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「
住
吉
」
論

川
端
康
成

ー
ー
事
態
と
し
て
の

引
用

三
浦

卓

〆’画、、

一、、，〆

は
じ
め
に

「
住
吉
」
（
「
個
性
』
昭
二
四
・
四
、
初
出
題
「
住
吉
物
語
」
）
は
「
あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う
か
」
の
一
文
で
始
ま
り
、
同
じ

一
文
を
も
っ
て
終
わ
る
。
同
様
の
構
造
を
も
つ
こ
と
か
ら
「
反
橋
」
（
『
別
冊
風
雪
』
昭
二
三
・
一
、
初
出
題
「
手
紙
」
）
、
「
し
ぐ
れ
」
（
『
文

芸
往
来
」
昭
二
四
・
こ
と
と
も
に
「
「
住
吉
」
三
部
作
」
（
あ
る
い
は
「
「
反
橋
」
三
部
作
」
）
と
呼
ば
れ
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
受
容
・
論

及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
加
え
て
、
川
端
康
成
生
前
最
後
の
発
表
小
説
で
あ
る
「
隅
田
川
」
（
「
新
潮
』
昭
四
六
・
一
）
に
も
、
冒
頭
部

分
だ
け
で
は
あ
る
も
の
の
二
十
数
年
の
歳
月
を
経
て
突
如
と
し
て
「
あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う
か
」
の
一
文
が
あ
ら
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、
現
在
で
は
お
お
む
ね
「
隅
田
川
」
も
含
め
て
四
部
作
と
し
て
扱
わ
れ
、
「
連
作
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
て

い
る
。

ま
た
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
群
は
、
た
と
え
ば
三
島
由
紀
夫
が
「
「
反
橋
」
の
連
作
は
、
深
く
中
世
的
な
も
の
で
、
戦
後
の
あ
わ
た
だ
し
い
時
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期
に
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
こ
と
は
、
氏
の
精
神
の
異
様
な
孤
独
を
う
か
が
は
せ
る
。
「
山
の
音
」
の
母
胎
を
、
わ
た
し
は
こ
の
連
作
に
見
る
。

氏
は
「
山
の
音
」
か
ら
「
反
橋
」
連
作
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
、
古
典
の
血
脈
に
ふ
れ
、
日
本
の
伝
統
に
足
を
踏
ま
へ
た
、
と
私
は
見
る
。
」

と
述
べ
た
こ
と
に
追
随
す
る
よ
う
に
「
日
本
回
帰
」
「
古
典
回
帰
」
と
い
っ
た
把
握
が
な
さ
れ
た
り
、
「
三
部
作
は
戦
後
川
端
文
学
の
出
発
を

(2
) 

告
げ
る
作
品
だ
と
言
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
諸
作
は
戦
後
の
川
端
文
学
を
大
き
く
括
る
〈
魔
界
〉
の
文
学
と
呼
ば
れ
る
作
品
で
も
あ
る
」

と
把
握
さ
れ
る
な
ど
、
「
日
本
回
帰
」
「
古
典
回
帰
」
「
魔
界
」
と
い
っ
た
戦
後
期
の
川
端
テ
ク
ス
ト
に
付
さ
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
体
現
し
て

い
る
中
心
的
な
テ
ク
ス
ト
群
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
標
語
で
テ
ク
ス
ト
を
処
理
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
硬
直
化
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
ん

で
い
る
。
先
行
研
究
の
な
か
に
は
こ
れ
ら
の
「
連
作
」
を
あ
た
か
も
何
の
垣
根
も
存
在
し
な
い
一
つ
の
有
機
体
と
み
な
し
て
論
を
進
め
て
い

る
も
の
も
散
見
さ
れ
る
が
、
発
表
誌
も
ま
ち
ま
ち
で
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
小
説
と
し
て
読
め
る
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
「
連
作
」
と
し
て

論
じ
て
い
く
こ
と
に
は
若
干
の
慎
重
き
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
「
連
作
」
性
を
は
じ
め
か
ら
前
提
化
す
る
あ
り
方
は
、
例
え
ば
「
住
吉
」
全
体

の
五
分
の
三
を
占
め
る
と
言
わ
れ
る
古
典
の
引
用
な
ど
を
軽
視
し
て
回
想
部
分
だ
け
を
対
象
と
し
て
論
ず
る
傾
向
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
住
吉
」
を
ひ
と
た
び
「
連
作
」
か
ら
切
り
離
し
て
、
独
立
し
た
小
説
と
し
て
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
事
態
が
お
こ
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
二
）
融
解
す
る
語
り

「
住
吉
」
に
は
『
住
吉
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
古
典
の
引
用
が
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
特
徴
付
け
て
い
る
。

(224) 



と
く
に
「
住
吉
物
語
』
の
引
用
は
そ
の
物
語
内
容
が
前
後
の
プ
ロ
ッ
ト
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
内
容
と
関
わ
ら
な
い
、
し＝
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わ
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
の
感
触
の
よ
う
な
も
の
が
「
住
吉
」
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
、
こ
こ
で
は
ま
ず
『
住
吉
物
語
』
の
引
用
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

次
の
表
は
『
住
吉
物
語
』
の
引
用
部
分
に
よ
っ
て
「
住
吉
」
を
便
宜
的
に
区
切
っ
た
も
の
で
、
実
際
に
は
、
と
く
に
境
界
付
近
に
お
い
て

は
っ
き
り
と
区
切
り
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
区
切
り
得
な
い
こ
と
自
体
も
「
住
吉
」
に
お
け
る
引
用
と
「
私
」
の
語
り
と
の
連
続
性
を
表

すものではあるが、おおむねはこの区切り方で論を進める助けとなるのでこれに従うこととする。( 3) 

（表中の頁行は三七巻本全集（新潮社）によった。alnは本稿で論及した部分のテクスト中の場所を示した）
③ p P ② P ① 

住吉4 4 4 
2 2 2 
5 4 3 

L L L L L 本文
11 10 1 2 1 

姫が 主消れきき 宰時 在物吉語に 室絵本の 用引 あなた
J¥ 
－つ （長歌 はこどの t 住I~ 時

お
、、

たし で
な

の の

すで で

せかう

b a 

里引z住高語

n g f 私

の

語り
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P
4
2
6
 

④ P
4
2
7
 

⑤ n
r
4吐
q
L
A
3

⑥ n
r
a
ι
z
q
δ
q
L
 L 

8 

ほ
ぽ
引
用

（
住
吉
落
ち
の
場
面
）

・
栖
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。

c 
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L 
8 

私
の
母
・
・
・

・
住
吉
物
語
に
つ
い
て

（
失
わ
れ
た
古
本
）

・
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

『
住
吉
物
語
」

L 
16 

L 
17 

聞
え
る
と
言
へ
ば
・
：

．
主
に
引
用

（
少
将
と
姫
君
の
琴
の
音
に
導
か
れ
た
出
会
い
）

・
縁
と
も
言
へ
ま
せ
う
。

h k 

d 

ロ1

L 
5 

L 
6 

こ
の
琴
の
音
も
：
・

・
琴
の
音
に
つ
い
て
（
母
の
琴
）

・
回
想
シ
l
ン
（
「
思
ひ
出
し
て
み
ま
す
と
・
：
」
以
後
）

あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う
か
。

L 
16 

e 

的
に
異
な
っ
た
相
を
見
せ
て
い
る
。

の
引
用
に
は
大
き
く
分
け
て
表
の
①
③
⑤
に
あ
た
る
三
つ
の
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
流
れ
に
従
っ
て
質

ま
ず
①
に
お
け
る
引
用
は
『
住
吉
物
語
」
唯
一
の
長
歌
で
あ
る

（a
）
。
本
文
校
異
の
細
か
な
問
題
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
『
住
吉
(222) 



物
語
』
内
の
長
歌
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
部
分
に
お
け
る
引
用
は
、
一
般
的
な
形
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
③

(221) 

に
な
る
と
引
用
の
独
立
性
は
揺
ら
ぎ
は
じ
め
、
地
の
文
と
融
解
し
て
行
く
過
程
が
見
ら
れ
る
。
③
に
入
っ
た
ば
か
り
の
段
階
で
は
「
「
昔
も

今
も
、
ま
こ
と
な
ら
ぬ
親
子
の
仲
は
。
」
と
た
め
ら
ふ
、
」
（
b

）
と
引
用
本
文
を
示
す
か
ぎ
括
弧
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の

先
に
な
る
と
、
も
は
や
か
ぎ
括
弧
は
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
し
か
も
引
用
的
言
説
の
中
に
も
引
用
文
よ
り
も
地
の
文
に
近
い
言
葉
が
差

し
挟
ま
れ
て
い
て
、
引
用
文
は
地
の
文
に
溶
け
込
ん
で
行
く
。
こ
の
揺
れ
は
③
に
入
っ
た
ば
か
り
の
次
の
よ
う
な
部
分
に
鮮
明
に
表
わ
れ
て

い
る
。

姫
が
八
つ
の
時
に
母
宮
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
父
の
大
納
言
は
二
葉
の
小
萩
露
重
げ
な
姫
を
二
人
の
異
母
妹
と
と
も
に
住
ま
は
せ
た

い
と
思
ひ
な
が
ら
、
「
昔
も
今
も
、
ま
こ
と
な
ら
ぬ
親
子
の
仲
は
。
」
と
た
め
ら
ふ
、
そ
こ
を
私
の
母
が
話
す
時
私
た
ち
も
ま
こ
と
な
ら

-22-

ぬ
親
子
の
仲
な
の
を
私
は
知
っ
て
を
り
ま
し
た
の
で
、
母
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
言
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
と
私
は
不
安
で
あ
っ
た

の
を
、
住
吉
物
語
の
な
か
の
元
の
言
葉
に
出
会
っ
て
は
っ
き
り
思
ひ
出
し
ま
し
た
し
、
ま
た
姫
が
父
の
家
を
出
て
住
吉
へ
落
ち
て
ゆ
く

と
こ
ろ
、
櫛
の
箱
と
御
琴
ば
か
り
ぞ
持
ち
給
へ
る
。
（
C

）
（
傍
線
三
浦
、
以
下
同
）

傍
線
部
が
『
住
吉
物
語
』
か
ら
の
直
接
の
引
用
部
分
で
あ
る
が
、
③
で
は
こ
れ
以
降
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
引
用
文
と
な
っ
て
い
て
、
「
私
」

の
語
り
に
よ
る
地
の
文
的
な
文
体
を
持
つ
部
分
は
ご
く
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
の
み
で
テ
ク
ス
ト
の
現
象
と
し
て
③
の
部
分
を
特
徴
付

け
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
部
分
に
注
目
し
た
い
の
は
、
「
私
」
の
語
り
の
部
分
か
ら
引
用
的
部
分
へ
と
移
行
し
て
い
く
境

界
に
お
か
れ
た
文
章
自
体
の
揺
れ
で
あ
る
。
右
の
傍
線
部
分
は
形
式
的
に
は
た
っ
た
一
文
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
一
文
に
は
文
法
的
に
実
際



に
は
切
れ
て
い
る
部
分
を
読
点
で
「
と
た
め
ら
う
、
そ
こ
を
」
の
よ
う
に
無
理
や
り
つ
な
い
だ
り
、
特
に
後
半
部
分
に
お
い
て
は
主
述
関
係

が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
例
え
ば
「
ま
た
」
の
よ
う
な
接
続
詞
は
そ
の
本
来
の
役
目
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
に
宙
に
浮
く
こ
と
と
な
っ
て

い
た
り
、
最
後
の
部
分
は
、
形
式
上
次
の
文
と
の
方
が
文
の
内
側
と
よ
り
も
、
内
容
的
に
も
文
体
的
に
も
密
接
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
た
り
し

て
、

一
つ
の
文
で
あ
る
こ
と
は
句
点
で
区
切
ら
れ
て
い
る
と
い
う
以
上
の
意
味
を
な
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
『
住
吉
物
語
」
の
筋
を
た
ど

る
こ
と
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
私
」
の
語
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
互
い
に
誘
発
し
あ
い
な
が
ら
論
理
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
そ
し
て
、
冒

頭
の
長
歌
が
「
母
の
住
吉
物
語
」
を
「
朗
詠
」
と
い
う
音
声
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
思
い
出
さ
せ
、
そ
の
音
声
イ
メ
ー
ジ
が
逆
に
「
引
用
」
を
導

く
力
と
な
る
と
い
っ
た
（
三
）

で
後
述
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
に
よ
る
統
合
を
と
お
し
て
、
決
し
て
論
理
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
両

者
が
感
覚
的
に
結
び
つ
い
て
行
く
時
に
引
用
文
と
地
の
文
が
融
解
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
③
に
お
い
て
は
か
ぎ
括
弧
は
取
れ
る
も
の
の
、
引
用
文
に
入
り
込
む
「
私
」
の
語
り
に
近
い
文
体
は
ま
だ
少
な
く
、
融
解
現
象
は

-23-

穏
や
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
⑤
に
至
る
と
③
に
お
い
て
八
割
以
上
を
占
め
て
い
た
引
用
部
分
は
六
割
ほ
ど
に
減
少
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
私
」

の
語
り
に
近
い
文
体
の
要
素
が
強
く
な
り
、
地
の
文
と
引
用
文
の
融
解
は
徹
底
し
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
な
「
住
吉
物

語
」
の
引
用
の
最
後
の
部
分
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

夢
を
た
よ
り
に
姫
を
た
づ
ね
て
ゆ
く
少
将
は
、
な
ら
は
ぬ
旅
な
れ
ば
、
藁
ぐ
つ
に
あ
た
り
て
白
く
美
し
き
御
足
よ
り
血
あ
へ
て
、
ゃ
う

ゃ
く
住
吉
に
た
ど
り
着
き
、
松
の
落
葉
拾
ふ
童
に
教
へ
ら
れ
た
京
の
尼
上
の
家
を
さ
が
し
わ
び
て
ゐ
る
と
、
さ
ら
ぬ
だ
に
旅
の
空
は
悲

し
き
に
、
有
波
千
鳥
あ
は
れ
に
な
き
渡
り
、
岸
の
松
風
も
の
さ
び
し
き
空
に
た
ぐ
ひ
て
、
琴
の
音
ほ
の
か
に
聞
こ
え
た
り
。
（d
）

(220) 



傍
線
を
付
し
た
と
こ
ろ
が
引
用
部
分
で
あ
る
が
、
地
の
文
に
「
さ
が
し
わ
ぴ
」
と
い
っ
た
引
用
文
に
近
し
い
単
語
を
持
つ
表
現
が
見
ら
れ
る

こ
と
や
引
用
文
と
地
の
文
と
の
割
合
や
つ
な
が
り
な
ど
か
ら
、
両
者
は
完
全
に
融
解
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「
住
吉
」
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
地
の
文
と
引
用
文
の
融
解
の
過
程
を
経
て
総
体
と
し
て
の
『
住
吉
物
語
」
自
体
が
、
地
の
文
に
引
用

が
取
り
込
ま
れ
て
行
く
こ
と
と
連
動
す
る
か
た
ち
で
「
私
」
の
中
に
感
覚
的
に
取
り
込
ま
れ
埋
も
れ
て
行
く
。
そ
し
て
、
こ
の
流
れ
は
⑥
の

中
頃
に
あ
る
次
の
部
分
へ
と
継
続
さ
れ
て
行
く
こ
と
と
な
る
。

わ
が
い
の
ち
か
な
し
と
聞
き
て
よ
ろ
こ
べ
る
人
は
さ
な
が
ら
仏
と
ぞ
な
る

と
い
ふ
歌
に
し
ま
し
で
も
、
昔
私
が
思
ひ
ま
し
た
や
う
な
感
傷
的
な
も
の
で
は
な
く
、
止
観
院
に
等
身
の
薬
師
知
来
を
刻
ん
で
安
置

し
末
代
不
滅
の
常
明
燈
を
手
づ
か
ら
か
か
げ
た
伝
教
大
師
の
歌
と
伝
へ
ら
れ
て
を
り
ま
す
が
、
幼
い
私
が
初
め
て
わ
が
い
の
ち
か
な
し

と
聞
き
ま
し
た
の
も
母
の
琴
な
の
で
あ
り
ま
し
た
。

で
も
ま
た
、
秘
す
れ
ば
花
な
り
、
秘
せ
ず
ば
花
な
る
べ
か
ら
ず
と
な
り
、
の
や
う
な
花
伝
書
の
言
葉
ま
で
私
は
自
分
勝
手
に
読
ん
で

は
、
母
と
私
と
の
あ
ひ
だ
が
秘
密
で
あ
る
や
う
な
秘
密
で
な
い
や
う
な
と
こ
ろ
に
、
花
を
感
じ
た
り
し
た
ほ
ど
で
あ
り
ま
し
た
。
（

e

）

こ
の
部
分
に
は
『
続
古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
わ
が
い
の
ち
」
の
歌
や
吋
花
伝
書
』
の
有
名
な
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

的
な
解
釈
と
「
私
」
に
よ
る
解
釈
の
ズ
レ
が
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
至
っ
て
「
私
」
は
「
わ
が
い
の
ち
」
の
歌
や

『
花
伝
書
』
な
ど
の
古
典
を
「
自
分
勝
手
」
な
解
釈
に
よ
っ
て
読
み
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
感
覚
の
中
へ
と
埋
め
て
い
く
こ
と
に
自
覚
的
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
⑤
ま
で
の
「
住
吉
物
語
』
と
い
う
プ
レ
テ
ク
ス
ト
が
埋
も
れ
て
行
っ
た
流
れ
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
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あ
る
。こ

こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
引
用
を
中
心
と
し
た
部
分
の
流
れ
に
呼
応
す
る
形
で
②
⑥
⑤
の
「
私
」
の
語
り
の
部
分
も
変
動
し
て
行
く
こ

と
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
「
実
は
私
の
継
母
」
で
あ
る
「
母
」
と
『
住
吉
物
語
』
を
軸
に
述
べ
ら
れ
て
行
く
が
、
そ
の
位
置
付
け
の
関
係

は
テ
ク
ス
ト
が
進
む
の
に
し
た
が
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。

ま
ず
①
の
長
歌
に
続
く
②
に
お
い
て
は
、
『
住
吉
物
語
』
に
つ
い
て
母
が
「
私
」
に
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
こ
と
や
古
本
が
失
わ
れ
た
と

い
う
文
学
史
的
な
事
実
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
成
人
し
て
か
ら
住
吉
物
語
を
読
み
ま
し
た
時
あ
ま
り
に
つ
ま
ら
な
く
て
あ
っ
け
に

と
ら
れ
た
」
（f
）
と
今
本
す
な
わ
ち
現
存
の
諸
テ
ク
ス
ト
の
総
体
と
し
て
の
『
住
吉
物
語
』
を
否
定
的
に
捉
え
、
そ
れ
と
対
比
す
る
形
で

失
わ
れ
た
古
本
・
原
本
を
「
惜
し
ま
れ
」
る
対
象
と
し
て
上
位
に
位
置
付
け
て
行
く
。
そ
の
な
か
で
、
「
幼
い
日
母
に
聞
き
ま
し
た
住
吉
物

語
」
は
、
「
成
人
し
て
読
」
ん
だ
「
つ
ま
ら
な
」
い
今
本
と
の
対
比
を
と
お
し
て
（g
）
、
今
本
を
鏡
に
す
る
形
で
上
位
の
古
本
と
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
て
行
く
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
④
に
入
っ
た
ば
か
り
の
、
形
式
段
落
的
に
は
ま
だ
③
に
含
ま
れ
る
部
分
は
「
私
の
母
が
悲
し
げ
に
話
し
て
く
れ
た
個
所
の
原
文
は

こ
ん
な
風
で
あ
っ
た
の
か
と
生
き
生
き
と
思
い
合
は
せ
る
ふ
し
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
私
に
は
住
吉
物
語
の
今
本
の
つ
ま
ら
な

さ
が
、
か
へ
っ
て
母
の
住
吉
物
語
を
美
し
く
し
た
と
で
も
言
ふ
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
た
。
」
（
h

）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
母
の
住
吉

物
語
」
と
「
つ
ま
ら
な
い
」
今
本
と
の
関
係
は
③
の
部
分
が
持
つ
揺
れ
に
引
き
ず
ら
れ
る
よ
う
に
異
な
っ
た
二
つ
の
関
係
に
分
裂
し
て
い

る
。
ひ
と
つ
は
、
直
後
の
「
そ
の
向
こ
う
に
母
の
話
し
声
が
聞
こ
え
て
く
る
か
ら
で
あ
り
ま
せ
う
。
」
（
i

）
と
い
う
記
述
に
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
「
つ
ま
ら
な
い
」
今
本
か
ら
母
が
話
し
て
く
れ
た
「
母
の
住
吉
物
語
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
「
つ
ま
ら
な
い
」
今
本
の
上
に -25-(218) 



「
つ
ま
ら
な
き
」
か
ら
比
較
的
自
由
で
あ
る
音
声
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
母
の
住
吉
物
語
」
を
美
し
い
も
の
と
す
る
の
だ
が
、

し
か
し
こ
こ
で
は
今
本
と
「
母
の
住
吉
物
語
」
は
あ
る
程
度
の
重
な
り
を
持
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
今
本
の
つ
ま

ら
な
さ
が
、
か
へ
っ
て
母
の
住
吉
物
語
を
美
し
く
し
た
」
と
い
う
も
の
（j
）
で
、
他
の
部
分
で
は
今
本
も
「
母
の
住
吉
物
語
」
と
つ
な
が

り
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
こ
の
一
瞬
だ
け
は
比
較
の
対
象
と
し
て
っ
き
は
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
②
の
名
残
の
よ
う
な
こ
の
意
識
は
④
の

後
半
に
至
っ
て
「
私
」
の
意
識
の
う
ね
り
の
な
か
で
消
え
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

④
の
後
半
で
は

『
住
吉
物
語
」の
伝
播
に
つ
い
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
私
」
は
「
語
り
伝
へ
」
る
こ
と
に
執
劫
に
こ
だ
わ

る
。
そ
の
な
か
で
「
住
吉
物
語
』
が
古
本
の
成
立
以
前
や
喪
失
後
に
も
人
々
の
関
に
「
語
り
伝
へ
」
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
、
そ
の
流

れ
の
中
で
古
本
も
「
貧
し
い
借
り
も
の
の
言
葉
で
た
ど
た
ど
し
く
書
き
と
め
」
ら
れ
た
今
本
や
諸
異
本
と
と
も
に
捉
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
母

の
住
吉
物
語
」
も
そ
の
系
列
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
同
じ
起
源
を
想
定
さ
れ
な
が
ら
も
「
た
ど
た
ど
し
く

書
き
と
め
た
」
が
故
に
「
つ
ま
ら
な
い
」
今
本
と
、
音
声
と
し
て
「
語
り
伝
へ
」
ら
れ
た
「
母
の
住
吉
物
語
」
と
が
対
比
さ
れ
て
行
く

（k
）
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
母
の
住
吉
物
語
」
は
異
本
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
「
住
吉
物
語
を
読
む
私
に
母

の
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
の
も
、
遠
い
王
朝
か
ら
流
れ
て
く
る
や
う
な
母
の
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
の
も
」
と
（1
）
独
自
な
「
古
来
日
本
」
と

の
つ
な
が
り
も
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
「
惜
し
ま
れ
」
る
対
象
で
あ
っ
た
古
本
と
重
ね
ら
れ
て
い
た
②
の
段
階
か
ら
、
諸
異
本
の
通
常

の
レ
ベ
ル
に
引
き
下
ろ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
流
れ
は
地
の
文
と
引
用
文
の
完
全
な
融
合
が
見
ら
れ
る
⑤
を
通
り
越
し
た
⑥
の
前
半
に
至
っ
て
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
動
い
て
行

く
。
こ
こ
で
は
「
私
は
住
吉
物
語
を
読
み
な
が
ら
実
は
多
く
の
継
母
の
昔
物
語
を
読
ん
で
ゐ
る
と
思
へ
ま
す
よ
う
に
、
住
吉
物
語
の
琴
か
ら

も
多
く
の
昔
の
琴
の
音
が
聞
こ
え
る
や
う
に
思
へ
て
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
多
く
の
琴
の
な
か
に
は
勿
論
母
の
琴
の
音
も
澄
み
通
っ
て
を
り
ま
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す
。
」
（m
）
と
、
⑤
で
現
象
と
し
て

「
住
吉
物
語
』
が
「
私
」
に
取
り
込
ま
れ
て
行
っ
た
の
と
呼
応
す
る
形
と
な
っ
て
い
て
、
「
母
の
住
吉

物
語
」
を
差
異
化
し
て
き
た
音
声
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
琴
の
音
ま
で
も
、
「
月
並
」
と
さ
れ
る
今
本
の
「
住
吉
物
語
』の
琴
の
音
の
中
に
埋

も
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
至
っ
て
「
母
の
住
吉
物
語
」
は
総
体
と
し
て
の

「
住
吉
物
語
」
に
埋
も
れ
、
そ
の
『
住
吉
物
語
」

は
「
私
」
の
中
に
埋
も
れ
て
、
全
て
は
「
私
」
の
中
で
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
②
の
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

「
私
の
う
ち
に
あ
っ
た
母
の
住
吉
物
語
は
、
私
が
自
分
で
住
吉
物
語
を
読
ん
だ
時
に
失
は
れ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
打
ち
こ
は
さ
れ
、
掻
き

消
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
」
（n
）
と
い
う
こ
と
が
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
大
掛
か
り
に
な
ぞ
ら
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。

〆’旬、

一一一、、，〆

「
引
用
」
へ
の
力
学

「
私
」
は
「
王
朝
の
古
本
が
伝
は
っ
て
ゐ
れ
ば
、
た
と
ひ
落
窪
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
万
一
落
窪
が
模
倣
し
た
も
の
で
あ
れ
ば

な
ほ
さ
ら
、
う
つ
ぼ
や
源
氏
に
先
立
つ
物
語
の
始
祖
と
し
て
尊
ば
れ
ま
す
し
、
文
学
と
し
て
も
今
本
よ
り
は
よ
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
ゐ
ま
し
た
で

せ
う
。
」
と
か
、
「
ど
の
異
本
に
よ
っ
て
も
住
吉
物
語
の
価
値
が
上
下
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
な
ど
と
、
「
引
用
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ

る
形
で
テ
ク
ス
ト
中
で
語
ら
れ
て
い
る
古
典
作
品
の
、
「
文
学
」
と
し
て
の
「
価
値
」
に
一
定
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
価
値
観
の
基

準
は
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
基
準
の
下
で
、
超
越
的
な
位
置
か
ら
原
本
・
古
本
、
今
本
・
諸
異
本
と
、
重
ね
ら
れ
る
対

象
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
「
母
の
住
吉
物
語
」
の
位
置
付
け
が
低
下
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

〆戸、、

一
一、匂J

で
は
「
母
の
住
吉
物
語
」
が
埋
も
れ
て
い
く
過
程
を
辿
っ
て
き
た
が
、
そ
の
流
れ
の
中
で
「
た
だ
私
は
母
の
思
ひ
出
が
あ
る
た
め

に
こ
の
物
語
に
幻
滅
す
る
の
が
つ
ら
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
」
（
②
）
、
「
こ
の
下
手
な
聞
き
書
き
、
あ
ら
筋
の
や
う
な
書
き
つ
づ
め
か

ら
、
原
の
母
の
話
の
美
し
さ
を
懐
か
し
が
る
と
い
ふ
風
で
あ
り
ま
す
。
」
（
④
）
、
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
私
」
は
何
度
も
そ
の
流
れ
に -27-(216) 



逆
ら
お
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
ぜ
「
母
の
住
吉
物
語
」
を
低
下
さ
せ
る
よ
う
な
「
引
用
」
を
何
度
も
行
っ
た
の
か
。

こ
こ
で
は
、
「
引
用
」
を
誘
発
し
た
「
私
」
の
語
り
口
か
ら
、
そ
の
力
学
を
見
て
み
た
い
。

長
歌
を
引
用
し
た
あ
と
の
②
に
お
い
て
、
「
私
」
は
『
住
吉
物
語
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

昔
の
人
は
継
子
い
ぢ
め
の
話
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
を
り
ま
し
た
し
、
同
類
に
落
窪
物
語
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
住
吉
物
語

が
後
ま
で
最
も
心
に
残
り
ま
し
た
の
は
、
私
た
ち
が
住
吉
の
近
く
に
住
ん
で
ゐ
た
こ
と
、
奈
良
絵
本
を
見
な
が
ら
の
話
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
れ
か
ら
こ
の
長
歌
の
せ
ゐ
で
あ
り
ま
せ
う
。

こ
こ
で
「
私
」
は
、
『
住
吉
物
語
』
が
「
後
ま
で
最
も
心
に
残
」
っ
た
理
由
と
し
て
、
「
母
」
が
継
母
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
「
継
子
い
ぢ
め

の
話
」
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
住
吉
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ
と
、
奈
良
絵
本
を
見
な
が
ら
の
話
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
母
が
「
朗
詠
風

に
読
ん
で
く
れ
」
た
長
歌
と
い
う
三
つ
の
要
因
を
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
『
住
吉
物
語
」
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
て
い
く
際
に
は
、
ト
ポ
ス
と
し
て
の
〈
住
吉
〉
に
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と

が
な
く
、
ま
た
「
姫
の
手
紙
の
長
歌
も
、
私
の
手
も
と
に
そ
の
奈
良
絵
本
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
昔
に
母
が
朗
詠
し
た
の
と
別
本
に
今
私
が

見
る
の
と
で
は
少
し
ち
が
っ
て
を
り
ま
せ
う
が
」
と
奈
良
絵
本
は
手
も
と
に
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
、
諸
本
と
比
さ
れ
る
「
母
の
住
吉

物
語
」
は
「
朗
詠
」
と
い
う
音
声
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
と
し
て
思
い
出
さ
れ
、
創
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
の
「
引

用
」
か
ら
④
へ
と
移
る
と
こ
ろ
で
は
「
私
の
母
が
悲
し
げ
に
話
し
て
く
れ
た
個
所
の
原
文
は
こ
ん
な
風
で
あ
っ
た
の
か
と
生
き
生
き
と
思
い

合
は
せ
る
ふ
し
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
引
用
」
か
ら
「
母
の
住
吉
物
語
」
を
音
声
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
抽
出
し (215) -28 一



ょ
う
と
す
る
態
度
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
④
で
は
「
年
老
い
ま
し
て
か
ら
は
、
古
物
語
の
一
つ
の
運
命
と
し
て
、
小
説
史
の
一
つ
の
証
跡
と
し
て
、
住
吉
物
語
を
読
む
と
い

ふ
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
住
吉
物
語
絵
巻
の
残
鉄
や
奈
良
絵
本
な
ど
を
古
美
術
と
し
て
見
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
今
本
の
つ
ま
ら
な
き
に

ま
た
意
味
の
あ
る
の
が
わ
か
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
、
は
じ
め
に
「
母
の
住
吉
物
語
」
の
記
憶
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
と
し
て
排

除
さ
れ
た
奈
良
絵
本
が
「
つ
ま
ら
な
い
」
今
本
の
側
に
吸
収
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
「
意
味
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
結
局
先
ほ
ど
も
み

た
よ
う
に
「
語
り
伝
へ
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
「
意
味
」
は
置
き
去
り
に
さ
れ
、
「
住
吉
物
語
を
読
む
私
に
母
の
声
が
聞

こ
え
ま
し
た
の
も
、
遠
い
王
朝
か
ら
流
れ
て
来
る
や
う
な
母
の
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
の
も
、
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
」
と
、

や
は
り
音
声
イ
メ
ー
ジ
が
響
い
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
聞
こ
え
る
と
言
へ
ば
、
私
に
は
住
吉
物
語
か
ら
琴
の
音

が
聞
こ
え
ま
す
。
」
と
音
声
イ
メ
ー
ジ
の
連
想
か
ら
、
『
住
吉
物
語
」の
な
か
の
琴
に
か
か
わ
る
少
将
と
姫
君
の
琴
の
音
に
導
か
れ
た
出
会
い

の
場
面
が
「
引
用
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
官
頭
の
長
歌
の
「
引
用
」
か
ら
選
ば
れ
た
音
声
イ
メ
ー
ジ
は
こ
こ
に
い
た
っ
て
「
引
用
」

を
導
き
出
す
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
今
度
は
、
そ
の
琴
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
⑥
以
降
の
回
想
部
分
が
、
「
琴
の
音
」
を
「
悪
心
の
芽
生
‘
主
で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
、

琴
に
ま
つ
わ
る
「
母
」
と
「
私
」
の
「
物
語
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
琴
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
最
終
的
に
は
音
声
か
ら
離

れ
て
琴
の
爪
に
ま
つ
わ
る
物
語
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
①
の
長
歌
の
「
引
用
」
か
ら
「
母
の
住
吉
物
語
」
を
語
る
た
め
に
引
き
出
さ
れ
た
音
声
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
の
音
声
を
追
い
求

め
る
た
め
に
「
引
用
」
を
導
き
、
そ
し
て
「
引
用
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
音
声
イ
メ
ー
ジ
は
変
質
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
母
の
住
吉

物
語
」
の
位
置
付
け
が
、
「
私
」
の
「
文
学
」
の
「
価
値
」
へ
の
視
線
と
同
じ
視
線
の
中
で
低
下
し
て
い
く
と
い
う
構
造
が
見
て
取
れ
る
。
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〈
住
吉
〉
と
い
う
ト
ポ
ス
や
奈
良
絵
本
の
よ
う
な
「
現
存
」
す
る
も
の
と
異
な
り
、
音
声
の
記
憶
と
い
う
不
安
定
で
確
定
し
得
な
い
も
の
で

形
作
ら
れ
た
「
母
の
住
吉
物
語
」
は
、
あ
る
程
度
「
私
」
が
自
由
に
創
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
〈
住
吉
〉
や
奈
良
絵
本
の
排
除
は
「
私
」
が

そ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
た
め
の
意
図
的
な
操
作
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
の
当
初
に
お
い
て
は
、
表
面
的
に
見
れ
ば
「
私
」
は

「
母
の
住
吉
物
語
」
に
、
た
と
え
ば
「
美
し
き
」
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
想
起
の
た
め
に
な
さ
れ
る
「
引

用
」
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
「
今
本
」
に
よ
ら
ざ
る
を
え
ず
、
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
「
今
本
」
を
「
引
用
」
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
し
か
も
「
引
用
」
が
導
い
た
「
文
学
」
の
「
価
値
」
と
い
っ
た
「
私
」
の
価
値
観
の
内
部
で
、
意
図
的
な
操
作
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
母
の
住
吉
物
語
」
の
位
置
は
低
下
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
章
に
述
べ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
「
私
」
の
意
図
の

範
囲
内
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
創
造
す
る
起
源

で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
た
ど
り
着
い
た
「
私
」
と
「
母
」
の
「
物
語
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

「
私
」
の
半
生
を
な
ぞ
る
よ
う
に
流
れ
て
き
た
『
住
吉
物
語
』

の
取
り
こ
み
の
過
程
は
、
読
み
手
の
視
線
を
そ
の
起
源
に
向
け
さ
せ
る
こ

と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
幼
い
こ
ろ
」
は
「
た
だ
母
ひ
と
り
の
住
吉
物
語
を
聞
き
、
住
吉
物
語
の
琴
を
た
だ
母
の
琴
と
聞
い
た
」
「
私
」
が

「
自
分
で
住
吉
物
語
を
読
む
年
に
な
っ
て
か
ら
は
、
次
第
に
母
の
琴
の
音
は
ほ
か
の
琴
の
空
音
に
ま
ぎ
れ
て
、
ず
ゐ
ぷ
ん
と
弱
く
か
す
か
に
」

な
っ
て
い
く
と
い
う
起
源
に
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
は
向
け
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
悪
心
の
底
に
清
流
の
水
音
を

聞
い
て
母
の
ふ
と
こ
ろ
に
か
へ
る
」
と
い
っ
た
形
で
「
悪
心
の
底
」
H

年
を
取
っ
て
か
ら
、
「
清
流
」

「
幼
い
こ
ろ
」
の
あ
る
時
点
ま
で
、

と
い
う
発
想
が
確
実
に
あ
る
。
な
れ
ば
そ
の
起
源
は
「
悪
心
の
芽
生
え
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
そ
の
ま
な
ざ
し
は
「
わ
が
い
の
ち
」
の
歌
や
『
花
伝
書
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
を
通
っ
て
回
想
シ
l

ン
へ
と
流
れ
込
ん
で
行

く
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
「
十
七
で
嫁
に
」
な
っ
た
母
の
こ
と
が
「
幼
い
私
は
母
が
若
い
と
も
思
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
て
後

に
は
母
の
早
い
結
婚
に
よ
こ
し
ま
な
嫉
妬
を
お
ぼ
え
ま
し
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
う
え
で
「
私
が
十
七
よ
り
下
の
少
女
を
幾
人
か
を
か
す
や

う
な
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
も
、
こ
の
嫉
妬
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
っ
た
か
と
も
疑
は
れ
ま
す
。
」
と
「
悪
心
」
の
内
容
の
一
端
を
示
す
と
と

も
に
、
そ
の
出
発
点
が
「
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
て
後
」
の
母
へ
の
「
よ
こ
し
ま
な
嫉
妬
」
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
出
発
点
は
「
思
ひ
出

し
て
み
ま
す
と
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
語
り
始
め
ら
れ
る
幼
い
頃
の
出
来
事
と
と
も
に
、
「
母
の
若
さ
に
気
づ
い
た
こ
と
が
な
い
で
も
あ

り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
ら
れ
、
早
く
も
崩
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
、
「
あ
る
雪
の
日
」
に
「
私
」
が
琴
の
師
匠
の
前
で
母
に
琴
爪
を
は
ず
し
て
背
を
掻
い
て
も
ら
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
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れ
る
。
こ
こ
で
「
私
」
は
盲
目
の
老
人
で
あ
る
琴
の
師
匠
を
『
住
吉
物
語
』
で
姫
を
盗
み
出
そ
う
と
す
る
み
に
く
い
老
人
と
重
ね
合
わ
せ
る

の
だ
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
「
私
が
こ
の
老
人
を
憎
む
よ
う
に
仕
向
け
た
の
は
母
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」
と
、
『
住
吉
物
語
」

を
読
み
聞
か
せ
た
母
の
行
為
が
、
テ
ク
ス
ト
の
当
初
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
美
し
さ
」
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
別
の
次
元
で
意
味
付
け
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
琴
の
師
匠
に
た
い
し
て
は
「
母
を
住
吉
物
語
の
姫
君
と
思
っ
て
、
盲
の
師
匠
に
さ
ら
は
れ
る
と
し
た
の
で
あ
り

ま
し
た
か
ら
、
私
は
母
の
若
さ
を
感
じ
母
に
嫉
妬
も
感
じ
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
」
と
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
前
の

「
母
が
若
い
と
も
思
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
と
異
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
十
七
よ
り
下
の
少
女
を
幾
人
か
を
か
す
」
と
い
っ
た
「
悪
心
」
の
芽
生
え
た
時
点
を
当
初
「
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
て
後
」
に
求
め
て
い
た
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記
述
は
、
ま
ず
「
母
の
若
さ
に
気
づ
い
た
こ
と
が
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
回
想
当
時
に
も
「
悪
心
」
の
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
も
の
と
き



れ
、
さ
ら
に
は
「
こ
の
老
人
を
憎
む
よ
う
に
仕
向
け
た
の
は
母
」
と
そ
の
「
悪
心
」
の
原
因
を
母
自
身
に
求
め
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
変
化

し
て
い
っ
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
母
は
「
住
吉
物
語
の
姫
君
」
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
住
吉
物
語
』
が
「
継
子
い
ぢ
め

の
話
」
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
当
初
の
母
｜
子
の
関
係
と
は
異
な
っ
た
母
と
の
関
係
を
「
私
」
が
築
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
悪
心
」
の
対
象
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
「
母
」
を
「
悪
心
」
の
原
因
と
も
対
象
と
も
す
る
に
至
っ
た
こ

の
回
想
に
よ
っ
て
「
私
」
は
母
を
「
汚
し
」
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
「
私
」
が
琴
爪
で
母
に
背
中
を
掻
い
て
も
ら
っ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
音
を
出
す
た
め
の
琴
爪
が
本
来
の
目
的
と
は
異
な
る
行
為
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
私
」
が
満
足
と
と
も

に
母
の
琴
を
「
汚
し
」
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
最
初
に
示
さ
れ
る
、
恐
ろ
し
き
ゆ
え
に
「
聞
え
る

と
急
に
悲
し
く
な
っ
」
た
「
母
の
琴
」
は
、
「
ほ
か
の
琴
の
空
音
に
ま
ぎ
れ
」
る
直
前
の
最
後
の
灯
火
で
あ
っ
て
、
琴
爪
で
背
中
を
掻
い
て

も
ら
っ
た
時
に
は
す
で
に
音
す
ら
も
聞
こ
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

回
想
部
分
に
お
け
る
「
私
」
の
母
に
対
す
る
意
味
付
け
の
変
遷
は
、
「
引
用
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
母
の
住
吉
物
語
」
の
位
置
付

け
の
変
遷
と
、
少
し
ず
つ
前
述
の
内
容
を
ず
ら
し
な
が
ら
当
初
と
異
な
る
こ
と
を
述
べ
る
に
至
る
あ
り
方
に
お
い
て
、
同
質
な
も
の
を
見
て

取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
確
定
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
を
解
体
し
て
自
ら
の
文
脈
に
の
っ
と
っ
て
再
構
成
す
る
と

い
う
「
引
用
」
の
持
つ
快
楽
性
と
、
「
美
し
い
」
は
ず
の
母
を
「
悪
心
」
の
対
象
に
ま
で
す
る
と
い
う
形
で
汚
す
と
い
う
エ
ロ
ス
性
が
、
全

く
位
相
を
異
に
し
な
が
ら
も
そ
の
解
体
し
て
再
構
成
す
る
と
い
う
相
似
性
ゆ
え
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
私
」
は
「
母
の
物
語
」
を
琴
爪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
③
の
「
引
用
」

の
中
に
「
そ
こ
を
私
の
母
が
話
す
時
私
た
ち
も
ま
こ
と
な
ら
ぬ
親
子
の
仲
な
の
を
私
は
知
っ
て
を
り
ま
し
た
の
で
、
母
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
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い
て
言
っ
て
ゐ
る
の
だ
ろ
う
か
と
私
は
不
安
で
あ
っ
た
の
を
、
住
吉
物
語
の
な
か
の
元
の
言
葉
に
出
会
っ
て
は
っ
き
り
思
ひ
出
し
ま
し
た

し
」
（
C

）
と
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
一
節
は
先
に
見
た
よ
う
に
文
の
ね
じ
れ
の
中
で
サ
プ
リ
ミ
ナ
ル
的
に
あ
ら
わ
れ
な
が
ら

無
視
さ
れ
抹
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
は
っ
き
り
と
思
ひ
出
し
」
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
母
」
と
「
私
」
の
「
物
語
」
で
あ
り
な
が
ら

抹
殺
さ
れ
、
結
果
的
に
「
母
」
と
「
私
」
の
「
物
語
」
は
琴
爪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
し
か
語
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
つ
ま
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
「
今
本
」
を
「
引
用
」
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
図
的
な
操
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
母
の
住
吉
物
語
」

の
位
置
が
低
下
し
た
と
い
う
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
②
の
最
後
に
「
私
の
う
ち
に
あ
っ
た
母
の
住
吉
物
語
は
、
私
が
自
分
で
住
吉
物
語
を

読
ん
だ
と
き
に
失
は
れ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
打
ち
こ
は
き
れ
、
掻
き
消
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
自

分
で
読
ん
だ
と
き
」
に
お
そ
ら
く
手
に
し
た
で
あ
ろ
う
「
今
本
」
に
よ
っ
て
『
住
吉
物
語
』
を
「
引
用
」
し
続
け
た
こ
と
に
も
、
別
の
慾
意
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性
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
「
母
」
の
「
美
し
さ
」
へ
と
引
き
戻
そ
う
と
す
る
見
せ
か
け
の
中
で
、
「
今

本
」
を
「
引
用
」
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
と
「
母
」
の
「
物
語
」
が
「
悪
心
の
起
源
」
と
し
て
の
琴
爪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ほ
う
へ

と
流
れ
て
い
く
こ
と
に
「
私
」
は
気
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
引
用
」
し
つ
づ
け
て
い
っ
た
と
い
う
慾
意
性
で
あ

り
、
こ
れ
が
「
母
」
へ
の
「
汚
し
」
を
な
ぞ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
典
と
し
て
の
『
住
吉
物
語
』
の
世
界
は
典
型
的
な
継
子
諦
と
し
て
の
話
型
を
持
つ
こ
と
が
特
色
の
一
つ
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
の
中
で

(5
) 

は
三
宅
晴
美
の
よ
う
に
そ
う
い
っ
た
話
型
の
特
に
貴
種
流
離
語
的
な
部
分
を
「
住
吉
」
の
分
析
の
参
考
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

も
し
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
貴
種
流
離
諌
と
の
関
連
を
見
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
私
」
も
『
住
吉
物
語
』
も
「
い
ま
」
の
存
在
を
保
証
す
る(210) 

と
い
う
意
味
で
の
起
源
を
欠
い
た
、
あ
る
い
は
起
源
が
あ
や
ふ
や
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
、
起
源
を
め
ぐ
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。



「
母
の
住
吉
物
語
」
を
音
声
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
創
り
出
し
て
い
く
と
い
う
慾
意
性
と
、
「
母
の
住
吉
物
語
」

が
打
ち
消
さ
れ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
「
つ
ま
ら
な
い
」
「
今
本
」
を
「
引
用
」
し
続
け
る
と
い
う
怒
意
性
の
合
流
点
と
し
て
「
私
」

と
「
母
」
の
「
物
語
」
を
琴
爪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
私
」
は
自
ら
を
貴
種
化
し
よ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
あ
の
源
氏
物
語
の
あ
ん
な
に
多
く
の
主
要
人
物
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
孤
児
、
少
く
と
も
片
親
の
な
い
人
達
、
こ
の
驚
く
べ
き
こ
と
か
ら
考

へ
て
み
ま
し
で
も
、
私
は
住
吉
物
語
を
読
み
な
が
ら
実
は
多
く
の
継
母
の
物
語
を
読
ん
で
ゐ
る
と
思
へ
ま
す
や
う
に
」
と
、
語
っ
て
い
く
う

ち
に
『
住
吉
物
語
』
を
一
般
に
古
典
の
最
高
傑
作
と
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
一
方
で
、
「
私
」
は
そ
の
『
住
吉

物
語
』
を
自
ら
の
中
に
埋
没
さ
せ
取
り
込
み
な
が
ら
、
自
ら
の
起
源
を
「
悪
心
」
の
芽
生
え
た
時
に
求
め
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
な
「
私
」
と
「
母
」
の
「
物
語
」
の
語
ら
れ
方
を
考
え
た
と
き
に
、
そ
れ
は
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
帰
る
べ
き
場
所
を
探
し
て
い

っ
た
の
で
は
な
く
、
起
源
を
自
ら
創
り
あ
げ
て
行
く
作
業
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

私
に
起
源
の
創
造
を
希
求
さ
せ
た
「
悪
心
」
の
、
語
り
の
現
在
に
お
け
る
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
テ
ク
ス
ト
か
ら
明
ら
か
に
見
出
せ

る
の
は
、
「
十
七
よ
り
下
の
少
女
を
幾
人
か
を
か
す
や
う
に
な
」

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
琴
爪
の
温
か
き
に
も
も
う
私
の

悪
心
は
芽
生
え
て
を
り
ま
し
た
。
」
と
あ
り
、
最
終
的
に
は
琴
爪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
と
し
た
「
私
」
と
「
母
」
の
「
物
語
」
が
、
異
常

性
を
誇
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貴
種
た
る
う
と
し
「
悪
心
」
の
現
状
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
起
源
諌
と
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
ん
な
な
か
で
「
私
」
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

琴
爪
で
足
を
掻
い
て
く
れ
と
私
は
せ
が
み
ま
し
た
。

(209) -34 一



「
ま
あ
、
な
に
を
言
ふ
ん
で
す
。
勿
体
な
い
。
こ
の
お
琴
の
爪
は
お
姉
さ
ん
の
か
た
み
よ
。
行
平
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
ぢ
ゃ
な
い

の
。
」

住
吉
の
反
橋
の
上
で
、
私
は
母
の
姉
の
子
だ
と
母
に
聞
か
さ
れ
ま
し
た
の
が
五
つ
の
時
で
し
た
か
ら
、
こ
の
時
の
私
は
六
っ
か
七
つ

だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。

こ
こ
で
「
私
」
は
琴
爪
で
足
を
掻
い
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
に
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
「
私
」
に
「
母

の
姉
」
と
い
う
言
葉
で
し
か
語
ら
れ
な
い
、
そ
し
て
「
本
当
」
の
起
源
に
な
り
え
て
し
ま
う
実
の
母
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
実
の
母
は

回
想
と
い
う
形
で
「
私
」
が
二
種
類
の
恋
意
性
を
も
っ
て
語
る
こ
の
「
物
語
」
と
同
時
に
存
在
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
私
」
は
語
る
こ
と
自
体
を
や
め
て
し
ま
い
、
「
末
の
世
の
い
の
り
も
と
む
る
そ
の
こ
と
の
し
る
し
な
き
こ
そ

し
る
し
な
り
け
り
」
と
い
う
出
典
未
詳
の
和
歌
を
引
い
て
き
て
突
如
テ
ク
ス
ト
を
終
わ
ら
せ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
と
お
り
「
私
」
が
語
っ
た

後
に
置
か
れ
た
こ
の
和
歌
は
、
他
の
「
引
用
」
が
音
声
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
に
そ
の
意
味
内
容
は
ほ
と
ん
ど
要
請
さ
れ
な
か

っ
た
の
に
対
し
て
、
前
後
の
文
と
の
結
び
つ
き
が
弱
く
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
要
請
し
な
い
た
め
に
響
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
し
る

し
」
が
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
「
し
る
し
」
で
あ
る
と
い
う
あ
り
方
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
あ
り
方
は
最
後
に
い
た
っ
て
実
の
母
の
登

場
に
よ
っ
て
起
源
を
創
り
き
れ
な
か
っ
た
「
私
」
の
あ
り
方
や
、
原
本
・
古
本
を
失
っ
た
『
住
吉
物
語
』
の
あ
り
方
と
も
近
似
し
て
い
て
、

語
り
手
が
読
者
を
そ
の
よ
う
な
様
々
な
「
な
く
」
て
「
あ
る
」
も
の
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
誘
惑
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う
か
」
と
い
う
冒
頭
と
末
尾
に
置
か
れ
た
一
文
に
も
こ
れ
は
つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
「
住
吉
」
の
冒
頭
は
、
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
直
後
に
長
歌
が
引
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
呼
び
か
け -35-(208) 



は
何
者
を
も
受
け
る
こ
と
な
く
置
い
て
い
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
末
尾
で
「
末
の
世
の
」
の
歌
の
後
に
も
う
一
度
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
り

冒
頭
を
も
照
ら
し
出
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
呼
び
か
け
の
「
あ
な
た
」
は
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
当
て
は
め
と
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
石

(6
) 

川
巧
は
そ
の
よ
う
な
試
み
に
対
し
て
「
「
私
」
は
は
じ
め
か
ら
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
「
あ
な
た
」
が
誰
な
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
に
、
と

い
う
よ
り
も
、
「
あ
な
た
」
を
誰
で
も
な
い
対
象
と
し
て
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
〈
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
〉
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
〈
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
な
い
〉
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
な
が
ら
、
「
あ
な
た
」
と
は
誰
な
の
か
と
い

う
問
題
設
定
自
体
を
不
毛
と
し
て
い
る
が
、
確
か
に
冒
頭
の
一
文
は
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
〈
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き

な
い
〉
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
末
尾
の
一
文
は
「
末
の
世
の
」
の
和
歌
の
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
「
あ
る
」
と
い
う
響
き

の
余
韻
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
、
「
私
」
や
『
住
吉
物
語
』
と
い
っ
た
様
々
な
「
な
く
」
て
「
あ
る
」
も
の
を
扱
い
な
が
ら
、
起
源

を
創
ろ
う
と
し
て
創
り
き
れ
ず
に
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
「
あ
る
」
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
「
住
吉
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
メ
タ
フ
ァ

ー
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
代
入
し
て
も
そ
れ
な
り
の
解
釈
が
可
能
な
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
様
々
な
当
て
は
め
ゲ
l

ム
を
誘
惑
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
〈
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
〉
／
〈
ど
の
よ
う

に
も
解
釈
で
き
な
い
〉
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
〈
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
さ
せ
る
〉
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
五
）こ
れ
は
「
日
本
回
帰
」
な
の
か

敗
戦
直
後
の
テ
ク
ス
ト
に
、
随
筆
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
哀
愁
」
（
『
社
会
」
昭
二
二
・
一
O
）
が
あ
り
、
と
り
わ
け
次
の
一
節
は
繰

り
返
し
言
及
さ
れ
て
き
た
。

(207) -36-



戦
争
中
、
殊
に
敗
戦
後
、
日
本
人
に
は
真
の
悲
劇
も
不
幸
も
感
じ
る
力
が
な
い
と
い
ふ
、
私
の
前
か
ら
の
思
ひ
は
強
く
な
っ
た
。
感

じ
る
力
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
感
じ
ら
れ
る
本
体
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
ら
う
。

敗
戦
後
の
私
は
日
本
古
来
の
悲
し
み
の
中
に
帰
っ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
私
は
戦
後
の
世
相
な
る
も
の
、
風
俗
な
る
も
の
を
信
じ

な
い
。
現
実
な
る
も
の
を
あ
る
ひ
は
信
じ
な
い
。

近
代
小
説
の
根
底
の
写
実
か
ら
も
私
は
離
れ
て
し
ま
ひ
さ
う
で
あ
る
。
も
と
か
ら
さ
う
で
あ
っ
た
ら
う
。

(7
) 

川
端
は
敗
戦
直
後
に
同
様
の
発
言
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
説
を
受
け
て
「
住
吉
」
は
、
例
え
ば
竹
西
寛
子
が

「
「
島
木
健
作
追
悼
」
、
「
哀
愁
」
、
横
光
利
一
へ
の
弔
辞
で
、
自
分
は
日
本
古
来
の
悲
し
み
の
中
に
帰
り
、
日
本
の
山
河
を
魂
と
し
て
、
こ
れ

か
ら
は
あ
わ
れ
な
日
本
の
美
し
き
の
ほ
か
は
一
行
も
書
こ
う
と
は
思
わ
な
い
と
言
っ
た
の
は
そ
の
場
限
り
の
虚
言
で
は
な
く
、
作
家
川
端
康

(8
) 

成
は
、
今
、
そ
の
実
践
の
時
を
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
印
象
が
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
、
原
善
が
「
そ
し
て
敗
戦
を
迎
え
、
し
か
し
川
端
は

生
き
残
っ
た
。
自
ら
の
生
を
〈
余
生
〉
〈
残
生
〉
と
認
識
し
た
彼
は
、
（
略
）
日
本
回
帰
・
古
典
回
帰
の
決
意
を
表
明
す
る
。
そ
し
て
そ
の
実

践
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
「
反
橋
」
三
部
作
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
日
本
回
帰
」
「
古
典
回
帰
」
の
実
践
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
。

山
中
正
樹
は
、
「
行
平
」
は
「
古
典
や
古
美
術
が
持
つ
「
永
遠
の
時
間
」
に
「
与
か
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
」
「
自
分
の
「
汚
辱
」
や
喪
失

感
」
と
い
っ
た
〈
呪
縛
〉
か
ら
の
〈
解
放
〉
を
行
お
う
と
し
て
い
お
、
と
し
て
い
る
が
、
従
来
の
「
日
本
回
帰
」
「
古
典
回
帰
」
の
あ
り
方

は
、
こ
こ
で
の
「
永
遠
の
時
間
」
と
し
て
古
典
を
と
ら
え
る
あ
り
方
と
お
そ
ら
く
近
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
に
「
私
」
が
「
母
の
住
吉
物
語
」
を
音
声
イ
メ
ー
ジ
の
み
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
い
く
慾
意
性
と
「
引
用
」
を
続
け
て
い
く
怒
意
性

-37-(206) 



を
も
っ
て
、
自
ら
の
「
悪
心
」
を
正
当
化
し
、
自
ら
を
貴
種
た
ら
し
め
ん
と
す
る
た
め
に
起
源
を
創
っ
て
い
っ
た
の
を
考
え
た
と
き
、
「
日

本
」
「
古
典
」
と
い
う
も
の
が
無
前
提
に
存
在
し
て
、
そ
こ
に
「
回
帰
」
し
て
い
く
と
い
う
あ
り
方
と
は
、
少
な
く
と
も
「
住
吉
」
は
、
「
日

本
」
「
古
典
」
に
対
す
る
距
離
の
と
り
方
に
お
い
て
異
な
る
位
相
を
見
せ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
ま
た
、
こ
の
起
源
を
創
っ
て
い
く
あ
り
方
こ
そ
「
日
本
」
「
古
典
」
な
ど
を
立
ち
上
げ
て
い
く
あ
り
方
と
相
似
形
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
た
と
え
ば
、
「
あ
な
た
は
ど
こ
に
」
の
一
文
は
結
局
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
も
代
入
可
能
で
あ
っ
た
が
、
テ
キ
ス
ト
の
外
部
に
お
い

て
そ
こ
に
「
日
本
」
「
古
典
」
「
母
」
と
い
っ
た
言
葉
を
代
入
さ
せ
る
よ
う
に
空
白
と
し
て
待
ち
構
え
、
「
日
本
回
帰
」
と
い
っ
た
読
み
の
場

を
誘
惑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
住
吉
物
語
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
く
よ
う
に
装
い
な
が
ら
、
起
源
の
創
造
を
穏

蔽
し
て
い
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
日
本
回
帰
」
「
古
典
回
帰
」
の
言
説
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
引
き
寄
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
「
住
吉
」
は
、
「
私
」
の
起
源
の
創
造
へ
の
希
求
か
ら
来
た
語
り
口
、
こ
の
時
期
の
川
端
の
作
家
の
居
場
所
と
し
て
の
「
日
本
」
「
古

典
」
へ
の
興
味
、
読
み
手
の
側
の
「
日
本
」
「
古
典
」
立
ち
上
げ
へ
の
欲
望
な
ど
が
偶
然
的
に
出
会
っ
た
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
(1
) 

(2
) 

三
島
由
紀
夫
「
川
端
康
成
の
ベ
ス
ト
ス
リ
l
｜
｜
『
山
の
音
」
『
反
橋
連
作
」

紀
夫
全
集
第
二
十
六
巻
』
（
新
潮
社
、
昭
五
0

・
六
V
に
よ
っ
た
。
）

原
善
「
作
家
案
内
｜
｜
川
端
康
成
川
端
康
成
の
戦
後
｜
｜
「
反
橋
」
三
部
作
か
ら
の
出
発
」
（
『
反
橋
一
し
ぐ
れ
一
た
ま
ゆ
ら
」
講
談
社
文

芸
文
庫
、
平
四
）

本
稿
中
の
川
端
テ
ク
ス
ト
の
引
用
も
同
様
に
三
十
七
巻
本
『
川
端
康
成
全
集
』
（
新
潮
社
）
に
よ
っ
た
。
「
住
吉
」
は
七
巻
（
昭
五
六
・
一
）
、

「
哀
愁
」
は
二
十
七
巻
（
昭
五
七
・
三
）
。

「
住
吉
」
中
の
『
住
吉
物
語
」
な
ど
の
引
用
古
典
に
つ
い
て
は
森
本
穫
の
周
密
な
注
釈
（
森
本
穫
・
平
山
光
男
編
著
『
注
釈

『
禽
獣
」
」
（
「
毎
日
新
聞
」
昭
三
0

・
四
、
引
用
は

『
三
島
由

(3
) 

(4
) 

遺
稿
『
雪
国
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抄
」
・
「
住
吉
」
連
作
」
林
道
舎
、
一
九
八
四
・
一O
）
が
あ
り
、
そ
の
中
で
森
本
は
「
川
端
の
依
拠
し
た
住
吉
物
語
」
に
つ
い
て
「
長
歌

に
つ
い
て
、
代
表
的
な
二
十
種
の
異
本
を
校
合
し
て
み
た
が
、
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
」
く
、
「
川
端
は
当
時
（
昭
和
二
四
年
）

す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
諸
本
を
参
照
し
、
な
か
で
も
横
山
重
校
訂
『
住
吉
物
語
』
に
最
も
多
く
依
拠
し
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
判
断
に
よ
っ

て
字
句
を
若
干
修
正
し
て
本
文
を
作
成
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
し
て
い
る
。
直
接
的
な
引
用
原
典
を
定
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
論
を
進
め
る
た
め
に
足
か
せ
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
「
引
用
す
る
」
と
い
う
行
為
自
体
に
重
点
を
お
き
、
そ
の
行
為

の
「
住
吉
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
上
で
の
あ
ら
わ
れ
に
注
目
す
る
本
論
で
は
、
原
典
の
特
定
は
さ
ほ
ど
重
要
で
な
く
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
内
で
も
、
一
つ
に
は
「
私
」
が
「
ど
の
異
本
に
よ
っ
て
も
住
吉
物
語
の
価
値
が
上
下
す
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
様
々
な
現
存
の
異
本
に
大
き
な
差
異
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
も
う
一
つ
に
は
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
三
ヶ
所

と
も
ど
の
異
本
に
も
お
お
む
ね
共
通
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
特
定
の
異
本
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
住
吉
」
に
お
い
て
「
私
」

は
「
住
吉
物
語
』
を
あ
く
ま
で
も
文
学
史
を
背
負
っ
た
諸
テ
ク
未
ト
の
総
体
と
し
て
捉
え
、
そ
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
住
吉
物

語
」
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
い
論
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

三
宅
晴
美
「
川
端
康
成
「
住
吉
」
連
作
序
説
」
（
『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
」
昭
六0
・
一
一
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
〈
私
〉
が
住
吉
物
語
に
お
い
て
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
の
は
、
姫
君
漂
白
と
別
離
の
情
、
琴
が
結
ぶ
縁
の
二
点
で
あ
る
が
、

後
者
も
ま
た
少
将
の
慎
悩
と
流
離
を
語
る
部
分
と
し
て
読
み
か
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
は
ま
さ
に
、
継
子
語
中
に
流
し
込
ま

れ
た
貴
種
流
離
課
の
原
型
を
示
し
て
い
る
事
に
注
意
し
た
い
。

石
川
巧
「
特
集
・
三
部
作
と
い
う
テ
ク
ス
ト
秘
す
れ
ば
花
な
り
、
秘
せ
ず
ん
ば
花
な
る
べ
か
ら
ず
｜
｜
「
反
橋
」
三
部
作
｜
｜
川
端
康
成

論
（
四
）
」
（
『
叙
説
』
一
九
九
八
・
二
）

例
え
ば
、
「
私
は
も
う
死
ん
だ
者
と
し
て
、
あ
は
れ
な
日
本
の
美
し
さ
の
ほ
か
の
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
一
行
も
書
か
う
と
は
思
わ
な
い
。
」

（
「
島
木
健
作
追
悼
」
昭
二0
・
一
一
）
、
「
横
光
君
／
僕
は
日
本
の
山
河
を
魂
と
し
て
君
の
後
を
生
き
て
ゆ
く
。
」
（
「
横
光
利
一
弔
辞
」
昭
二

三
・
こ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

竹
西
寛
子
「
解
説
「
母
」
な
る
も
の
へ
の
旅
心
」
（
『
反
橋
一
し
ぐ
れ
一
た
ま
ゆ
ら
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
平
四
）

同
（
2

）

山
中
正
樹
「
「
反
橋
」
連
作
論
｜
｜
憧
僚
と
冒
涜
の
物
語
｜l」

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(m
) 

（
『
豊
田
短
期
大
学
研
究
紀
要
」

-39 ー

一
九
九
八
・
一
二
）
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O
本
稿
は
、
二
O
O

一
年
度
第
三
九
一
回
慶
慮
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
（
六
月
一
六
日
）
に
お
い
て
報
告
し
た
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
貴
重
な
ご
助
言
を
下
さ
っ
た
方
々
に
、
心
か
ら
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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