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森
鴎
外

さム
面冊

「
独
身
」

古

郡

康

人

1 

小
倉
に
第
十
二
師
団
軍
医
部
長
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
時
代
（
明
幻
・
6
1

お
・
3

）
の
森
鴎
外
が
、
東
京
千
駄
木
団
子
坂
上
の
観
潮
楼

を
守
る
母
峰
子
と
の
頻
繁
な
書
簡
の
往
復
に
お
い
て
、
主
た
る
話
題
の
一
つ
と
し
た
の
は
、
鴎
外
自
身
の
結
婚
問
題
で
あ
っ
た
。明
治
二
十

三
年
十
一
月
に
赤
松
登
志
子
と
離
婚
し
て
以
後
、

独
身
生
活
を
続
け
て
い
た
鴎
外
は
、
母
宛
の
書
簡
に
お
い
て
〈
妻
を
持
つ
べ
き
や
否
や
は

ま
だ
中
々
決
心
出
来
ず
考
中
に
御
座
候
〉
（
明
詑
・
ロ
－
m
）
、
〈
良
家
の
美
し
き
子
は
容
易
く
見
ら
れ
ず
む
つ
か
し
き
も
の
に
候
〉
（
明
泊
・

ー
・
日
）
な
ど
と
述
べ
、
何
人
か
の
具
体
的
候
補
の
検
討
途
上
に
は
〈
一
件
は
別
品
主
義
が
勝
つ
か
家
柄
主
義
が
勝
つ
か
何
だ
か
家
柄
主
義

と
い
っ
た
感
想
を
述
べ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
過
程
で
鴎
外

シ
ラ
ヌ
ド
ウ
シ
ユ
ヱ

が
表
明
し
て
い
る
最
大
の
点
は
、
〈
日
本
流
の
結
婚
は
た
と
ひ
分
別
あ
る
年
に
な
り
て
の
結
婚
に
て
も
不
知
同
志
の
事
故
到
底
は
っ
き
り
先
の

ト
ミ
ク
ジ
ク
タ

明
M
・
4

・
口
頃
）
、
〈
日
本
に
て
妻
を
め
と
る
は
富
畿
の
や
う
な
も
の
に
て
今
日
畿

の
勢
力
余
程
強
く
相
成
候
ゃ
う
存
ぜ
ら
れ
候
〉
（
明
弘
・
4

－

M
）

見
込
付
く
と
い
ふ
事
無
之
是
非
な
き
事
に
候
〉
（
推
定
、



ア
タ

を
買
ひ
て
も
此
の
如
し
十
年
後
に
買
ひ
て
も
亦
此
の
如
し
き
っ
と
当
る
畿
は
無
之
候
〉
（
明M
・
5

・
幻
）と
い
っ
た
、

日
本
の
結
婚
習
俗
へ

の
不
信
不
満
の
念
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
小
倉
時
代
の
随
筆
「
心
頭
語
」
（
明
お
・2
・

1
1
M
・
2

－

M
）
に
お
い
て
も
鴎
外
が
取
り
上

げ
た
問
題
で
あ
っ
た
。

「
心
頭
語
」
に
お
い
て
日
本
の
結
婚
習
俗
を
論
じ
て
い
る
の
は
第
四
十
一
回
か
ら
第
四
十
七
回
（
明
お
・
6

・
幻
j
m
）
に
至
る
部
分
で

あ
る
。
「
心
頭
語
」
は
、
内
容
の
上
か
ら
、
処
世
上
の
簸
言
と
学
妻
・
社
会
・
実
生
活
を
め
ぐ
る
随
筆
と
に
三
大
別
さ
れ
る
こ
と
、

ま
た
鴎
外

自
身
の
「
切
抜
帖
』
が
存
す
る
前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
半
が
ク
ニ
ッ
ゲ

(I
) 

氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
鴎
外
の
『
切
抜
帖
』
に
あ
り
な
が
ら
も
〈
ク
ニ
ッ
ゲ
の
中
に
対
応
す
る
原

(2
) 

文
無
し
、
日
本
の
実
状
に
即
し
た
鴎
外
自
身
の
意
見
〉
と
見
な
し
う
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
鴎
外
は
、
恋
愛
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
の
困

難
な
所
以
を
〈
我
国
と
西
洋
と
全
く
そ
の
俗
を
殊
に
し
た
れ
ば
な
り
〉
と
述
べ
、
〈
我
俗
は
相
識
ら
ず
し
て
相
婚
す
〉
の
に
対
し
て
〈
西
洋
の

え
ら
い
ど

俗
は
相
識
り
て
択
み
、
相
択
み
て
挑
み
、
諾
す
れ
ば
婚
成
り
、
諾
せ
ざ
れ
ば
婚
破
る
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
男

あ
ひ
あ
い
あ
ひ
こ
ん
い
ぬ

女
双
方
の
事
情
か
ら
結
婚
は
し
た
も
の
の
、
〈
二
人
は
始
よ
り
相
愛
し
て
相
婚
し
た
る
に
あ
ら
ざ
る
を
も
て
、
寝
る
に
其
室
を
同
う
せ
ず
。
然

『
交
際
法
』
の
翻
案
的
抄
訳
で
あ
る
こ
と
等
が
小
堀
桂
一
郎

る
に
夫
は
妻
の
才
貌
兼
備
は
れ
る
を
見
、
妻
は
夫
の
品
性
高
潔
な
る
を
見
て
、
内
に
相
愛
す
る
情
を
生
〉
じ
、
激
し
い
風
雨
の
夜
に
そ
の
相

愛
の
情
を
確
認
し
て
、
初
め
て
実
質
的
結
婚
生
活
に
入
っ
た
と
い
う
物
語
を
紹
介
、
〈
屋
外
は
風
雨
愈
々
劇
し
く
、
細
流
の
水
は
板
橋
の
破
片

を
駈
り
て
奔
り
、
苑
木
の
梢
は
風
に
吹
き
折
ら
れ
て
飛
ぶ
。

と
も
し
び

ム
の
著
す
所
の
小
説
へ
ロ
の
燈
の
梗
概
な
り
。

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
是
れ
春
を
催
す
風
雨
な
り
。
以
上
は
ヨ
ハ
ン
ナ
、ク
レ
ン

（
中
略
）
わ
れ
は
こ
れ
を
読
み
て
、
西
洋
人
の
所
謂
恋
愛
と
我
婚
姻
の
俗
と
の
反
映
如
何
を
顧

せ
ん
あ
い
こ
う
こ
ん
せ
ん
こ
ん
こ
う
あ
い

み
、
心
に
思
ふ
と
こ
ろ
あ
り
〉
と
述
べ
、
〈
西
洋
の
先
愛
後
婚
の
俗
は
開
明
の
俗
に
し
て
、
東
洋
先
婚
後
愛
の
俗
野
蛮
の
俗
な
る
か
〉
と
問
題

を
提
起
、
〈
願
く
ば
我
を
し
て
諸
家
の
先
婚
後
愛
に
関
す
る
意
見
を
聞
い
て
、
以
て
平
生
の
疑
惑
を
解
く
こ
と
を
得
し
め
よ
〉
と
述
べ
た
の
で



あ
っ
た
。

鴎
外
は
、
明
治
三
十
五
年
一
月
四
日
、
東
京
で
荒
木
し
げ
と
結
婚
、
翌
五
日
に
新
婦
と
と
も
に
小
倉
へ
下
向
、
三
月
十
八
日
に
東
京
の
第

一
師
団
軍
医
部
長
に
転
任
す
る
辞
令
を
受
け
た
の
ち
、
三
月
二
十
六
日
に
小
倉
を
出
立
、
二
十
八
日
観
潮
楼
に
入
っ
た
。
鴎
外
夫
人
森
し
げ

女
の
小
説
「
波
澗
」
（
「
ス
バ
ル
」
明
位
・
ロ
）は

一
月
四
日
、
前
日
に
東
京
で
挙
式
し
た
大
野
豊
と
井
上
富
子
が
小
倉
に
向
か
い
、
三
月

中
旬
に
は
大
野
が
帝
国
採
炭
会
社
理
事
長
か
ら
農
商
務
省
の
某
局
長
と
し
て
東
京
へ
転
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
二
十
五
日
小
倉
を
立
っ
た

そ
の
大
野
豊
に
井
上
富
子
と
の
縁
談
話
が
も
ち
あ
が
っ
た

(3
) 

頃
の
、
ま
だ
独
身
時
代
に
時
間
的
に
は
遡
っ
た
設
定
の
も
と
に
、
「
独
身
」
（
「
ス
バ
ル
」
明
必
・

1

）
を
発
表
す
る
。
伝
記
的
事
実
を
鴎
外
書

と
こ
ろ
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
波
欄
」
発
表
の
翌
月
、
鴎
外
自
身
は
、

簡
に
よ
っ
て
窺
う
な
ら
、
母
峰
子
に
、
荒
木
し
げ
の
離
婚
歴
と
い
う
〈
失
錯
〉
が
許
し
が
た
い
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
聞
い
、

差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
性
質
如
何
に
よ
っ
て
決
定
し
た
い
と
述
べ

明
M
・
日
・1

）

や
が
て
妹
小
金
井
き
み
子
に
〈
荒
木
令
嬢
の

事
、
兎
も
角
も
相
迎
候
事
と
決
心
仕
候
。
併
し
随
分
苦
労
の
種
と
存
候
〉
（
明
泊
・
ロ
・
5

）
と
書
き
送
る
あ
た
り
ま
で
の
期
間
に
取
材
し
た

作
品
で
あ
る
。
小
倉
時
代
の
結
婚
を
め
ぐ
る
言
説
や
「
波
湖
」
と
の
関
係
に
お
い
て
も
興
味
深
い
作
品
「
独
身
」
に
つ
い
て
、
以
下
論
じ
て

E

’z

・
，
－
、
。

ivAJCJ

’htv 

2 

「
独
身
」
は
全
六
節
か
ら
成
る
。
各
節
の
内
容
を
簡
単
に
記
し
て
お
く
。

か
り
ん
と
う

て
戸
外
に
伝
便
の
鈴
の
音
・
花
欄
糖
売
の
女
の
声
が
す
る
小
倉
の
冬
の
夜
の
、
語
り
手
に
よ
る
提
示
（
伝
便
に
つ
い
て
の
講
釈
も
開
陳
）
。

二
、
主
人
大
野
豊
と
客
戸
川
・
富
田
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
る
有
妻
無
妻
論
。



三
、
戸
川
の
話
（
雪
の
夜
、
寂
し
き
か
ら
下
女
を
妻
と
し
た
男
の
話
）
。

四
、
曹
洞
宗
の
僧
寧
国
寺
き
ん
の
来
居
、
大
野
に
よ
る
三
宝
帰
依
に
つ
い
て
の
講
釈
。

五
、
富
田
の
話
（
稲
荷
の
託
宣
に
よ
っ
て
下
女
を
妻
と
し
た
男
の
話
）
。

六
、
大
野
の
官
能
を
め
ぐ
る
自
己
点
検
と
、
お
祖
母
あ
さ
ん
か
ら
の
手
紙
（
井
上
富
子
の
こ
と
）
。

以
上
、
整
然
と
し
た
構
成
と
い
え
よ
う
が
、
さ
て
そ
う
し
た
印
象
を
も
た
ら
す
布
置
を
形
成
し
て
い
る
要
素
、

た
と
え
ば
、
二
人
の
客
が

話
し
た
下
女
と
の
婚
姻
話
・
語
り
手
と
大
野
と
に
よ
る
二
つ
の
〈
講
釈
〉
・
寧
国
寺
さ
ん
の
登
場
・
東
京
の
お
祖
母
あ
さ
ん
か
ら
の
手
紙
、
等

が
、
で
は
プ
ロ
ッ
ト
生
成
に
ど
の
よ
う
に
参
画
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
直
ち
に
明
確
に
は
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
富

田
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
〈
独
身
攻
撃
〉
に
対
す
る
大
野
の
反
論
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
お
祖
母
あ
さ
ん
が
勧
め
る
富
子
に
対
す
る
大
野
の

感
情
も
ま
た
明
ら
か
で
な
い
。
む
ろ
ん
、
「
波
澗
」
を
閲
読
し
た
読
者
に
す
れ
ば
、
大
野
と
富
子
と
の
結
婚
は
既
成
の
事
実
で
あ
り
、
お
祖
母

あ
さ
ん
の
手
紙
に
お
け
る
〈
尤
前
便
に
申
上
候
通
、
不
幸
な
る
境
遇
に
居
ら
れ
し
人
な
れ
ば
〉
と
か
〈
尚
々
精
二
郎
夫
婦
よ
り
も
宜
し
く
可

申
上
様
申
出
候
〉
と
い
っ
た

こ
れ
だ
け
で
は
富
子
の
不
幸
の
内
容
や
精
二
郎
と
は
誰
か
が
暖
昧
な
表
現
も
、
「
波
湖
」
に
〈
男
は
悪
い
が
垢

抜
け
の
し
た
、
義
人
染
み
た
弟
の
精
二
郎
と
い
ふ
医
学
士
〉
、
〈
余
程
前
に
わ
づ
か
許
り
一
し
ょ
に
な
っ
て
ゐ
た
先
の
夫
〉
な
ど
と
あ
る
こ
と

か
ら
類
推
が
で
き
も
す
る
し
、
な
ぜ
手
紙
は
お
祖
母
あ
さ
ん
か
ら
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
「
波
澗
」
に
〈
大
野
は
子
供
の
時
両
親
に

わ
か
れ
た
の
で
〉
と
あ
る
こ
と
で
納
得
が
い
く
。
し
た
が
っ
て
「
独
身
」
が
、
独
身
生
活
離
脱
直
前
の
大
野
の
精
神
風
景
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
自
明
の
ご
と
く
に
思
わ
れ
も
す
る
が
、
「
独
身
」
と
い
う
作
品
の
自
律
し
た
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
が
言
え
る
の
か
ど
う
か
、

そ
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
。



3 

主
人
大
野
と
客
戸
川
・
富
田
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
〈
有
妻
無
妻
と
い
ふ
議
論
〉
は
、

と
こ
ろ
で
作
者
鴎
外
自
身
が
合
評
「
標
新
領
異
録
」

グ〉

『
好
色
一
代
女
」
評
（
「
め
き
ま
し
草
」
明
初
・
7

で
巻
三
の

「
町
人
腰
元
」
を
評
し
た
〈
妻
は
持
つ
べ
き
も
の
か
、
持
つ
ま
じ
き
も

こ
の
段
に
見
え
て
居
り
ま
す
〉
と
の
言
を
想
起
き
せ
よ
う
。
『
好
色
一
代
女
』
の
当
該
章
段
に
即
す
る

な
ら
ば
、
妻
は
持
つ
べ
き
も
の
と
す
る
論
拠
は
、
〈
世
を
た
つ
る
か
ら
は
な
く
て
も
な
ら
ず
〉
、
吉
野
の
奥
山
に
住
む
男
も
「
淋
し
き
も
口
鼻

の
か
と
、
例
の
両
端
を
叩
い
た
論
が

を
た
よ
り
に
わ
す
る
乙
と
語
る
よ
う
に
、
〈
捨
が
た
く
や
め
が
た
き
は
此
道
〉
と
す
る
、
す
な
わ
ち
、
世
の
中
を
渡
っ
て
い
く
と
き
、
寂
し

一
方
、
妻
は
持
つ
ま
じ
き
も
の
と
す
る
論
拠
は
、
〈
人
の
妻
も
男
の

あ
ざ

手
前
た
し
な
む
う
ち
こ
そ
ま
だ
し
も
な
れ
。
後
は
髪
を
も
そ
こ
／
＼
に
し
て
諸
肌
を
ぬ
ぎ
て
。
脇
腹
に
あ
る
癌
を
見
出
き
れ
。
有
時
は
様
子

す
こ
し

な
し
に
あ
り
き
て
左
の
足
の
少
長
い
し
ら
れ
ひ
と
つ
作
＼
よ
ろ
し
き
事
は
な
き
に
子
と
い
ふ
者
生
れ
て
。
な
を
ま
た
あ
い
そ
を
つ
か
し
ぬ
〉

さ
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
男
女
の
道
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
り
、

-201-

よ
う
な
成
り
行
き
、
す
な
わ
ち
、
た
と
い
美
女
で
も
狩
れ
て
く
る
と
欠
点
が
露
呈
し
、
子
ど
も
が
生
れ
た
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
愛
想
が
尽
き

る
も
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
前
者
の
有
妻
論
は
、
〈
土
地
が
土
地
な
の
で
、
丁
度
今
夜
の
や
う
な
雪
の
夜
が
幾
日
も
幾
日
も
続
く
〉
中
で

〈
自
分
が
寂
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
で
、
下
女
も
さ
ぞ
寂
し
か
ら
う
と
思
ひ
遣
っ
て
〉
、
つ
い
に
は
〈
下
女
が
下
女
で
な
く
な
っ
た
〉
事
態
に

至
っ
た
友
人
に
つ
い
て
の
戸
川
の
話
に
該
当
す
る
。
後
者
の
無
妻
論
に
つ
い
て
は
、
「
波
澗
」

の
中
で
大
野
が
「
女
は
子
を
産
む
と
損
ね
る
。

婦
聞
の
〈
波
澗
〉
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
と
符
合
し
、

切
角
締
麗
な
顔
や
髪
を
台
な
し
に
し
て
し
ま
ふ
の
は
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い
で
は
な
い
か
」
と
言
い
、
秘
か
に
避
妊
の
処
置
を
し
て
い
た
の
が
夫

な
が
め

ま
た
「
町
人
腰
元
」
に
お
け
る
「
一
生
の
詠
物
な
が
ら
女
の
姿
過
た
る
は
あ
し
か
ら

め
」
と
の
祇
園
甚
太
の
言
葉
は
、
「
波
澗
」
で
、
富
子
の
美
貌
に
つ
い
て
「
い
つ
な
ん
ど
き
倶
利
加
羅
紋
々
の
兄
い
に
出
刃
庖
丁
を
持
っ
て
あ



ば
れ
込
ま
れ
る
か
分
か
ら
な
い
様
な
妻
を
持
っ
て
ゐ
る
の
も
一
興
だ
ら
う
」
と
言
っ
た
親
友
古
川
の
言
葉
を
大
野
が
気
に
か
け
て
い
る
こ
と

と
通
底
す
る
。
幸
田
露
伴
「
井
原
西
鶴
」
（
明
お
・5
）
に
い
う
〈
西
鶴
事
を
記
す
る
に
多
く
は
比
較
対
照
の
叙
法
を
用
ゐ
て
、
読
む
者
を
し

を
承
け
つ
つ
「
独
身
」
を
結
構
す
る
に
あ
た
り

て
両
端
を
敵
き
て
其
中
の
消
息
を
悟
ら
し
む
〉
と
の
指
摘
を
承
け
て
「
町
人
腰
元
」
の
章
段
に
そ
の
例
証
を
見
た
鴎
外
が
、
「
波
澗
」
の
世
界

(4
) 

こ
の
両
端
を
敵
く
と
い
う
思
考
方
法
に
示
唆
を
受
け
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

き
て
、
『
好
色
一
代
女
』
巻
三
の
一

(5
) 

で
あ
る
が
、
鴎
外
「
独
身
」
に
お
い
て
も
、
有
妻
論
を
展
開
す
る
戸
川
と
富
田
の
話
は
い
ず
れ
も
、
遊
女
で
は
な
く
地
女
を
め
ぐ
っ
て
で
あ

「
町
人
腰
元
」
は
、
藤
本
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
巻
十
四
「
雑
女
部
」
と
特
に
対
応
関
係
の
明
確
な
章
段

り
中
で
も
下
女
と
の
婚
姻
話
で
あ
っ
た
。
富
田
が
「
ど
う
も
小
倉
に
は
御
主
人
の
お
目
に
留
ま
っ
た
も
の
が
な
さ
き
う
だ
。
多
分
馬
関
だ
ら

う
と
思
っ
て
、
僕
は
随
分
熱
心
に
聞
い
て
廻
っ
た
の
だ
が
、
結
果
が
陰
性
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
、
小
倉
旭
町
や
赤
間
関
の
遊
廓
へ
の
出
入
り

に
危
険
で
行
け
な
い
」
「
い
つ
ど
の
女
と
ど
う
一
五
ふ
事
が
始
ま
る
か
も
知
れ
な
い
ん
だ
か
ら
ね
」
と
語
る
、
そ
の
〈
周
囲
の
女
〉
と
は
し
た
が

(6
) 

っ
て
地
女
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
地
女
を
〈
遊
女
に
対
し
て
地
縁
・
血
縁
の
網
の
目
の
中
に
い
て
、
結
婚
の
対
象
と
な
る
素
人
の
女
〉
と
解
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を
ま
ず
調
べ
、
そ
の
事
実
の
無
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
、
「
一
体
こ
こ
の
御
主
人
の
や
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
ら
れ
て
は
、
周
囲
の
女
の
為
め

す
る
な
ら
ば
、

で
は
そ
の
地
女
の
中
で
下
女
を
結
婚
の
対
象
と
し
て
設
定
し
た
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。

『
好
色
一
代
女
』
「
町
人
腰
元
」
で
、
腰
元
が
主
人
を
あ
か
ら
さ
ま
な
性
的
魅
力
で
誘
惑
し
た
こ
と
と
比
較
す
る
な
ら
、
「
独
身
」
で
二
人

の
客
が
紹
介
し
た
下
女
は
、
そ
の
策
略
の
意
図
の
如
何
を
別
に
し
て
も
、

一
代
女
と
は
趣
を
殊
に
す
る
。
戸
川
の
友
人
宮
沢
が
妻
と
す
る
こ

と
に
な
っ
た
下
女
は
、
性
欲
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
雪
国
の
冬
の
夜
の
寂
宥
？
と
無
柳
に
相
応
じ
た
こ
と
が
そ
の
男
女
関
係
の
機
縁
で
あ
り
、

富
田
の
友
人
箕
村
が
妻
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
下
女
お
梅
き
ん
の
場
合
も
性
的
関
係
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
箕
村
が
お

梅
き
ん
を
妻
と
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
、
富
田
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。



前
の
細
君
が
病
気
で
亡
く
な
っ
て
忌
中
で
ゐ
る
と
、
或
日
大
き
な
鯛
を
持
っ
て
来
て
置
い
て
行
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
き
う
だ
。
箕
村
が

ひ
ど
く
驚
い
て
、
近
所
を
聞
き
廻
っ
た
り
何
か
し
て
騒
ぐ
と
、
そ
の
時
は
ま
だ
女
中
で
ゐ
た
お
梅
き
ん
が
平
気
で
、
こ
れ
は
お
稲
荷
様

い
や
を
う

の
下
さ
っ
た
鯛
だ
と
云
っ
て
、
直
ぐ
に
料
理
を
し
て
、
否
唯
な
し
に
箕
村
に
食
は
せ
た
き
う
だ
。
そ
れ
が
不
思
議
の
始
で
、
を
り
を
り

稲
荷
の
託
宣
が
あ
る
。
梅
と
婚
礼
を
せ
い
と
云
ふ
託
宣
な
ん
ぞ
も
、

度
を
す
る
と
、

お
梅
さ
ん
は
驚
い
た
顔
を
し
て
、

や
っ
ぱ
り
お
梅
さ
ん
が
言
ひ
渡
し
て
置
い
て
、
箕
村
が
婚
礼
の
支

お
撤
さ
ん
は
ど
ち
ら
か
ら
お
出
な
さ
い
ま
す
と
云
っ
た
き
う
だ
。
僕
は
神
慮
に
称
つ

て
ゐ
る
と
見
え
て
、
富
田
に
馳
走
を
せ
い
と
云
ふ
託
宣
が
あ
る
の
だ
。

(7
) 

と
こ
ろ
で
右
の
叙
述
の
素
材
は
、
松
原
純
一
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
小
倉
日
記
」
明
治
三
十
三
年
一
月
三
日
の
条
の
次
の
よ
う
な
記
述-203 

に
あ
る
。

夜
郡
病
院
長
澄
川
徳
至
る
。
酒
を
飲
ま
し
む
。
談
精
神
病
に
及
び
て
日
く
。
此
地
狐
葱
頗
る
多
し
。
医
二
村
噺
奄
年
六
十
余
に
し
て
、

一
牌
を
畜
ふ
。
年
二
十
余
。
常
に
枕
席
に
侍
せ
し
む
。
一
日
外
よ
り
帰
り
て
畏
怖
の
色
あ
り
。
云
く
会
々
一
少
年
に
挑
ま
る
。
漸
く
に

し
て
逃
れ
還
れ
り
と
。
此
よ
り
狂
を
発
し
、
毎
月
朔
望
狐
至
る
と
称
し
て
、
酒
を
呼
ん
で
怒
罵
す
。
二
村
そ
の
実
に
狐
な
る
を
信
ず
。

僕
が
こ
れ
に
同
ぜ
ざ
る
を
以
て
、
狐
至
る
を
候
ひ
て
僕
を
招
く
。
至
れ
ば
、
枠
の
意
気
太
だ
旺
な
る
を
見
る
。
令
し
て
云
く
。
速
に
泥

鰭
を
買
ひ
来
り
て
、
澄
川
に
酒
を
喫
せ
し
め
よ
と
。
二
村
唯
々
と
し
て
命
を
聴
く
。
肯
て
仰
ぎ
視
ず
。
牌
且
飲
み
且
号
ぶ
。
忽
に
し
て

云
く
。
二
村
衰
老
気
力
な
く
、
陰
萎
事
を
済
せ
ず
。
何
ぞ
言
ふ
に
足
ら
ん
や
と
。
僕
故
に
問
う
て
云
く
。
卿
は
狐
な
り
。
何
を
以
て
か



二
村
の
陰
萎
を
知
る
と
。
枠
の
云
く
。
乃
ち
狐
な
り
と
雄
、
宣
此
聞
の
消
息
を
解
せ
ざ
ら
ん
や
と
。
然
れ
ど
も
二
村
終
に
暁
ら
ざ
る
な

り
。
犬
神
は
未
だ
曽
て
見
ず
と
云
ふ
。

「
小
倉
日
記
」の
右
の
記
述
を
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
独
身
」
に
お
け
る
箕
村
と
お
梅
き
ん
の
話
と
比
較
し
て
み
る
と
、
二
村
の
牌
は

元
来
性
的
関
係
に
あ
っ
た
の
が
二
村
の
性
的
不
能
ゆ
え
に
空
間
を
明
つ
折
し
も
、

一
少
年
に
挑
ま
れ
た
事
件
を
契
機
に
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
を

呈
し
て
狐
患
と
な
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
箕
村
の
下
女
お
梅
き
ん
に
お
け
る
稲
荷
の
託
宣
に
は
、そ
の
よ
う
な
行
為
を
と
る

に
至
っ
た
因
由
が
不
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
小
倉
日
記
」
に
お
け
る
二
村
の
蝉
を
め
ぐ
る
言
説
の
読
み
直
し
と
し
て
の
「
独
身
」
該
当
部

分
の
記
述
は
、
妻
の
死
と
い
う
不
幸
を
、
忌
中
に
早
く
も
慶
事
に
転
換
さ
せ
（
鯛
の
下
賜
）
、そ
れ
を
調
理
し
食
さ
せ
る
こ
と
で
主
婦
の
座
の
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円
滑
な
交
代
劇
の
共
犯
者
と
さ
せ
て
、
そ
の
座
を
獲
得
し
た
、
あ
え
て
い
え
ば
、
お
梅
き
ん
の
才
覚
（
計
略
）
を
こ
そ
類
推
さ
せ
る
。
「
小
倉

日
記
」
に
お
い
て
症
状
・
病
因
な
ど
症
例
そ
の
も
の
へ
の
興
味
が
主
眼
で
あ
っ
た
狐
滋
は
、
こ
こ
で
は
家
庭
経
営
の
た
め
の
手
段
の
ご
と
き

趣
へ
と
転
化
し
て
い
る
。
戸
川
の
話
の
中
で
、
宮
沢
の
下
女
と
そ
の
親
許
が
「
い
づ
れ
妻
に
す
る
か
ら
」
と
い
う
宮
沢
の
言
葉
に
固
執
し
た

ょ
う
に
、
富
田
の
話
の
中
の
箕
村
の
下
女
梅
も
、
妻
と
い
う
地
位
や
結
婚
と
い
う
形
態
の
継
承
・
遵
守
を
こ
そ
達
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
戸
川
が
「
今
は
東
京
で
立
派
に
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
な
ん
に
し
ろ
教
育
の
無
い
女
の
事
だ
か
ら
、
宮
沢
は
何
か
に
附
け
て
困
っ
て

ゐ
る
よ
」
と
語
り
、
富
田
が
「
併
し
兎
に
角
第
二
の
細
君
が
直
ぐ
に
出
来
た
の
は
、
箕
村
の
為
め
に
幸
福
で
あ
っ
た
。
箕
村
は
一
日
も
不
自

由
を
し
な
い
。
箕
村
の
お
客
た
る
僕
な
ん
ぞ
も
不
自
由
を
し
な
い
。
主
人
が
幸
福
な
ら
、
客
も
幸
福
だ
」
と
語
る
、
宮
沢
と
箕
村
と
の
現
況

は
対
照
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
二
人
と
も
に
下
女
へ
の
愛
情
か
ら
結
婚
と
い
う
形
態
を
選
ぴ
取
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
、
鴎
外
が
「
心
頭
語
」
で
い
う
〈
東
洋
先
婚
後
愛
の
俗
〉
の
、
愛
と
い
う
内
容
よ
り
も
婚
礼
と
い
う
形
式
が
先
行
す
る
と
い
う
、
形



式
優
先
の
側
面
を
照
射
し
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
日
本
の
先
婚
後
愛
の
俗
が
〈
上
流
の
夫
婿
と
新
婦
と
は
、
華
燭
の
夕
に
至
り
て
、

わ
づ
か

績
に
其
面
を
相
識
る
を
例
と
す
〉
を
典
型
と
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
下
女
と
し
て
の
職
務
遂
行
を
通
し
て
そ
の
人
柄
を
知
っ
て
は
い
た
だ
ろ

う
が
、
結
婚
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
婚
の
対
象
と
し
て
考
え
て
は
い
な
い
下
女
と
し
か
し
結
婚
と
い
う

形
態
を
と
っ
た
、

お
稲
荷
様
の
託
宣
を
信
奉
し
た
箕
村
に
お
い
て
よ
り
明
ら
か
に
示
き
れ
る
、
い
わ
ば
慣
習
に
篭
絡
さ
れ
て
し
ま
っ
た
例
と

し
て
、
客
の
話
し
た
二
つ
の
婚
姻
話
は
あ
る
と
思
う
。

そ
し
て
、

そ
の
寵
絡
さ
れ
る
可
能
性
を
た
め
す
よ
う
に
し
て
、
客
の
帰
っ
た
あ
と
大

野
は
下
女
の
〈
竹
を
女
と
し
て
視
ょ
う
と
し
た
〉

の
で
あ
る
。

4 

き
て
、
戸
川
の
話
が
終
わ
っ
た
と
き
、
寧
国
寺
き
ん
が
大
野
宅
に
姿
を
見
せ
る
。
二
軒
の
古
本
屋
に
分
け
て
売
却
さ
れ
て
い
た
大
智
度
論

の
揃
い
を
買
い
上
げ
た
こ
と
を
報
告
、
「
跡
に
残
っ
て
ゐ
る
本
の
う
ち
に
は
、
何
か
御
覧
に
な
る
や
う
な
も
の
も
あ
ら
う
か
と
思
ひ
ま
し
た
の

で

一
す
お
知
ら
せ
に
参
り
ま
し
た
」
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
大
野
の
、
科
学
も
法
・
権
威
者
は
仏
・
そ
の
信
奉
者
は
僧
で
あ
り
、
「
君
だ
つ

て
や
っ
ぱ
り
三
宝
に
帰
依
し
て
ゐ
る
よ
」
と
の
、
富
田
に
い
わ
せ
れ
ば
〈
お
講
釈
〉
が
あ
っ
て
、
富
田
に
よ
る
も
う
一
つ
の
下
女
と
の
婚
姻

話
が
始
ま
る
。
話
の
聞
き
手
と
し
て
の
大
野
の
反
応
は
、

で
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
大
野
に
ほ
ぼ
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
も

の
は
〈
微
笑
〉
で
あ
る
。

「
独
身
」
に
お
い
て
〈
笑
い
〉
は
、
作
品
解
読
の
鍵
概
念
と
い
う
べ
き
で
、
〈
遠
慮
深
い
〉
戸
川
に
対
し
て
、
豪
放
石
研
落
な
富
田
は
〈
幅
の

広
い
顔
に
幅
の
広
い
笑
〉
を
見
せ
、
東
京
の
お
祖
母
あ
さ
ん
の
伝
え
る
富
子
は
、
美
貌
と
も
う
一
つ
、
〈
一
度
も
笑
は
ぎ
り
し
事
〉
を
そ
の
際

立
っ
た
特
徴
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
大
野
を
特
色
づ
け
る
〈
微
笑
〉
は
、
寧
国
寺
さ
ん
に
お
い
て
よ
り
完
壁
に
成
就
き
れ
て
い
る
。〈
寧
国
寺



む
げ
ん
だ
ん

さ
ん
は
殆
ど
無
間
断
に
微
笑
を
湛
へ
て
ゐ
る
〉
〈
寧
国
寺
き
ん
は
鑑
鈍
を
ゆ
っ
く
り
食
べ
な
が
ら
、
顔
に
は
相
変
ら
ず
微
笑
を
湛
へ
て
ゐ
る
〉

〈
寧
国
寺
き
ん
は
羊
糞
を
食
べ
て
茶
を
喫
み
な
が
ら
、
相
変
ら
ず
微
笑
し
て
ゐ
る
〉
〈
寧
国
寺
さ
ん
は
、
主
人
と
顔
を
見
合
せ
て
、
不
断
の
微

笑
を
浮
べ
て
聞
い
て
ゐ
た
〉
と
繰
り
返
さ
れ
る
寧
国
寺
さ
ん
の
そ
の
微
笑
は
、
小
泉
八
雲
が
「
日
本
人
の
微
笑
」
（
明
お
・
5

）
で
述
べ
た
〈
自

(8
) 

制
と
克
己
か
ら
生
れ
る
幸
福
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
〉
〈
菩
薩
の
微
笑
〉
を
想
起
き
せ
よ
う
。
下
女
と
宮
沢
と
の
な
り
ゆ
き
を
語
る
戸
川
の
話
の

途
中
で
、
富
田
が
同
じ
よ
う
な
状
況
だ
と
注
意
を
喚
起
す
べ
く
「
お
い
。

お
竹
さ
ん
。
好
く
聞
い
て
置
く
が
好
い
ぜ
」
と
言
っ
た
と
き
、
〈
始

終
に
や
に
や
笑
っ
て
ゐ
た
主
人
の
大
野
が
顔
を
戚
定
め
た
〉の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
寧
国
寺
さ
ん
と
大
野
の
微
笑
は
微
妙
な
差
異
を
も
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
が
、

と
も
か
く
大
野
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
、
微
笑
を
以
て
二
人
の
客
の
話
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
妻
論
の
急
先
鋒
た
る

富
田
に
よ
る
〈
独
身
生
活
を
攻
撃
す
る
こ
と
〉
の
〈
最
後
の
突
撃
〉
に
も
、
〈
主
人
の
無
頓
着
ら
し
い
顔
に
は
、
富
田
が
い
く
ら
管
を
巻
い
て

も
矢
張
微
笑
の
影
が
消
え
な
い
〉
と
あ
り
、
有
妻
論
へ
の
大
野
の
反
応
は
、
〈
微
笑
〉
に
よ
っ
て
、それ
ら
の
論
難
に
動
じ
な
い
こ
と
が
示
き
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れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
、
7
。

大
野
は
、
微
笑
に
よ
っ
て
、
二
人
の
客
の
話
が
意
味
す
る
慣
習
・
習
俗
へ
の
屈
服
と
し
て
の
結
婚
を
認
容
し
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て

客
の
帰
っ
た
あ
と
、
下
女
竹
を
〈
女
と
し
て
視
ょ
う
〉
と
し
て
〈
こ
れ
ま
で
一
度
も
女
だ
と
思
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
今
女
だ
と
思
は

う
と
し
て
も

そ
れ
が
殆
ど
不
可
能
な
の
で
あ
る
〉
と
確
か
め

一
方
、
そ
れ
で
は
〈
異
性
に
対
す
る
感
じ
〉
が
自
分
に
は
な
い
か
と
い
え

ば
、
か
つ
て
百
姓
の
娘
に
対
し
て
〈
こ
の
島
田
に
掛
け
た
緋
鹿
子
を
見
る
視
官
と
、

」
の
髪
や
肌
か
ら
発
散
す
る
匂
を
嘆
ぐ
嘆
覚
と
に
、
暫

く
の
間
自
分
の
心
が
全
く
奪
は
れ
て
ゐ
た
〉
と
認
め
る

こ
の
一
種
の
両
端
を
敵
く
思
量
に
お
い
て
、
大
野
は
そ
れ
ぞ
れ
〈
覚
え
ず
微
笑
し

た
〉
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
微
笑
は
、
世
俗
に
迎
合
・
屈
服
し
な
い
自
己
の
能
力
へ
の
満
足
と
、

一
方
そ
れ
が
自
己
の
資
質
を
こ
と
さ
ら
に
抑

圧
し
た
ゆ
え
の
も
の
で
は
な
い
と
確
認
で
き
た
喜
び
と
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
し
、こ
う
し
た
こ
と
が
寧
国
寺
き
ん
の
微



笑
と
の
違
い
で
も
あ
ろ
う
。
富
田
の
評
言
に
従
え
ば
〈
独
身
生
活
を

Z
E

貯
吉
見
g

－m
に
遣
っ
て
ゐ
る
〉
寧
国
寺
き
ん
が
、
そ
も
そ
も
大
野

の
よ
う
な
自
己
点
検
を
す
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

大
野
の
微
笑
は
、
寧
国
寺
さ
ん
の
ご
と
く
禁
欲
的
な
も
の
で
は
な
く
〈
。Z
宮
m

（
肉
体
的
快
楽
）
を
排
除
し
た
も
の
で
は
な
い
。
〈
此
一
利

那
に
は
大
野
も
憶
か
に
官
能
の
奴
隷
で
あ
っ
た
。
大
野
は
そ
の
時
の
事
を
思
ひ
出
し
て
、

又
覚
え
ず
微
笑
し
た
〉
と
、
語
り
手
・
大
野
と
も

に
、
百
姓
の
娘
か
ら
受
け
た
視
官
と
嘆
覚
と
に
よ
る
官
能
噌
好
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
野
は
お
祖
母
あ
き
ん
か
ら
の
手
紙

を
読
む
。

谷
田
の
奥
さ
ん
の
仲
介
で
、
お
祖
母
あ
さ
ん
は
、
井
上
富
子
と
そ
の
母
親
に
上
野
で
引
き
合
わ
せ
て
も
ら
う
。
お
祖
母
あ
さ
ん
は
、
〈
世
の

中
に
は
こ
の
様
な
る
美
し
き
人
も
あ
る
も
の
か
と
、
不
思
議
に
思
は
れ
候
程
に
候
〉
と
い
い
、
性
質
も
〈
怜
例
な
る
こ
と
は
憶
か
に
候
〉
と

と
報
告
す
る
。
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述
べ
つ
つ
、
〈
只
一
つ
不
思
議
に
思
は
れ
し
は
、
茶
店
に
憩
ひ
て
一
時
間
ば
か
り
も
ゐ
た
る
に
、
富
子
き
ん
は
一
度
も
笑
は
ぎ
り
し
事
に
候
〉

丁
度
西
洋
人
の
一
組
同
じ
茶
店
に
ゐ
て
、
言
語
通
ぜ
ざ
る
為
め
、
色
々
を
か
し
き
事
な
ど
あ
り
て
、
谷
田
の
奥
き
ん
例
の
達
者
な
る
英

語
に
て
通
弁
を
し
て
遣
き
れ
、
富
子
さ
ん
の
母
上
も
私
も
笑
ひ
候
に
、
富
子
き
ん
は
少
し
も
笑
は
ず
に
を
ら
れ
候
。
尤
前
便
に
申
上
候

通
、
不
幸
な
る
境
遇
に
居
ら
れ
し
人
な
れ
ば
、
同
じ
年
頃
の
娘
と
は
違
ふ
所
も
あ
る
べ
き
道
理
か
と
存
じ
候
。
何
は
兎
も
あ
れ
、
御
前

様
の
一
日
も
早
く
御
上
京
な
さ
れ
候
て
、
私
の
眼
鏡
の
違
は
ざ
る
こ
と
を
御
認
な
さ
れ
候
を
、

ひ
た
す
ら
待
入
候
。
か
し
こ
。

異
な
る
言
語
・
文
化
の
国
に
来
た
外
国
人
と
そ
れ
に
応
対
す
る
側
と
が
、
意
思
の
疎
通
を
欠
い
て
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
こ
わ



ば
り
を
生
じ
て
い
る
と
き
、
両
者
を
仲
介
し
た
谷
田
の
奥
き
ん
の
側
に
、

い
ま
は
傍
観
者
と
し
て
い
る
こ
と
の
で
き
る
お
祖
母
あ
き
ん
た
ち

一
層
の
余
裕
と
無
遠
慮
と
を
も
っ
て
、
そ
の
こ
わ
ば
り
の
も
た
ら
す
お
か
し
き
を
覚
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
こ
こ
で
の
笑
い
は
、

(9
) 

林
達
夫
氏
が
「
笑
い
」
で
引
か
れ
た
ホ
ッ
プ
ス

lま

『
人
性
論
』
の
〈
笑
い
と
は
、
他
人
の
弱
点
、
な
い
し
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
以
前
の
弱
点
に

較
べ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
卓
越
さ
を
突
然
認
め
た
こ
と
よ
り
起
こ
る
突
然
の
優
越
感
以
外
の
何
物
で
も
な
い
〉
と
い
う
定
義
に
合

致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
富
子
が
笑
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
笑
わ
れ
る
者
の
不
幸
を
多
く
の
場
合
予
期
し
、
笑
う
自
分

自
身
が
孤
独
に
な
る
よ
う
な
ワ
ラ
イ
を
、
極
度
に
少
な
く
し
よ
う
と
す
る
永
い
聞
の
日
本
人
の
努
力
の
一
形
態
が
女
性
の
慎
し
み
に
発
す
る

エ
ミ
で
あ
る
と
論
じ
た
、
柳
田
国
男
「
女
の
咲
顔
」
が
参
考
に
な
ろ
う
。

ん
な
こ
と
に
笑
い
こ
け
る
の
は
、

は
し
た
な
い
と
内
心
で
は
思
っ
て
も
、
自
分
ば
か
り
つ
ん
と
し
て
い
て
は
、

反
感
を
表
示
し
た
こ
と
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こ
の
場
合
の
エ
ガ
オ
は
、
笑
い
の
目
的
物
に
対
し
て
で
な
く
、

む
し
ろ
笑
う
人
に
向
つ
て
の
一
種
の
会
釈
だ
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
。
こ

人
が
楽
し
み
ま
た
は
い
い
気
に
な
っ
て
い
る
場
合
が

（
叩
）

雷
同
附
和
と
は
誰
も
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

に
な
る
。

こ
と
に
ま
わ
り
の
者
の
エ
ガ
オ
の
必
要
な
時
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を

富
子
が
こ
の
と
き
、
大
野
の
祖
母
や
自
分
の
母
親
と
一
緒
に
な
っ
て
ワ
ラ
ウ
こ
と
は
慎
し
み
に
欠
け
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、エ
ガ
オ
す

ら
見
せ
な
い
こ
と
は
、
他
と
の
協
調
に
顧
慮
し
な
い
所
為
と
見
倣
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
エ
ガ
オ
を
見
せ
て
も
附
和
雷

同
と
は
見
な
い
の
が
一
般
的
な
状
況
で
、
し
か
し
富
子
は
そ
れ
を
潔
し
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

大
野
は
、
二
人
の
客
の
話
が
意
味
す
る
慣
習
・
習
俗
へ
の
屈
服
と
し
て
の
結
婚
を
、
微
笑
を
以
て
排
斥
し
た
。
そ
し
て
富
子
は
、
附
和
雷



同
的
協
調
を
潔
癖
な
ま
で
に
拒
ん
で
、

ワ
ラ
ウ
こ
と
も
エ
ム
こ
と
も
せ
ず
孤
立
を
甘
受
す
る
。
大
野
と
富
子
は
、
ど
う
や
ら
反
俗
孤
高
の
姿

勢
に
よ
っ
て
、
そ
の
類
縁
性
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

5 

「
独
身
」
に
は
、
主
人
公
大
野
と
、
語
り
手
と
、そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
〈
講
釈
〉
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
講
釈
の
意
味
を
考
え

て
み
た
い
。

「
一
体
御
主
人
の
博
聞
強
記
は
好
い
が
、
科
学
を
遣
っ
て
ゐ
る
癖
に
仏
法
の
本
な
ん
か
を
読
む
の
は
分
か
ら
な
い
て
。
仏
法
の
本
は
坊
様

が
読
め
ば
好
い
で
は
な
い
か
」
と
の
富
田
の
批
判
に
対
し
て
大
野
は
、
「
僕
な
ん
ぞ
の
考
で
は
、き
う
云
ふ
君
だ
っ
て
や
っ
ぱ
り
三
宝
に
帰
依

し
て
ゐ
る
よ
」
と
答
え
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

君
は
科
学
科
学
と
云
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
あ
れ
も
法
な
の
だ
。
君
達
の
仲
間
で
崇
持
し
て
ゐ
る
大
先
生
が
あ
る
だ
ら
う
。
〉
三
宮
。
ユ

S
2
8

だ
ね
。
あ
れ
は
皆
仏
な
の
だ
。
そ
し
て
君
達
は
皆
僧
な
の
だ
。
そ
れ
か
ら
ど
う
か
す
る
と
先
生
を
退
治
し
よ
う
と
す
る
ね
え
。
〉EF
2
・

－S
2
8
1
ω
z
q
g
q

巴
と
い
ふ
の
だ
ね
。
あ
れ
は
仏
を
阿
し
祖
を
罵
る
の
だ
ね
。

こ
の
大
野
の
説
明
は
、
「
又
お
講
釈
だ
。
ち
ょ
い
と
話
を
し
て
ゐ
る
間
に
で
も
、
お
や
、
又
教
へ
ら
れ
た
な
と
思
ふ
。
あ
れ
が
苦
痛
だ
ね
」

と
富
田
を
し
て
閉
口
せ
し
め
た
言
説
で
あ
る
が
、
「
独
身
で
ゐ
る
の
さ
へ
変
な
の
に
、
お
負
に
三
宝
に
帰
依
し
て
ゐ
る
と
来
る
か
ら
溜
ま
ら
な

い
」
と
い
う
富
田
に
と
っ
て
は
、

独
身
生
活
を
σ
2
丘
ω
目
以
白
百
に
（
職
業
と
し
て
）
や
っ
て
い
る
寧
国
寺
き
ん
な
ら
と
も
か
く
一
般
人
と
し
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と
す
れ
ば
、
西
洋
科
学
も
絶
対
で
は
な
く
一
つ
の
制
度
的
枠
組
に
す
ぎ
ず
、
三
宝
（
仏
法
僧
）
帰

依
と
い
う
思
考
の
枠
組
と
相
似
で
あ
る
と
の
、
大
野
の
〈
講
釈
〉
は
、
科
学
の
絶
対
的
優
位
性
へ
の
異
議
申
し
立
て
に
も
な
っ
て
い
よ
う
。

て
は
異
端
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

〈
講
釈
〉
は
、
と
こ
ろ
で
語
り
手
も
ま
た
、
第
一
節
に
お
い
て
開
陳
し
た
言
説
で
あ
っ
た
。

で
ん
び
ん
お
と

外
は
い
つ
か
雪
に
な
る
。
を
り
を
り
足
を
刻
ん
で
駈
け
て
通
る
伝
便
の
鈴
の
音
が
す
る
。

伝
便
と
云
っ
て
も
余
所
の
も
の
に
は
分
か
る
ま
い
。
こ
れ
は
東
京
に
輸
入
せ
ら
れ
な
い
う
ち
に
、
小
倉
へ
西
洋
か
ら
輸
入
せ
ら
れ
て

ゐ
る
二
つ
の
風
俗
の
一
つ
で
あ
る
。
常
磐
橋
の
扶
に
円
い
柱
が
立
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
広
告
を
貼
り
附
け
る
の
で
あ
る
。
赤
や
青
や
黄

な
紙
に
、
大
き
い
文
字
だ
の
、
あ
ら
い
筆
使
ひ
の
画
だ
の
を
書
い
て
、
新
ら
し
く
開
け
た
店
の
広
告
、そ
れ
か
ら
芝
居
見
せ
も
の
な
ど

の
興
行
の
広
告
を
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
柱
は
只
一
本
丈
で
あ
っ
て

」
れ
に
張
る
の
と
、
大
門
町
の
石
垣
に
張
る
位
よ
り
外
に
、
広

告
の
必
要
は
な
い
土
地
な
の
だ
か
ら
、
印
刷
し
た
も
の
よ
り
書
い
た
も
の
の
方
が
多
い
。
画
だ
っ
て
も
、
巴
里
の
町
で
見
る
え
片
山
岳
ゅ
の

や
う
に
気
の
利
い
た
の
は
な
い
。
併
し
兎
に
角
広
告
柱
が
あ
る
丈
は
え
ら
い
。
こ
れ
が
一
つ
。

今
一
つ
が
伝
便
な
の
で
あ
る
。
国
巳
ロ
円
片
『
〈
。
ロ
印
件
。
℃
『
何
回
口
が
警
察
国
に
生
れ
て
、
巧
に
郵
便
の
網
を
天
下
に
布
い
て
か
ら
、
手
紙
の

往
復
に
不
便
は
な
い
筈
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
日
を
以
て
算
し
月
を
以
て
算
す
る
用
弁
の
事
で
あ
る
。
一
日
の
聞
の
時
を
以
て
算
す
る

用
弁
を
達
す
る
に
は
、
郵
便
は
間
に
合
は
な
い
。H
N
O
H
M

己
O
N
1
〈
。
5

を
し
た
っ
て
、
明
日
何
処
で
逢
は
う
な
ら
、
郵
便
で
用
が
足
る
。
併

し
性
急
な
恋
で
、
今
晩
何
処
で
逢
は
う
と
な
っ
て
は
、
郵
便
は
駄
目
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
に
電
報
を
打
つ
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

は
し
り
づ
か
ひ

こ
れ
は
少
し
牛
万
鶏
を
割
く
嫌
が
あ
る
。
そ
の
上
巌
め
し
い
配
達
の
為
方
が
殺
風
景
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
時
に
は
走
使
が
欲
し
い
に
違

な
い
。
会
社
の
徽
章
の
附
い
た
帽
を
被
っ
て
、
辻
々
に
立
っ
て
ゐ
て
、
手
紙
を
市
内
へ
届
け
る
こ
と
で
も
、
途
中
で
買
っ
て
邪
魔
に
な



る
も
の
を
自
宅
へ
持
っ
て
帰
ら
せ
る
こ
と
で
も
、
何
で
も
受
け
合
ふ
の
が
伝
便
で
あ
る
。
手
紙
や
品
物
と
引
換
に
、
会
社
の
印
の
据
わ

っ
て
ゐ
る
紙
切
を
く
れ
る
。
存
外
間
違
は
な
い
の
で
あ
る
。
小
倉
で
伝
便
と
云
っ
て
ゐ
る
の
が
、
こ
の
走
使
で
あ
る
。

伝
便
の
講
釈
が
つ
ひ
長
く
な
っ
た
。
小
倉
の
雪
の
夜
に
、
戸
の
外
の
静
か
な
時
、
そ
の
伝
便
の
鈴
の
音
が
ち
り
ん
、
ち
り
ん
、
ち
り

ん
、
ち
り
ん
と
急
調
に
聞
え
る
の
で
あ
る
。

右
の
記
述
を
、
主
と
し
て
小
倉
時
代
に
筆
録
さ
れ
た
と
目
さ
れ
る
備
忘
録
的
資
料
集
「
塵
家
」
に
お
け
る
伝
便
に
つ
い
て
の
記
載
〈
小
倉

の
使
丁
な
り
。
鐸
を
鳴
し
て
往
く
。

一
便
四
銭
と
す
。
一
説
に
此
制
土
佐
国
に
出
づ
と
い
ふ
。
現
に
土
陽
便
利
組
と
称
す
る
組
合
あ
り
。
熊

本
は
嘗
て
一
た
ぴ
こ
れ
を
設
け
し
に
今
は
廃
せ
り
と
い
ふ
〉
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
「
独
身
」
に
お
け
る
伝
使
に
つ
い
て
の
説
明
は
〈
東
京
に

方

が
優
位

JL 
♂コ

て

る

と
を
表
し
て

る
と

え
る
グ） I 

~·~子
負巴伝
便
と
広
止と
仁3

柱
と

7 

ペコ
の
風
俗

か
ぎ
り
逆
転
し
て

A、
居

地

な
わ
ち
、
西
洋
を
規
範
と
し
て
の
東
京
（
中
央
）
の
優
位
が
、

輸
入
せ
ら
れ
な
い
う
ち
に
、
小
倉
へ
西
洋
か
ら
輸
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
〉
と
い
う
規
定
を
確
定
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
す

主
人
公
・
語
り
手
と
も
に
〈
講
釈
〉
と
い
う
言
説
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
講
釈
の
内
容
そ
の
も
の
も
、
語
り
手
は
東
京

m
小

倉
・
大
野
は
科
学
m
仏
教
と
い
う
対
立
の
図
式
に
お
い
て
、
中
心
的
な
る
も
の
と
周
縁
的
な
る
も
の
と
の
反
転
と
い
う
方
向
性
を
示
し
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
方
向
性
は
、
作
品
世
界
に
お
け
る
テ
l

マ
た
る
有
妻
論
（
妻
帯
）
m
無
妻
論
（
独
身
）
と
い
う
対
立
の
図
式

に
お
い
て
も
適
用
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
富
田
の
有
妻
論
に
対
し
て
は
、
独
身
こ
そ
が
正
統
で
あ
る
寧
国
寺
さ
ん
の
存
在
を
以
て
桔
抗
さ
せ
、

富
田
ら
の
有
妻
論
に
お
け
る
慣
習
・
習
俗
へ
の
屈
服
と
し
て
の
結
婚
を
、
寧
国
寺
さ
ん
に
準
ず
る
よ
う
な
微
笑
に
よ
っ
て
斥
け
つ
つ
、
し
か

し
官
能
晴
好
を
排
除
し
な
い
点
で
は
寧
国
寺
さ
ん
と
の
異
質
性
を
有
す
る
大
野
独
自
の
微
笑
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
妻
帯
（
世
俗
の
側



か
ら
の
正
統
）

m
m独
身
（
反
俗
の
側
か
ら
の
正
統

と
い
う
対
立
の
図
式
は

こ
こ
に
至
っ
て
反
俗
的
妻
帯
へ
の
止
揚
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
笑
わ
な
い
美
女
富
子
は
、

そ
の
反
俗
的
風
姿
に
よ
っ
て
、
大
野
の
結
婚
の
対
象
た
り
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

大
野
は
、
〈
異
性
に
対
す
る
感
じ
〉
が
自
分
の
裡
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
、
百
姓
の
娘
に
対
し
て
の
、
〈
島
田
に
掛
け
た
緋
鹿
子
を
見
る
視

官
〉
と
、
〈
髪
や
肌
か
ら
発
散
す
る
匂
を
嘆
ぐ
喚
覚
〉
と
に
よ
っ
て
〈
官
能
の
奴
隷
〉
で
あ
っ
た
経
験
を
想
像
す
る
こ
と
で
確
認
し
た
が
、
引

き
続
い
て
読
ん
だ
お
祖
母
あ
さ
ん
か
ら
の
手
紙
に
よ
っ
て
も
、
笑
わ
な
い
美
女
富
子
へ
の
印
象
を
心
内
に
刻
印
し
た
で
あ
ろ
う
。

お
祖
母
あ

さ
ん
の
手
紙
の
文
面
を
紹
介
し
た
の
ち
、
語
り
手
は
、
大
野
の
心
理
・
感
想
に
は
一
切
言
及
せ
ず
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
作
品
を
閉
じ
た
。

読
ん
で
し
ま
っ
た
大
野
は
、
竹
が
机
の
傍
へ
出
し
て
置
い
た
雪
洞
に
火
を
附
け
て
、
そ
れ
を
持
っ
て
、
ラ
ン
プ
を
吹
き
消
し
て
起
っ
た
。

こ
れ
か
ら
独
寝
の
冷
た
い
床
に
一
這
入
っ
て
ど
ん
な
夢
を
見
る
こ
と
や
ら
。

語
り
手
の
想
像
は
大
野
の
夢
に
及
ん
で
作
品
は
収
束
す
る
。
鴎
外
が
寧
国
寺
さ
ん
の
モ
デ
ル
玉
水
俊
械
か
ら
講
義
を
受
け
た
唯
識
論
に
よ

く
ん
U
ゅ
う
し
ゅ
う

れ
ば
、
身
・
口
・
意
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
人
間
の
行
為
に
も
と
づ
く
経
験
は
、
〈
薫
習
〉
と
よ
ば
れ
る
意
味
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
〈
種

（
日
）

子
〉
と
な
っ
て
最
深
層
の
内
的
ト
ポ
ス
で
あ
る
〈
ア
ラ
ヤ
識
〉
に
貯
蔵
さ
れ
る
。
語
り
手
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
明
示
で
き
な
い
な
が
ら

も
そ
の
存
在
は
想
定
さ
れ
る
大
野
の

〈
夢
〉
は
、
と
こ
ろ
で
、
百
姓
の
娘
に
対
す
る
官
能
晴
好
の
経
験
の
痕
跡
や
笑
わ
な
い
美
女
富
子
へ
の

関
心
の
惹
起
を

い
わ
ば
〈
種
子
〉
と
し
て
貯
え
る
〈
ア
ラ
ヤ
識
〉
に
擬
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
野
の
〈
夢
〉
が
胎
を
結
ん
だ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
富
子
と
の
結
婚
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
小
倉
の
冬
は
冬
と
い
ふ
程
の
事
は
な
い
〉
と
説
き
起
し
て
小
倉
の
冬
の

夜
を
叙
し
、
〈
翌
朝
手
水
鉢
に
氷
が
張
っ
て
ゐ
る
。
此
氷
が
二
日
よ
り
長
く
続
い
て
張
る
こ
と
は
先
づ
少
い
。
遅
く
も
三
日
目
に
は
風
が
変
る
。



雪
も
氷
も
融
け
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
〉
と
し
て
、
第
一
節
を
首
尾
照
応
さ
せ
た
、
語
り
手
の
そ
の
叙
述
は
、そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

、
迂

(1
) 

(2
) 

(3
) 

小
堀
桂
一
郎
『
西
学
東
漸
の
門
ー
ー
森
鴎
外
研
究
｜
｜
』
（
昭
日
・
叩
）
、

小
堀
桂
一
郎
『
森
鴎
外
の
『
智
恵
袋
』
』
四
九
八
ペ
ー
ジ
。

竹
盛
天
雄
氏
に
「
波
澗
」
の
人
物
設
定
の
「
独
身
」
に
お
け
る
継
承
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
（
『
鴎
外
そ
の
紋
様
』
昭
日
・
7

、

ジ
）
。

こ
れ
は
「
灰
燈
」
（
明M
・

m
l
大
1

・
ロ
）
の
主
人
公
山
口
節
蔵
の
思
考
方
法
で
も
あ
る
。
〈
物
の
両
端
を
敵
か
ず
に
は
置
か
な
い
節
蔵
の

思
量
〉
（
拾
臨
時
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

槍
谷
昭
彦
「
「
好
色
一
代
女
」
試
論
｜
｜
遊
女
評
判
記
の
受
容
｜
｜
」
（
『
井
原
西
鶴
研
究
』
昭
M
・
日
所
収
）
参
照
。

上
野
千
鶴
子
「
解
説
会
一
）
」
、
「
日
本
近
代
思
想
体
系
幻
風
俗
性
』
（
平
2

・
9

）
五
四
七
ペ
ー
ジ
。

松
原
純
一
「
鴎
外
現
代
小
説
の
一
側
面
」
（
「
明
治
大
正
文
学
研
究
」
第
幻
号
、
昭
詑
・
7

）
。

『
小
泉
八
雲
集
』
（
新
潮
文
庫
）
の
上
田
和
夫
氏
の
訳
に
拠
る
。
ち
な
み
に
、
「
波
欄
」
に
お
い
て
も
寧
国
寺
き
ん
は
〈
何
が
あ
っ
て
も
嬉
し

に
ん
に
く

さ
う
な
、
忍
辱
の
相
を
し
て
ゐ
る
人
〉
と
さ
れ
て
い
る
。
〈
忍
辱
〉
は
、
〈
大
乗
の
菩
薩
の
修
行
徳
目
で
あ
る
六
波
羅
蜜
の
一
つ
。
あ
ら
ゆ
る

侮
辱
や
迫
害
に
耐
え
忍
ん
で
怒
り
の
心
を
お
こ
さ
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
を
修
行
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
外
か
ら
の
障
害
か
ら

身
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
「
忍
辱
の
衣
」
「
忍
辱
の
鎧
」
〔
法
華
経
法
師
品
、
勧
持
品
〕
と
い
わ
れ
る
〉
（
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
）
。
ま

た
〈
覚
え
ず
微
笑
ん
だ
〉
と
い
う
の
は
、
鴎
外
作
品
の
人
物
像
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
表
情
表
現
で
あ
る
が
、
小
倉
時
代
に
取
材

し
た
「
鶏
」
（
明
位
・8
）
の
少
佐
参
謀
石
田
小
介
に
も
見
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
〈
微
笑
〉
は
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
「
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
」

（
明
叫
・2
）
の
老
花
房
の
寧
国
寺
き
ん
的
な
微
笑
か
ら
、
「
灰
燈
」
の
山
口
節
蔵
の
無
気
味
な
内
実
を
苧
む
〈
柔
和
忍
辱
の
仮
面
〉
や
、
「
藤

輔
絵
」
（
明M
・
5

、

6

）
の
佐
藤
の
や
や
皮
相
的
な
〈
微
笑
の
仮
面
〉
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
質
的
位
相
は
異
な
る
。
な
お
、
長
嶺
宏
「
小
倉
時

『
森
鴎
外
の
『
智
恵
袋
』
』（
昭
防
・
ロ
）
。

二
二
ニ
ペ
l

4 
(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 



(9
) 

（
刊
）

（
日
）

代
の
鴎
外
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
お
・8
）
は
、
旧
妻
登
志
子
の
死
の
衝
撃
や
玉
水
俊
械
と
の
出
会
い
の
あ
っ
た
小
倉
時
代
に
〈
独
特
な

「
忍
」
の
心
術
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
「
仮
面
」
と
な
り
、
「
あ
そ
ぴ
」
と
な
り
、
広
巴

m
g
t。
ロ
と
な
り
、
「
傍
観
者
」
と
な
っ
て
、
そ
の

後
の
鴎
外
精
神
の
骨
格
を
な
し
て
く
る
の
で
あ
る
〉
と
論
じ
て
い
る
。

林
達
夫
「
笑
い
」
（
『
講
座
現
代
倫
理5

・
内
と
外
の
倫
理
』
昭
お
・
8

。
『
林
達
夫
著
作
集
6

書
籍
の
周
囲
』
所
収
）
。

柳
田
国
男
「
女
の
咲
顔
」
（
「
新
女
苑
」
昭
四
・6
）
。
引
用
は
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
国
男
全
集9
』
に
拠
る
。

科
学
に
従
事
す
る
者
が
、
し
か
し
科
学
の
絶
対
的
普
遍
性
ま
で
は
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
認
識
は
、
次
作
「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
（
「
ス

た
す
く

パ
ル
」
明
必
・2
）
に
お
い
て
も
表
明
さ
れ
る
。
東
京
化
学
製
造
所
長
理
学
博
士
増
田
翼
は
「
酸
素
や
水
素
は
液
体
に
は
な
ら
ね
え
と
い
ふ
。

な
ら
ね
え
と
い
ふ
聞
は
そ
の
積
り
で
遣
っ
て
ゐ
る
。
液
体
に
な
っ
て
も
別
に
驚
き
ゃ
あ
し
ね
え
。
な
る
な
ら
な
る
で
遣
っ
て
ゐ
る
。
元
子
は

切
っ
た
り
致
し
た
り
は
出
来
ね
え
。
〉
件
。B

は
州
凶
件
。
ョ
ロ
巳
ロ
で
切
れ
ね
え
ん
だ
と
い
ふ
。
切
れ
ね
え
と
い
ふ
問
は
そ
の
積
り
で
遣
っ
て
ゐ
る
。

切
れ
た
っ
て
別
に
驚
き
ゃ
あ
し
ね
え
」
と
語
る
。

西
洋
を
規
範
と
し
て
の
地
方
に
対
す
る
東
京
の
優
位
は
、
「
独
身
」
に
登
場
す
る
帝
国
採
炭
会
社
理
事
長
大
野
・
裁
判
所
長
戸
川
・
市
病
院
長

富
田
が
、
い
ず
れ
も
小
倉
を
定
住
の
地
と
す
る
者
で
は
な
い
と
い
う
設
定
、
と
り
わ
け
、
東
京
大
学
卒
業
後
、
洋
行
と
い
う
本
来
の
目
的
の

た
め
の
費
用
を
貯
え
る
べ
く
赴
任
し
て
い
る
富
田
（
モ
デ
ル
た
る
澄
川
徳
も
ま
た
小
倉
か
ら
ド
イ
ツ
に
赴
く
の
だ
が
）
の
進
路
に
も
示
さ
れ

て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
中
央
に
対
し
て
地
方
を
、
西
欧
の
科
学
に
対
し
て
東
洋
の
仏
教
を
意
識
的
に
対
置
さ
せ
た
「
独
身
」
は
、
鴎
外
「
普

請
中
」
（
明
幻
・6
）
な
ど
に
示
さ
れ
た
西
洋
と
の
距
離
感
は
〈
西
洋
／
日
本
〉
の
関
係
の
中
に
自
律
し
た
〈
地
方
と
し
て
の
日
本
〉
を
再
発

見
し
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
は
泉
鏡
花
「
高
野
聖
」
（
明
お
・
2

）
な
ど
の
〈
近
代
に
お
け
る
異
郷
訪
問
謂
〉
が
地
方
の
も
つ
非
西
洋
的

（
も
し
く
は
東
洋
的
）
な
風
景
を
理
想
化
し
て
い
っ
た
こ
と
と
相
似
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
た
松
村
友
視
氏
の
論
旨
に
位
置
づ
け

う
る
作
品
と
も
い
え
よ
う
。
松
村
友
硯
「
〈
中
央
〉
と
〈
地
方
〉
の
は
ざ
ま
」
（
『
日
本
文
学
史
を
読
む
V

近
代
1

』
平
4

・
6

）
参
照
。

井
筒
俊
彦
「
『
意
味
の
深
み
へ
』
の
「
あ
と
が
き
」
」
（
『
意
味
の
深
み
へ
｜
上
泉
洋
哲
学
の
水
位
｜
｜
』
昭

ω
・
ロ
。
『
井
筒
俊
彦
著
作
集9

東

洋
哲
学
』
所
収
）
参
照
。
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