そ
の
攻
防
の
模
様
を
演
じ
る
の
で
あ
る
が
、
全

入
場
よ
り
成
り
、
賊
軍
側
と
官
軍
側
と
を
交
互
に
演
出
し
て
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
撒
天
大
王
が
部
下
を
率
い
て
登
場
し
、
新
兵
器
の
雲
梯
・

大
砲
・
地
を
掘
る
機
械
等
を
使
っ
て
城
を
攻
め
よ
う
と
語
る
の
が
第
一
場
。
続
く
第
二
場
に
お
い
て
は
、
登
場
し
た
倉
武
承
が
賊
を
迎
え
う

つ
べ
く
指
図
す
る
。
城
の
地
勢
か
ら
み
て
敵
は
ま
ず
東
門
に
縄
梯
を
か
け
て
登
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
場
合
に
は
こ
れ
こ
れ
す
る
よ

う
に
。
次
に
は
、

西
門
め
が
け
て
穴
を
掘
っ
て
く
る
は
ず
、

そ
の
折
に
は
し
か
じ
か
。

さ
ら
に
は
、
南
門
を
砲
撃
し
て
こ
よ
う
か
ら
、

そ、フ



な
れ
ば
こ
う
せ
よ
、

と
三
人
の
部
下
に
命
令
し
、

そ
れ
ぞ
れ
関
聖
帝
君
・
太
歳
星
君
・
火
徳
星
君
に
仮
装
さ
せ
て
、
奇
策
を
与
え
指
示
す
る
。

以
下
順
次
、
賊
軍
が
ピ
ッ
タ
リ
こ
の
グ
奇
計
。
に
は
ま
っ
て
た
ぶ
ら
か
き
れ
、
す
っ
か
り
キ
リ
キ
リ
舞
い
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
可
笑
し
き

面
白
き
が
演
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
、
完
全
に
作
者
の
企
て
た
御
都
合
主
義
に
則
っ
て
、
軽
妙
に
仕
組
ま
れ
た
グ
お
遊
び
。
の
齢
、

巧
み
に
計
算
さ
れ
た
グ
お
芝
居
。
で
あ
り
、
戯
作
者
笠
翁
先
生
得
意
の
腕
の
見
せ
所
、
本
領
発
揮
と
い
う
わ
け
だ
。

実
は
そ
の
第
二
場
で
、
住
居
武
承
が
奇
策
を
指
示
す
る
箇
所
に
対
し
て
、
「
奇
謀
請
等
、
立
見
に
何
慮
よ
り
得
来
た
れ
る
や
を
知
ら
ず
。
笠
老
は

真
に
異
人
な
り
」
と
い
う
眉
批
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
こ
の
眉
批
中
、
末
一
句
を
引
用
し
て
お
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

そ
の
関
連
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
の
で

正
確
に
は
右
に
の
べ
た
如
き
状
況
の
な
か
で
の
箇
所
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

は
、
全
く
意
味
を
な
さ
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
当
然
、
眉
批
全
文
を
見
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、

笠
翁
独
自
の
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
グ
あ
そ
び
感
覚
。
グ
ふ
ざ
け
精
神
。
の
、

そ
の
〈
発
想
の
非
凡
な
こ
と
を
賞
賛
し
て
〉
持

キ
ャ
ッ
チ

そ
こ
を
読
み
手
方
が
感
知

で
は
な
い
こ
と
、
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ち
上
げ
・
離
し
立
て
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
大
ま
じ
め
な
〈
賞
賛
〉

し
得
る
ア
ン
テ
ナ
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、

そ
れ
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
彼
の
異
才
異
能
ぶ
り
や
独
自
の
譜
誰
滑
稽
が
発
せ
ら
れ
た

と
こ
ろ
に
は
、
す
か
さ
ず
巧
妙
な
グ
掛
け
声
d

に
相
当
す
る
眉
批
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
ふ
れ
て
お
い
た
が
、

こ
こ
も
ち
ょ
う
ど
そ
れ
な
の
だ
。
笠
翁
の
作
品
に
評
語
や
眉
批
を
与
え
て
い
る
文
人
仲
間
た
ち
は
、
彼
の
尋
常
で
な
い
面
白
可
笑
し
い
才
能

や
言
語
遊
戯
を

一
緒
に
な
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

く
一
新
す
る
を
妨
げ
ん

見
物
を
ピ
ッ
ク
リ
さ
せ
て
も
よ
い
が

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
取
上
げ
た
第
十
五
齢
の
末
尾
下
場
詩
で
は
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
戯
場
は
戦
場
の
真
な
る
に
比
せ
ず
耳
目
何
ぞ
暫

（
戯
場
は
ほ
ん
と
の
戦
場
と
ち

古
よ
り
奇
兵
は
再
び
試
み
難
し

険
法
を
も
っ
て
他
人
を
娯
ら
ん
こ
と
を
慮
る

がf

It• 

古
来
奇
襲
は
二
度
と
せ
ぬ
も
の

こ
ん
な
や
り
く
ち
真
似
ら
れ
ま
す
な
）
」
。



こ
の
前
で
作
者
が
得
意
気
に
演
じ
展
開
し
て
み
せ
た
、
あ
の
よ
う
な
ふ
ざ
け
た
奇
襲
作
戦
を
ま
ね
て
、

人
を
陥
れ
よ
う
と
す
る
者
な
ど
居

れ
が
彼
の
か
あ
そ
び
感
覚
。
な
の
で
あ
る
。

る
は
ず
も
な
い
こ
と
を
百
も
二
百
も
承
知
の
う
え
で
、
殊
さ
ら
得
得
と
し
て
注
意
教
訓
め
か
し
た
こ
と
を
言
っ
て
み
せ
る
可
笑
し
き
｜
｜
こ

だ
か
ら
楼
斎
主
人
な
る
人
物
が
こ
こ
で
与
え
た
眉
批
は
、
「
若
し
説
破
せ
ず
ん
ば
、
偉
く
尤
を
放

す
者
あ
ら
ん
」
。
そ
こ
ま
で
ち
ゃ
ん
と
言
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
真
似
し
て
あ
や
ま
ち
を
犯
す
者
が
い
よ
う
、

よ
く
ぞ
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
、

と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
本
文
の
下
場
詩
の
冗
談
（
下
二
句
に
は
特
に

O
印
が
付
さ
れ
て
い
る
）
を
さ
ら
に
ま
ぜ
返
し
て
ス
ッ
と
ぼ
け
か
賞
賛
。

し
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ま
こ
と
に
珍
妙
な
る
冗
談
の
応
酬
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
と
ぐ
る
に
な
っ
て
そ
の

言
語
遊
戯
を
共
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
グ
あ
そ
び
感
覚
。
の
持
ち
主
で
な
い
限
り
、

と
う
て
い
李
漁
文
学
の
理
解
者
た
り
得
な
い
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。七
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こ
れ
に
関
連
し
て
、
伊
藤
氏
も
取
り
あ
げ
て
お
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
『
無
声
戯
』
第
一
回
は
、
大
金
持
ち
だ
が
鈍
才
で

ひ
ど
く
醜
い
男
が
、
結
局
は
美
し
い
女
を
二
一
人
ま
で
要
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
話
で
、

『
奈
何
天
』
伝
奇
は
こ
れ
を
戯
曲
化
し
た
も
の
。
例

に
よ
っ
て
例
の
如
く
で
、
村
松
映
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
〈
そ
の
テ

l
マ
に
つ
い
て
、
小
説
の
冒
頭
で
い
ろ
い
ろ
講
釈
を
し
て
い
る
が
、
李

漁
の
小
説
で
は

こ
の
講
釈
が
な
か
な
か
の
見
ど
こ
ろ
な
の
で
あ
る
〉
（
同
氏
前
掲
論
文
）
。

す
な
わ
ち
、

世
の
中
の
婚
姻
と
い
う
も
の
は
、

と
ん
で
も
な
い
相
手
と
結
ば
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、

そ
の
場
合
の
女
性
の
恨
み
苦
し

み
は
、
口
に
も
出
せ
ず
治
す
こ
と
も
で
き
ぬ
終
身
の
病
い
と
も
言
う
べ
き
も
の
。
そ
の
病
い
を
治
す
方
法
を
自
分
は
伝
授
し
よ
う
と
思
う
が
、

そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い

「
紅
顔
薄
命
」
と
い
う
四
文
字
を
秘
薬
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
も
し
不
美
人
に
生
ま
れ
つ
い
た
な
ら
ば



そ
れ
こ
そ
芽
出
た
い
兆
し
で
、
将
来
か
な
ら
ず
完
全
無
欠
の
夫
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
も
し
二
三
分
が
と
こ
の
美
人
で
あ
れ
ば
、

七
八
分
が

と
こ
立
派
な
夫
を
も
て
る
。
も
し
五
六
分
が
た
の
美
人
な
ら
、

せ
い
ぜ
い
三
四
分
が
た
の
亭
主
に
当
た
る
。
万
一
、
す
ば
ら
し
い
美
人
で
か

つ
聡
明
な
ら
ば

ま
ず
そ
の
薄
命
な
る
こ
と

こ
の
世
で
一
番
愚
鈍
で
醜
悪
な
夫
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
る
と
覚
悟
し
て
、

片
時
も
こ
れ
を
忘
れ

ず
、
才
貌
全
き
男
に
出
会
っ
て
も
自
分
の
相
手
で
は
な
い
と
思
う
よ
う
、

日
頃
か
ら
預
め
訓
練
し
て
お
け
ば
、
実
際
に
そ
う
な
っ
た
と
き
に

も
心
安
ら
か
で
い
ら
れ
る
。
も
し
も
幸
い
に
し
て
、
二
三
番
目
か
四
五
番
目
の
愚
鈍
醜
悪
な
男
に
嫁
げ
ば
、

そ
れ
こ
そ
望
外
の
幸
せ
、
怨
む

本
文
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
睡
郷
祭
酒
な
る
評
者
の
眉
批
が
、

ど
こ
ろ
か
大
喜
ぴ
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ー
ー
と
い
う
彼
一
流
の
御
託
を
纏
々
得
々
と
し
て
並
べ
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

そ
れ
相
応
に
ト
ボ
ケ
か
つ
フ
ザ
ケ
た
も
の
で
あ
る
の
は
＝
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。 こ

の

と
こ
ろ
が
、
伊
藤
氏
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
〈
第
一
回
で
醜
女
に
対
し
て
自
分
の
御
面
相
相
応
に
決
し
て
婿
取
り
に
高
望
み
す
る
な
、
と
戒
め

ご
く
道
学
臭
い
よ
う
で
い
て
又
し
ご
く
艶
っ
ぽ
い
こ
と
ば
だ

（
極
奇
的
話
、

又
是
極
正
的
話
、
極
道
学
的
話
、

又
是
極
風
流
的
話
、
）
」
と
し
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る
李
漁
の
説
得
力
あ
る
談
義
を
評
し
た
睡
郷
祭
酒
の
眉
批
の
な
か
に
、
「
し
ご
く
奇
矯
な
よ
う
で
い
て
又
し
ご
く
ま
っ
と
う
な
こ
と
ば
だ
、
し

て
「
笠
翁
は
異
に
異
人
な
り
」
と
感
嘆
し
て
括
っ
て
い
る
〉
（
『
刊
刻
』
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
こ
で
ま
ず
笠
翁
は
〈

醜
女
に
対
し
て
自
分
の
御
面
相
相
応
に
決
し
て
婿
取
り
に
高
望
み
す
る
な
〉
な
ど
と
は
一
言
も
い
っ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
全
く
逆
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
完
全
に
氏
の
読
み
違
い
で
あ
る
。
十
二
三
歳
の
頃
に
な
っ
て
自
分
の
顔
を
鏡
で
み
て
、
も
し
も
眼
が
大
き
く

眉
が
太
く
髪
が
黄
色
で
肌
が
黒
か
っ
た
な
ら
ば
｜
｜
そ
れ
こ
そ
ま
ず
も
っ
て
芽
出
た
い
兆
し
で
、
将
来
完
全
無
欠
の
夫
を
も
つ
に
ち
が
い
な

く
、
占
っ
て
も
ら
う
ま
で
も
な
い

（
一
一
逗
就
是
第
一
種
恭
喜
之
兆
了
、

将
来
決
有
十
全
的
丈
夫
、
不
消
去
占
ト
）
、

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

し
か
も
こ
の
原
文
文
字
傍
に
は

O
印
が
付
き
れ
て
い
て
、
「
妙
」
と
い
う
眉
批
の
一
字
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
美
人
な
ら
ば
ど

う
し
て
必
ず
十
全
の
夫
に
連
れ
添
う
こ
と
に
な
る
の
か
、

と
ま
じ
め
に
反
論
し
て
み
て
も
始
ま
ら
な
い
。

と
言
、
フ
よ
り
も
、

そ
ん
な
疑
問
を



提
す
る
の
は
愚
の
骨
頂
な
の
だ
。
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
ヌ
ケ
ヌ
ケ
得
得
と
し
て
そ
う
言
い
き
っ
て
み
せ
る
か
ら
こ
そ
「
妙
」
な
の
で
あ
る
。

ふ、

l
v

て

こ
こ
で
の
グ
講
釈
。
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に

い
わ
ゆ
る
世
間
一
般
の
常
識
に
逆
ら
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
み
せ
る
の
が
「
常
人
」
に

い
わ
く
言
い
難
い
妙
味

非
ぎ
る
笠
翁
の
流
儀
な
の
だ
。
そ
う
し
た
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
「
異
才
」
ぶ
り
に
彼
の
躍
如
た
る
面
白
が
あ
り
、

が
あ
る
。
そ
こ
を
読
み
手
方
が
感
取
で
き
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
こ
う
い
う
言
い
草
は
、
す
で
に
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
笠
翁
が
得
意
と
す
る
グ
あ
そ
び
感
覚
。
か
ふ
ざ
け
精
神
。
に
発

す
る
御
託
・
庇
理
屈
で
あ
り

ひ
ね
り
を
き
か
せ
た
酒
落
冗
談
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
前
稿
で
も
ふ
れ
た
「
む
り
こ
じ
つ
け
の
お

か
し
み
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
も
し
も
こ
れ
を
〈
説
得
力
あ
る
談
義
〉

だ
と
大
ま
じ
め
に
真
に
受
け
て
〈
感
嘆
〉
す
る
読
み
手

が
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
ま
こ
と
に
コ
ッ
ケ
イ
な
図
柄
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
作
者
の
仕
掛
け
た
ワ
ナ
・
思
う
ツ
ボ
に
見
事
ス
ツ
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ポ
リ
は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
漁
の
こ
う
し
た
言
い
草
や
口
吻
の
面
白
き
可
笑
し
き
は
、
前
稿
で
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
ホ
ン
ト
と
ウ
ソ
、
真
面
目
と
不
真
面
目
、
本
気
と
冗
談
と
が
そ
れ
ぞ
れ
奇
妙
キ
テ
レ
ツ
な
具
合
に
よ
じ
れ
合
い
・
も
つ
れ
合
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
冗
談
め
か
し
て
本
当
の
こ
と
を
言
い
、
真
面
目
め
か
し
て
ふ
ざ
け
た
こ
と
を
三
弓
え
ま
た
、
本
気
め
か
し
て
い
る
が
決
し

て
本
気
な
ど
で
は
な
く
、
ウ
ソ
ッ
ぽ
い
の
だ
が
ま
ん
ざ
ら
全
部
ウ
ソ
で
は
な
い
、
と
い
う
可
笑
し
き
面
白
き
を
狙
っ
た
も
の
な
の
だ
。

J
め
そ

び
感
覚
。
を
持
ち
合
せ
ず
ま
た
理
解
も
で
き
な
い
、
大
ま
じ
め
な
頭
の
固
い
読
み
手
は
、

そ
う
し
た
「
ホ
ン
ト
・
ま
じ
め
・
本
気
」
め
か
し

て
い
る
擬
態
や
ら
掩
飾
の
煙
幕
に
、
手
も
な
く
捲
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

戯
号
「
酔
郷
祭
酒
」
な
る
評
者
は
、
先
に
指
摘
し
た
『
風
事
誤
』
の
評
者
の
撲
斎
主
人
と
同
様
に
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
李
漁
の
「
異
才
」

ぶ
り
を
十
分
に
知
悉
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
極
め
て
〈
奇
〉
な
が
ら
も
極
め
て
〈
正
〉
、
極
め
て
〈
道
学
的
〉
だ
が
又
極
め
て
〈
風
流
的
〉

と
言
っ
て
、

そ
の
独
自
の
諸
諺
滑
稽
を
面
白
が
っ
て
眺
め
楽
し
ん
で
い
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
胡
散
臭
い
、
紛
ら
わ
し
く
も
い



か
が
わ
し
い
、

眉
唾
な
表
現
の
可
笑
し
き
面
白
き
を
狙
う
曲
者
た
る
作
者
に
対
し
て
、

「
笠
翁
は
真
に
異
人
な
り
」
と
い
う
〈
感
嘆
〉
の
グ
掛

け
声
。
を
か
け
て
〈
括
っ
て
い
る
〉

の
で
あ
る
。

く
り
返
し
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
。
李
笠
翁
こ
そ
は
、

そ
の
ひ
と
き
わ
抜
き
ん
で
た
他
に
類
例
の
な
い
滑
稽
譜
諺
の
才
筆
を
も
っ
て
最
大
特

色
と
す
る
文
人
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

ま
さ
し
く
中
国
文
学
史
上
の
グ
異
才
。
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
前
稿
で
も

ふ
れ
た
通
り
、
彼
の
文
芸
は
、

正
統
派
の
メ
ジ
ャ
ー
の
グ
表
側
文
芸
。
と
は
相
い
対
置
す
る
、
非
正
統
派
の
マ
イ
ナ
ー
の
か
裏
側
文
芸
。
な

の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
こ
そ
実
は
、
彼
の
文
芸
の
相
応
に
高
く
評
価
す
べ
き
独
自
の
価
値
・
値
打
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
す
で

に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
き
わ
め
て
奇
妙
へ
ン
テ
コ
リ
ン
な
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
、
か
遊
び
の
文
芸
。
と
し
て
の
言
語
遊
戯
の
面
白
き
で

も
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、

笠
翁
の
才
筆
が
ま
た
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
面
白
い
書
物
が
『
問
情
偶
寄
』
な
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は

伊
藤
激
平
氏
の
疑
義
に
対
す
る
解
答
を
も
含
め
て
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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