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〈
言こ

と
ば

〉
を
め
ぐ
る
物
語

─
幸
田
露
伴
「
平
将
門
」
論

西
川
　
貴
子

は
じ
め
に

　

幸
田
露
伴
﹁
平
将
門
﹂︵﹃
改
造
﹄
大
９
・
４
︶
は
︑
露
伴
を
彷
彿
と
さ
せ
る
博
覧
強
記
の
語
り
手
が
︑﹃
将
門
記
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な

史
料
を
提
示
し
な
が
ら
︑
自
分
な
り
の
解
釈
を
加
え
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
る
︒﹃
頼
朝
﹄︵
明
治
41
・
９
・
21
︑
東
亜
堂
書
房
︶
に
次
い
で
書

か
れ
た
露
伴
の
史
伝
物
の
一
つ
と
さ
れ
る
作
品
だ
︒
こ
の
作
品
は
︑
同
時
代
に
お
い
て
歴
史
家
達
か
ら
関
心
を
寄
せ
ら
れ
︑
そ
の
後
も
﹃
将
門

記
﹄
を
解
釈
す
る
上
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
な
ど
︑
史
料
調
査
が
充
実
し
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
て
き
た1

⁂

︒
し
か
し
露
伴
自
身
は
︑﹁
妄
り
に

捏
空
搗
鬼
の
言
を
為
す
を
欲
せ
ず
︑
筆
を
騙
り
墨
を
使
ふ
や
︑
皆
依
拠
す
る
と
こ
ろ
有
り
︑
た
ゞ
其
材
料
を
考
覈
す
る
に
於
て
厳
密
足
ら
ざ
る
有

る
﹂﹁
閑
人
放
談
の
書
﹂︵﹁
引
﹂﹃
蒲
生
氏
郷　

平
将
門
﹄
大
14
・
12
・
15
︑
改
造
社
︶
と
述
べ
︑﹁
伝
記
家
﹂
や
﹁
歴
史
家
﹂
と
は
異
な
っ
た
立

場
で
書
い
た
作
品
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
た
︒
歴
史
叙
述
と
距
離
を
取
り
な
が
ら
︑
史
料
に
基
づ
き
歴
史
上
の
人
物
に
つ
い
て
饒
舌
に
語
る
と
い

う
方
法
は
︑
露
伴
の
他
の
史
伝
物
に
も
共
通
す
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
露
伴
の
史
伝
物
に
お
け
る
方
法
に
関
し
て
は
既
に
先
行
研
究

で
も
充
実
し
た
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
︑
本
稿
で
も
異
論
は
な
い2

⁂

︒
し
か
し
﹁
平
将
門
﹂
冒
頭
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
発
言
は
︑
歴
史
叙
述
と
距
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離
を
取
り
︑
史
料
解
釈
の
真
偽
を
躱
す
た
め
の
身
振
り
と
し
て
だ
け
捉
え
て
い
て
は
不
十
分
だ
ろ
う
︒

千
鍾
の
酒
も
少
く
︑
一
句
の
言
も
多
い
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
︒
受
授
が
情
を
異
に
し
啐
啄
が
機
に
違
へ
ば
︑
何
も
彼
も
お
も
し
ろ
く
無
く
つ

て
︑
其
れ
も
是
も
ま
づ
い
こ
と
に
な
る
︒
だ
か
ら
大
抵
の
事
は
黙
つ
て
ゐ
る
に
越
し
た
こ
と
は
無
い
︑
大
抵
の
文
は
書
か
ぬ
が
優
つ
て
ゐ

る
︒
ま
た
大
抵
の
事
は
聴
か
ぬ
が
よ
い
︑
大
抵
の
書
は
読
ま
ぬ
が
よ
い
︒︵
略
︶
酒
を
飲
ん
で
酒
に
飲
ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
何
処
か
の
小

父
さ
ん
に
教
へ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
書
を
読
ん
で
書
に
読
ま
れ
る
な
ど
は
︑
酒
に
飲
ま
れ
た
よ
り
も
詰
ら
な
い
話
だ
︒︵
略
︶
ど
う
も

大
抵
の
書
は
読
ま
ぬ
が
よ
い
︑
大
抵
の
文
は
書
か
ぬ
が
よ
い
︒

　

こ
こ
で
は
︑﹁
書
﹂
す
な
わ
ち
︿
言こ

と
ば﹀
と
は
﹁
酒
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
ど
ち
ら
に
も
人
を
酔
わ
せ
る
力
が
あ
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
﹁
書
﹂
と
﹁
酒
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
後
も
作
品
内
で
し
ば
し
ば
触
れ
ら
れ
る
の
だ
が
︑
し
か
し
﹁
書
﹂
と
﹁
酒
﹂
を
め
ぐ
る

話
と
平
将
門
に
ま
つ
わ
る
話
と
は
︑
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
従
来
よ
り
︑
史
伝
物
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
か
︑
も
し
く
は
史
料
に
忠
実
に
書
か
れ
た
近
代
作
家
の
将
門
に
関
す
る
作
品
と
い
う
評
価
に
終
始
し
て
き
た
感
が
あ
る3

⁂

︑
こ
の
作
品
を
分

析
す
る
こ
と
で
︑
露
伴
が
こ
の
時
期
︑
将
門
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

１　

従
来
の
将
門
の
捉
え
ら
れ
方

　

露
伴
﹁
平
将
門
﹂
の
分
析
に
入
る
前
に
︑
ま
ず
典
拠
と
な
る
史
料
の
確
認
と
作
品
発
表
時
に
至
る
ま
で
の
将
門
像
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て

お
こ
う
︒﹁
平
将
門
﹂
で
は
︑﹃
将
門
記
﹄
の
記
事
を
ベ
ー
ス
に
︑
他
の
関
連
史
料
が
参
照
さ
れ
て
い
る
︒﹃
将
門
記
﹄
を
基
に
し
て
将
門
像
に
迫

る
と
い
う
方
法
は
︑
明
治
以
降
の
将
門
研
究
に
お
い
て
一
般
的
な
方
法
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
作
品
内
で
直
接
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
史
料
は

﹃
将
門
記
﹄
の
他
に
も
﹃
大
日
本
史
﹄﹃︵
桓
武
︶
平
氏
系
図
﹄﹃
千
葉
系
図
﹄﹃
相
馬
系
図
﹄﹃
日
本
外
史
﹄﹃
延
喜
式
﹄﹃
神
皇
正
統
記
﹄﹃
扶
桑
略

記
﹄﹃
日
本
紀
略
﹄﹃
今
昔
物
語
﹄﹃
古
事
談
﹄﹃
大
鏡
﹄﹃
吾
妻
鏡
﹄﹃
源
平
盛
衰
記
﹄﹃
元
亨
釈
書
﹄﹃
本
朝
世
紀
﹄
幸
若
舞
﹁
信
田
﹂﹃
平
将
門
故

蹟
考
﹄﹁
兵
部
省
諸
国
馬
牛
牧
式
﹂︵﹃
下
総
国
旧
事
考
﹄︶﹁
平
将
門
始
末
﹂︵﹃
下
総
国
旧
事
考
﹄︶
な
ど
多
数
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
も
将
門
研
究
に
お

い
て
は
︑
度
々
参
照
さ
れ
る
史
料
で
あ
り
︑
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
特
に
注
意
し
た
い
の
は
︑
清
宮
秀
堅
﹃
下
総
国
旧
事
考
﹄︵
弘



─ 150─

化
２
刊
︑
明
38
・
２
再
刊
︶
内
の
﹁
平
将
門
始
末
﹂︵
以
下
﹁
始
末
﹂︶
の
扱
い
で
あ
る
︒﹁
始
末
﹂
は
︑
作
品
内
で
も
た
び
た
び
引
き
合
い
に
出

さ
れ
批
判
検
討
さ
れ
て
い
る
︒﹁
始
末
﹂
で
は
﹃
将
門
記
﹄
に
登
場
す
る
二
人
の
﹁
真
樹
﹂
が
同
一
人
物
だ
と
解
釈
さ
れ
︑
さ
ら
に
﹁
他オ

サ
タ田

真
樹
﹂

を
﹁
佗わ

び
た田

真
樹
﹂
と
誤
っ
て
記
し
て
い
る
の
だ
が
︑﹁
平
将
門
﹂
も
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
始
末
﹂
で
付
さ
れ
て
い
る
注

と
同
様
の
解
説
が
作
品
内
で
も
見
ら
れ
る
点
か
ら
︑﹃
将
門
記
﹄
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
露
伴
は
﹁
始
末
﹂
に
依
拠
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
と

推
測
で
き
る
︒
ま
た
︑
同
じ
く
作
品
内
で
何
度
も
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
書
に
織
田
完
之
﹃
平
将
門
故
蹟
考
﹄︵
以
下
﹃
故
蹟
考
﹄︒
明
40
・
６
︑
碑

文
協
会
︶
が
あ
る
︒
将
門
の
母
の
祖
先
︵
犬
養
浄
人
︶
の
記
述
や
将
門
拠
有
の
地
に
関
す
る
解
説
な
ど
が
﹃
故
蹟
考
﹄
と
重
な
る
こ
と
か
ら
︑
こ

の
書
も
露
伴
の
﹃
将
門
記
﹄
読
解
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
露
伴
は
︑
将
門
を
逆
賊
と
捉
え
る
﹁
始
末
﹂
と
︑
英

雄
と
讃
え
る
﹃
故
蹟
考
﹄
と
い
う
︑
二
つ
の
相
異
な
る
立
場
の
史
料
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
典
拠
と
し
た
﹃
将
門

記
﹄
に
関
し
て
は
︑
原
文
の
漢
文
を
露
伴
が
書
き
下
し
て
引
用
す
る
際
︑
解
釈
を
加
え
て
改
訂
を
施
し
て
い
る
た
め
︑
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は

管
見
の
限
り
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
︑
大
須
本
系
統
の
﹃
将
門
記
﹄
を
参
照
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
で
は
当

時
最
も
普
及
し
て
い
た
﹃
群
書
類
従
﹄
所
収
の
活
字
版
︵
明
27
・
５
・
４
︑
経
済
雑
誌
社
︶
を
底
本
と
し
︑
適
宜
︑
幸
田
成
友
︵
現
在
︑
慶
應
義

塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
所
蔵
︶
や
内
閣
文
庫
が
所
蔵
し
て
い
た
寛
政
一
一
年
版
本
︑
並
び
に
大
須
本
と
別
系
統
の
内
閣
文
庫
本
﹃
将
門

記
略
﹄︑
内
閣
文
庫
本
﹃
将
門
記
抜
書
﹄
な
ど
の
諸
本
を
参
照
し
て
引
用
し
た4

⁂

︒

　

次
に
︑
将
門
像
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
︒
周
知
の
通
り
︑
明
治
時
代
以
前
か
ら
︑
将
門
は
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
や
﹃
大
日
本
史
﹄︵﹁
叛
臣

伝
﹂︶
を
は
じ
め
多
く
の
書
で
﹁
窺
窬
之
心
有
り
﹂
と
し
て
︑
逆
賊
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
︒
特
に
こ
う
し
た
逆
賊
・
将
門
像
は
説
話
や
芸
能
の
世

界
で
は
︑
死
後
︑
首
が
飛
ぶ
と
い
う
怪
異
を
起
こ
し
た
り
︑
妖
術
を
使
い
七
人
の
影
武
者
を
操
っ
た
り
す
る
な
ど
︑
人
間
離
れ
し
た
も
の
と
し
て

伝
説
化
さ
れ
︑
御
霊
信
仰
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
逆
賊
・
将
門
像
は
︑
明
治
初
期
か
ら
大
正
九
年
に
至
る
歴
史
科
の
教
科
書
で

も
受
け
継
が
れ
る
な
ど
︑
根
強
く
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る5

⁂

︒

　

し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
︑
明
治
二
十
年
代
頃
か
ら
﹃
将
門
記
﹄
を
基
に
︑
将
門
の
乱
の
真
相
解
明
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
く6

⁂

︒
こ
れ
ら
の
研

究
で
は
︑
将
門
の
存
在
は
︑
地
方
政
治
が
乱
れ
︑
武
士
が
台
頭
し
た
当
時
の
状
況
を
示
す
好
例
で
︑
藤
原
純
友
や
安
倍
頼
時
の
乱
︑
後
の
源
頼
朝
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の
蜂
起
な
ど
と
性
質
上
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
貴
族
政
治
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
﹁
革
命
者
﹂
と
す
る
論
も
出
現
し7

⁂

︑

さ
ら
に
明
治
三
八
年
︑
大
須
宝
生
院
真
福
寺
蔵
の
﹃
将
門
記
﹄︵
大
須
本
︶
が
国
宝
に
認
定
さ
れ
る
と
︑﹃
故
蹟
考
﹄
の
著
者
・
織
田
完
之
が
︑
将

門
を
正
当
防
衛
し
続
け
た
悲
劇
の
義
士
と
捉
え
て
冤
罪
運
動
を
起
こ
す
な
ど
︑
新
た
な
将
門
像
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑﹁
平
将
門
﹂
が
発
表
さ
れ
た
大
正
九
年
段
階
で
は
︑
教
科
書
に
も
受
け
継
が
れ
た
﹁
逆
賊
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
依
然
と
し
て

残
る
一
方
で
︑
そ
れ
と
は
反
対
に
︑
悲
劇
の
英
雄
︑
ま
た
︑
武
士
の
台
頭
と
い
う
社
会
変
動
を
表
す
存
在
と
い
う
︑
主
に
三
通
り
の
形
で
将
門
は

捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

２　
「
平
将
門
」
に
お
け
る
将
門
像

　

露
伴
﹁
平
将
門
﹂
で
は
︑
語
り
手
が
﹁
一
体
将
門
は
気
の
毒
な
人
﹂
で
あ
る
と
述
べ
︑﹁
ほ
ん
と
に
悪
む
べ
き
窺
窬
の
心
を
い
だ
い
た
も
の
で

あ
ら
う
か
﹂
と
将
門
逆
賊
説
へ
の
疑
問
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
将
門
像
の
探
求
が
始
ま
る
︒﹃
将
門
記
﹄
は
冒
頭
部
分
が
﹁
端
闕
﹂
と
な
っ

て
い
る
た
め
︑
肝
心
の
乱
の
発
端
に
関
す
る
情
報
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
乱
の
発
端
を
め
ぐ
っ
て
主
に
︑
次
の
よ
う
な
四
つ
の
要

因
が
従
来
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
︵
乱
の
原
因
と
し
て
複
数
の
要
因
を
挙
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
︶︒
す
な
わ
ち
︑︵
一
︶
藤
原
純
友
と
共
謀
し
て

乱
を
起
こ
す
な
ど
︑
も
と
も
と
窺
窬
の
心
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
︵﹃
神
皇
正
統
紀
﹄
な
ど
︶︑︵
二
︶
検
非
違
使
の
佐
を
求
め
て
拒
否
さ
れ
︑
憤

懣
を
抱
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
︵﹃
神
皇
正
統
紀
﹄
な
ど
︶︑︵
三
︶
将
門
の
父
の
死
後
︑
伯
父
国
香
等
と
領
地
を
め
ぐ
る
確
執
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
︵﹃
今
昔
物
語
﹄
な
ど
︶︑︵
四
︶
伯
父
の
国
香
や
良
兼
等
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
源
護
ら
一
族
と
の
間
で
女
性
を
め
ぐ
る
諍
い
が
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
︵﹃
将
門
記
略
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
﹃
将
門
記
﹄
抄
本
な
ど
︶
で
あ
る
︒
露
伴
﹁
平
将
門
﹂
も
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
諸
説
を
踏

ま
え
た
上
で
展
開
さ
れ
て
お
り
︑
最
初
に
︑
乱
の
発
端
に
関
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
︒

　

語
り
手
は
︑﹃
大
鏡
﹄
や
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
藤
原
純
友
と
の
共
謀
説
を
ま
ず
否
定
す
る
の
だ
が
︑
そ
の
際
︑
織

田
完
之
の
よ
う
に
︑
単
に
﹃
将
門
記
﹄
に
記
述
が
な
い
と
い
う
理
由
で
切
り
捨
て
て
は
い
な
い
︒
将
門
の
乱
が
起
き
た
当
時
︑
漢
文
学
の
研
究
が

流
行
し
て
い
た
と
い
う
社
会
状
況
を
分
析
し
︑﹁
史
記
に
酔
は
ぬ
限
は
受
取
れ
な
い
﹂
と
共
謀
説
を
﹃
史
記
﹄
の
影
響
を
受
け
て
出
て
き
た
言
葉
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で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒
ま
た
︑
宮
本
仲
笏
が
﹃
扶
桑
略
記
﹄
の
記
事
を
引
い
て
共
謀
説
を
否
定
し
た
こ
と
に
同
意
し
た
上
で8

⁂

︑
さ
ら
に
﹁
正

統
記
︵
引
用
者
注
／
﹃
神
皇
正
統
記
﹄︶
の
作
者
は
皇
室
尊
崇
の
忠
篤
の
念
に
よ
つ
て
彼
の
著
述
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
将
門
如
き
は
出
来
る

だ
け
筆
墨
の
力
に
よ
つ
て
対
治
し
て
置
き
た
い
余
り
に
︑
深
く
事
実
を
考
ふ
る
に
及
ば
ず
し
て
書
い
た
の
で
あ
ら
う
﹂
と
︑
書
き
手
の
立
場
や
意

図
に
よ
り
操
作
さ
れ
た
説
で
は
な
い
か
と
否
定
す
る
︒
将
門
が
検
非
違
使
の
佐
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
︑﹁
武
人
と
し
て
は
有
り
さ

う
な
望
﹂
と
す
る
も
の
の
︑
し
か
し
検
非
違
使
の
佐
は
身
分
が
高
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
謀
叛
と
い
う
大
事
と
﹁
釣
合
が
取
れ
無
さ
過
ぎ
る
﹂

と
否
定
し
て
い
く
︒
つ
ま
り
︑
語
り
手
は
種
々
の
史
料
の
言
葉
を
並
べ
て
︑
史
料
が
書
か
れ
た
時
代
状
況
と
書
き
手
の
意
図
に
目
を
向
け
な
が

ら
︑﹁
有
り
さ
う
な
﹂
事
を
推
測
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
共
謀
説
を
否
定
し
て
い
く
際
︑
語
り
手
が
将
門
と
純
友
と
を
比
較
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
語
り
手

は
︑
公
家
が
栄
華
を
誇
っ
て
い
る
反
面
︑
盗
や
放
火
が
多
く
︑
武
士
に
政
権
が
推
移
す
る
準
備
が
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
当
時
の
社
会
状
況
を

考
察
し
た
上
で
︑﹁
か
う
い
ふ
時
代
﹂
に
生
長
し
た
将
門
と
純
友
が
乱
を
起
こ
す
の
も
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
︒
し
か
し
︑
一
方
で
︑﹁
将
門
は
然

し
な
が
ら
最
初
か
ら
乱
賊
叛
臣
の
事
を
敢
て
せ
ん
と
し
た
の
で
は
な
い
﹂
と
純
友
の
乱
と
異
な
り
︑
あ
く
ま
で
も
最
初
は
私
闘
で
あ
っ
た
こ
と
を

強
調
す
る
︒
武
士
の
台
頭
を
表
す
例
と
し
て
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
た
純
友
と
将
門
と
を
明
確
に
区
別
し
︑
乱
の
発
端
に
お
け
る
私
闘
の
要
素
を
強

調
す
る
こ
と
で
︑
将
門
の
乱
の
特
殊
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
私
闘
の
原
因
と
し
て
︑
領
地
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
あ
っ
た
こ
と

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
そ
れ
以
上
に
﹃
将
門
記
﹄
抄
本
に
書
か
れ
て
い
る
﹁
聊
依
二
女
論
一
︒
舅
甥
之
中
既
相
違
云

9々
⁂

﹂
と
い
う
記
載
を
受
け
て
︑

将
門
の
妻
を
め
ぐ
る
確
執
が
国
香
や
良
兼
等
と
あ
っ
た
こ
と
に
重
き
を
置
く
の
で
あ
る
︒

　

語
り
手
は
︑
将
門
が
源
護
の
娘
を
妻
と
し
よ
う
と
し
た
が
許
さ
れ
ず
恨
み
を
抱
い
た
と
い
う
﹁
始
末
﹂
の
説
と
︑
将
門
が
迎
え
た
妻
に
源
護
の

息
子
た
ち
が
懸
想
し
て
い
た
と
い
う
﹃
故
蹟
考
﹄
の
説
と
を
比
較
し
な
が
ら
︑﹁
要
す
る
に
委
曲
の
事
は
徴
知
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
﹂
と
し
つ

つ
も
︑
最
終
的
に
は
︑
自
分
が
か
つ
て
聞
い
た
実
際
の
事
件
︵
旧
家
の
孤
児
の
後
見
人
と
な
っ
て
田
邑
を
勝
手
に
使
っ
て
い
た
親
戚
が
︑
孤
児
と

自
分
の
娘
と
を
結
婚
さ
せ
て
家
を
我
が
物
に
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
孤
児
に
反
発
さ
れ
︑
遂
に
は
家
も
没
落
し
た
と
い
う
事
件
︶
を
参
考
に
︑

﹁
戯
曲
は
こ
ゝ
に
何
程
で
も
書
き
出
さ
れ
る
﹂︑﹁
こ
れ
︵
引
用
者
注
／
実
際
の
事
件
︶
を
知
つ
て
ゐ
る
自
分
の
眼
か
ら
は
︑
一
齣
の
曲
が
観
え
て
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な
ら
な
い
︒
真
に
夢
の
如
き
想
像
で
は
あ
る
が
﹂
と
し
て
︑
今
ま
で
の
解
釈
と
も
異
な
る
説
を
打
ち
出
す
︒
す
な
わ
ち
︑
国
香
が
紹
介
し
た
源
家

の
娘
を
将
門
が
娶
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
国
香
ら
と
の
争
い
の
因
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
斬
新
な
解
釈
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
︵﹁
将
門
が
源
家

の
女
を
蔑
視
し
て
顧
み
ず
︑
他
よ
り
妻
を
迎
へ
た
と
す
る
と
︑
面
目
を
重
ん
ず
る
此
時
代
の
事
と
し
て
︑
国
香
も
護
の
子
等
も
︑
殊
に
源
家
の
者

は
黙
つ
て
居
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
﹂︶︒
も
ち
ろ
ん
語
り
手
は
︑
こ
の
解
釈
が
あ
く
ま
で
も
﹁
想
像
﹂
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
︑
し

か
し
逆
に
言
え
ば
︑﹁
想
像
﹂
だ
か
ら
こ
そ
︑﹃
将
門
記
﹄
を
基
に
語
り
手
が
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
将
門
像
が
明
確
に
な
る
と
い
え
よ
う
︒

　

で
は
︑﹁
平
将
門
﹂
で
は
︑
ど
の
よ
う
な
将
門
像
が
提
示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

将
門
が
初
め
て
積
極
的
に
戦
い
を
挑
ん
だ
理
由
と
し
て
︑
語
り
手
は
将
門
が
良
兼
達
と
の
戦
い
で
妻
子
を
殺
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
︑

妻
の
殺
害
に
関
し
て
﹃
将
門
記
﹄
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
お
り
︑﹁
文
が
妙
に
拗
れ
て
居
る
﹂
の
で
あ
る
︒

妻
子
同
共
討
取
︒
即
以
二
廿
日
一
渡
二
於
上
総
国
一
︒
爰
将
門
妻
去
夫
留
︒
忩
怨
不
レ
少
︒
其
身
乍
レ
生
︑
其
魂
如
レ
死
︒
雖
レ
不
レ
習
二
旅
宿
一
︒
慷

慨
仮
寐
︒
豈
有
二
何
益
一
哉
︒
妾
恒
存
二
真
婦
之
心
一
︒
與
レ
幹
明
欲
レ
死
レ
夫
︒︵
略
︶
然
間
︒
妾
之
舍
弟
等
成
レ
謀
︒
以
二
九
月
十
日
一
竊
令
三
還

向
二
於
豊
田
郡
一
︒︵
略
︶
件
妻
背
二
同
気
之
中
一
︒
迯
帰
二
於
夫
家
一
︒
然
而
将
門
尚
與
二
伯
父
一
為
二
宿
世
之
讎
一
︒
彼
此
相

10
⁂揖呉胃
︒

こ
こ
で
は
︑﹁
妻
子
同
共
討
取
﹂
と
あ
る
一
方
で
︑﹁
件
妻
背
二
同
気
之
中
一
︒
迯
帰
二
於
夫
家
一
﹂
と
も
書
か
れ
て
お
り
︑﹃
古
蹟
考
﹄
の
解
釈
の
よ

う
に
︑
妻
が
殺
さ
れ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
﹁
始
末
﹂
の
解
釈
の
よ
う
に
︑
殺
さ
れ
ず
に
捕
ら
わ
れ
た
後
︑
逃
げ
帰
っ
た
の
か
は
明
瞭
で
は
な
い
︒

ま
た
︑
同
文
中
に
は
﹁
妻
﹂
と
い
う
言
葉
と
﹁
妾
﹂
と
い
う
言
葉
の
両
方
が
見
ら
れ
る
た
め
︑
殺
さ
れ
た
の
が
そ
も
そ
も
妻
な
の
か
妾
な
の
か
も

諸
説
わ
か
れ
て
い
る
︒
語
り
手
は
︑
こ
こ
で
も
﹃
古
蹟
﹄
と
﹁
始
末
﹂
の
両
説
を
あ
げ
る
の
だ
が
︑
最
終
的
に
は
﹁
ど
ち
ら
に
し
て
も
強
く
は
言

張
り
難
い
が
﹂
と
留
保
を
加
え
つ
つ
︑﹁
し
ば
ら
く
妻
子
は
殺
さ
れ
て
︑
拘
は
れ
た
妾
は
逃
帰
つ
た
事
と
見
て
置
く
﹂
と
妻
子
が
殺
害
さ
れ
た
と

い
う
解
釈
を
と
る
︒
そ
し
て
︑﹁
落
さ
う
と
思
つ
た
妻
子
を
殺
さ
れ
て
は
︑
涙
を
こ
ぼ
し
て
口
惜
が
り
︑
拳
を
握
り
つ
め
て
怒
つ
た
こ
と
で
あ
ら

う
﹂
と
将
門
の
心
中
を
思
い
や
り
︑﹁
人
間
と
し
て
は
恩
愛
の
情
の
已
み
難
い
の
は
無
理
も
無
い
こ
と
で
あ
る
﹂
と
︑﹁
恩
愛
﹂
に
ひ
か
れ
て
行
動

す
る
将
門
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
︒
将
門
が
起
こ
す
﹁
私
闘
﹂
の
や
む
を
得
な
さ
を
︑﹁
こ
れ
は
ま
た
暴
れ
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
訳
だ
﹂﹁
私

闘
の
心
が
刻
毒
に
な
つ
て
来
た
﹂
と
強
調
す
る
の
だ
︒
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ま
た
︑
こ
の
後
︑
将
門
が
良
兼
を
攻
め
る
場
面
で
は
︑
復
讐
心
に
燃
え
た
将
門
の
攻
撃
の
激
し
さ
を
強
調
す
る
べ
く
︑﹃
将
門
記
﹄
の
本
文
を
少

し
変
更
し
て
紹
介
し
て
い
る
︒﹃
将
門
記
﹄
で
は
︑﹁
将
門
固
レ
陣
築
レ
楯
︒
且
送
二
簡
牒
一
︒
且
寄
二
兵
士
一
︒
于
レ
時
律
中
二
孟
冬
一
︒
日
臨
二
黄
昏
一
︒

因
レ
茲
各
各
挽
レ
楯
︒
陣
々
守
レ
身
︒︵
略
︶
然
而
各
為
二
恨
敵
一
不
レ
憚
二
寒
温
一
︒
合
戰
而
已
︒﹂
と
あ
り
︑
将
門
の
攻
撃
に
対
し
て
良
兼
が
全
く
応
じ

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
両
軍
と
も
日
が
暮
れ
た
た
め
戦
い
を
や
め
ざ
る
得
な
か
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
平
将
門
﹂
で
は
︑

﹁
戦
書
を
贈
つ
て
是
非
の
一
戦
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
が
︑
良
兼
は
陣
を
堅
く
し
て
戦
は
無
か
つ
た
の
で
︑
将
門
は
復
讐
的
に
散
々
敵
地
を
荒
し
て

帰
つ
た
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
固
レ
陣
築
レ
楯
﹂
の
主
語
も
将
門
で
は
な
く
良
兼
に
変
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
部
分
は
﹃
将
門
記
﹄
を
そ
の
ま
ま
参

照
し
た
よ
う
な
身
振
り
が
と
ら
れ
て
い
る
が
︑
自
ら
の
主
張
︑
す
な
わ
ち
復
讐
心
に
燃
え
る
︿
恩
愛
の
情
あ
ふ
れ
る
将
門
﹀
像
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
た
め
に
︑
操
作
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　

た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
に
戦
い
の
背
後
に
人
間
同
士
︑
特
に
夫
婦
の
﹁
情
﹂
が
絡
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
将
門
に
の
み
該
当
す
る

こ
と
で
は
な
い
︒﹁
平
将
門
﹂
で
は
︑
将
門
と
対
立
す
る
人
物
の
行
動
の
裏
に
も
女
性
の
存
在
を
見
て
い
る
︒
例
え
ば
良
正
と
良
兼
の
場
合
も
︑

最
初
に
将
門
を
攻
め
る
に
あ
た
っ
て
︑﹁
良
正
の
妻
は
夫
に
対
し
て
報
復
の
一
ㇳ
合
戦
を
す
ゝ
め
た
の
も
無
理
は
無
い
﹂︑﹁
良
兼
の
妻
も
内
か
ら

牝
鶏
の
す
ゝ
め
を
試
み
た
﹂
と
妻
の
勧
め
が
あ
っ
た
こ
と
を
﹃
将
門
記
﹄
か
ら
離
れ
て
自
由
に
推
測
し
て
い
る11

⁂

︒
ま
た
︑
将
門
達
に
囚
わ
れ
て
い

た
貞
盛
の
妻
と
貞
盛
の
再
会
場
面
も
﹁
何
の
書
に
も
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
は
出
て
居
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
た
上
で
︑
次
の
よ
う
な
形
で
想

像
し
て
い
る
︒

戯
曲
は
こ
ゝ
に
ま
た
一
場
あ
る
︒
貞
盛
の
妻
は
放
さ
れ
て
何
様
し
た
ら
う
︒
お
よ
そ
情
の
あ
る
男
女
の
間
と
い
ふ
も
の
は
︑
不
思
議
に
離
れ

て
も
ま
た
合
ふ
も
の
で
︑︵
略
︶
漢
の
高
祖
の
若
い
時
︑
あ
ち
こ
ち
と
逃
惑
つ
て
山
の
中
な
ど
に
隠
れ
て
居
て
も
︑
妻
の
呂
氏
が
い
つ
で
も

尋
ね
あ
て
た
︒︵
略
︶
あ
れ
程
の
真
黒
焦
の
焼
餅
や
き
な
位
だ
か
ら
︑
吾
が
夫
の
こ
と
で
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
や
う
に
な
る
と
︑
忽
ち
サ
イ
コ
メ

ト
リ
ー
的
︑
千
里
眼
に
な
つ
て
︑﹁
吾
が
行
へ
を
寝
ぬ
夢
に
見
る
﹂
で
︑
あ
り
あ
り
と
分
つ
て
後
追
駈
け
た
も
の
で
あ
ら
う
か
も
知
れ
ぬ
︒

貞
盛
の
妻
も
こ
ゝ
で
は
憂
き
艱
難
し
て
も
夫
に
め
ぐ
り
遇
ひ
た
い
と
こ
ろ
だ
︒
や
う
や
く
め
ぐ
り
遇
つ
た
と
す
る
と
ハ
ッ
と
ば
か
り
に
取
縋

る
︑
流
石
の
常
平
太
も
女
房
の
肩
へ
手
を
か
け
て
ホ
ロ
リ
と
す
る
と
こ
ろ
だ
︒
そ
こ
で
女
房
が
敵
陣
の
模
様
を
語
る
︒
柔
ら
か
い
し
つ
と
り
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と
し
た
情
合
の
中
か
ら
︑
希
望
の
火
が
燃
え
出
し
て
︑
扨
は
敵
陣
手
薄
な
り
と
や
︑
い
で
此
機
を
は
づ
さ
ず
討
取
り
く
れ
ん
︑
と
勇
気
身
に

溢
れ
て
常
平
太
貞
盛
が
突
立
上
る
︑
チ
ョ
ン
︑
チ
ョ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
と
幕
が
引
け
る
と
こ
ろ
で
︑
一
寸
お
も
し
ろ
い
︒
が
︑
何
の
書
に
も
か

う
い
ふ
と
こ
ろ
は
出
て
居
な
い
︒

　

然
し
実
際
に
貞
盛
は
将
門
の
兵
の
寡
い
こ
と
を
ば
︑
何ど

う様
し
て
知
つ
た
か
知
り
得
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
こ
で
は
︑
夫
に
対
す
る
妻
の
﹁
ヒ
ス
テ
リ
ー
﹂
と
い
う
︑
語
り
の
﹁
現
在
﹂
に
も
通
じ
る
よ
う
な
夫
婦
の
問
題
を
面
白
お
か
し
く
紹
介
し
︑

い
つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
共
通
す
る
男
女
の
物
語
が
将
門
の
乱
の
背
後
に
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
自
ら
が
想
像

し
た
貞
盛
と
妻
と
の
再
会
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
根
拠
が
な
い
﹁
戯
曲
﹂
の
一
場
の
よ
う
な
も
の
だ
と
述
べ
な
が
ら
も
︑
す
ぐ
後
で
﹁
然
し
実
際
に
貞

盛
は
将
門
の
兵
の
寡
い
こ
と
を
ば
︑
何
様
し
て
知
つ
た
か
知
り
得
た
の
で
あ
る
﹂
と
︑
貞
盛
の
妻
か
ら
貞
盛
が
将
門
の
陣
営
の
こ
と
を
聞
い
た
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
想
像
が
︑﹁
有
り
さ
う
な
﹂
事
で
あ
り
︑
貞
盛
が
﹁
知
り
得
た
﹂
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
︑
読
者
に
印
象
付
け
て
い
く
の
で

あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
作
品
内
で
は
︑
将
門
の
乱
の
裏
に
︑
将
門
や
将
門
に
関
わ
る
人
々
の
男
女
の
物
語
を
浮
上
さ
せ
︑
こ
う
し
た
男
女
の
物
語
の
交

錯
の
中
で
︑︿
恩
愛
の
情
あ
ふ
れ
る
将
門
﹀
が
や
む
を
得
な
く
私
闘
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒

　

し
か
し
︑
語
り
手
は
︑
将
門
た
ち
の
戦
い
が
個
人
的
な
私
闘
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
も
︵﹁
し
か
し
ま
だ
私
闘
で
あ
る
︑
私
闘
の
心
が
刻

毒
に
な
つ
て
来
た
の
み
で
あ
る
﹂︶︑
最
終
的
に
は
公
に
対
す
る
叛
乱
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
点
は
否
定
し
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
こ
こ
で
は
︑

闘
い
の
私
性
が
強
調
さ
れ
る
が
故
に
︑
そ
れ
が
い
つ
し
か
公
に
対
す
る
叛
乱
と
し
て
発
展
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
執
拗
な
私
闘
性
の
強
調
は
︑︿
恩
愛
の
情
あ
ふ
れ
る
将
門
﹀
像
を
浮
上
さ
せ
る
と
同
時
に
︑
個
人
的
な
争
い
が
叛
乱
へ
と
変
化
す
る
結

節
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
の
で
あ
る
︒

３　
「
酒
」
と
〈
言
〉

　

将
門
の
行
動
が
私
闘
か
ら
公
に
対
す
る
叛
乱
へ
と
至
っ
た
原
因
と
し
て
︑
作
品
内
で
は
︑
興
世
王
の
甘
言
や
宇
佐
八
幡
大
菩
薩
の
託
宣
及
び
託
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宣
を
喜
ん
だ
群
衆
の
言
葉
を
将
門
が
受
け
入
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
事
柄
自
体
は
﹃
将
門
記
﹄
の
記
述
に
拠
る
も
の
で
あ

る
︒
特
に
興
世
王
の
甘
言
に
関
し
て
は
︑﹃
将
門
記
﹄
で
も
﹁
于
レ
時
武
蔵
権
守
興
世
王
︒
竊
議
二
於
将
門
一
云
﹂
と
﹁
議た

ば
か

り
て
云
ふ
﹂
と
明
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
従
来
よ
り
将
門
が
叛
乱
を
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
八
幡
大
菩
薩
の
託

宣
に
関
し
て
は
︑﹃
故
蹟
考
﹄
が
︑
こ
の
巫
女
は
実
は
娼
妓
で
︑
将
門
が
親
王
を
名
乗
っ
た
の
も
酒
の
席
の
余
興
・
茶
番
狂
言
に
過
ぎ
ず
︑
将
門

は
決
し
て
公
に
叛
こ
う
と
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
ぐ
ら
い
で
︑﹁
平
将
門
﹂
以
前
で
興
世
王
の
勧
め
と
託
宣
事
件
と
を
結
び
つ
け
て
語
っ

て
い
る
も
の
は
多
く
は
な
い
︒
だ
が
﹁
平
将
門
﹂
で
は
︑
両
者
の
言
葉
を
受
け
入
れ
た
将
門
が
同
じ
く
﹁
酒
に
酔
つ
た
﹂
と
評
さ
れ
︑
こ
の
二
つ

の
事
件
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

ま
ず
興
世
王
が
将
門
の
と
こ
ろ
へ
逗
留
し
︑
二
人
が
親
交
を
深
め
て
い
く
場
面
に
関
し
て
︑
語
り
手
は
﹁
二
人
で
地
酒
を
大
酒
盃
か
な
ん
か
で

飲
ん
で
﹂
暮
し
て
い
た
と
喩
え
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
は
﹃
将
門
記
﹄
に
な
い
記
述
で
あ
る
︒
こ
こ
で
思
い
出
し
た
い
の
は
︑
作
品
の
冒

頭
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
﹁
酒
﹂
と
﹁
書
﹂
す
な
わ
ち
︿
言
﹀
を
め
ぐ
る
発
言
で
あ
る
︒
先
述
し
た
通
り
︑
作
品
の
冒
頭
で
は
︑﹁
酒
﹂
と
︿
言
﹀

︵﹁
書
﹂︶
は
魅
力
的
で
は
あ
る
が
︑
つ
い
つ
い
人
は
飲
ま
れ
て
し
ま
い
︑
後
悔
を
催
す
元
と
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒
将
門
は
こ
の

﹁
酒
﹂
の
よ
う
な
︿
言
﹀
に
ま
さ
に
﹁
飲
ま
れ
た
﹂
人
な
の
で
あ
り
︑
言
葉
を
上
手
く
使
い
こ
な
せ
ず
に
滅
び
て
い
っ
た
人
な
の
で
あ
る
︒

　

語
り
手
が
最
初
に
﹁
乱
賊
﹂
の
行
為
と
意
味
づ
け
た
︑
藤
原
玄
明
を
か
ば
っ
て
行
っ
た
常
陸
国
府
襲
撃
に
関
し
て
︑﹃
将
門
記
﹄
で
は
﹁
将

門
素
済
二
佗
人
一
而
述
レ
気
︒
顧
二
无
便
者
一
而
託
レ
力
﹂
と
い
う
性
質
か
ら
﹁
乃
有
下
可
レ
被
二
合
力
一
之
樣
上
﹂
と
将
門
が
玄
明
の
頼
み
を
積
極
的
に

承
諾
し
た
と
記
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
作
品
内
で
は
︑
将
門
の
﹁
親
分
気
の
あ
る
﹂
性
質
を
認
め
つ
つ
も
︑﹁
余
り
香
ば
し
く
は
無
い
﹂

と
思
い
な
が
ら
﹁
仕
方
が
無
い
﹂
と
引
き
受
け
た
と
捉
え
て
お
り
︑
玄
明
を
助
け
た
背
後
に
興
世
王
の
言
葉
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
し
て
い
る

︵﹁
面
白
づ
く
に
︑
親
分
︑
縋
つ
て
来
る
者
を
突
出
す
訳
に
は
い
か
ね
え
ぢ
や
有
り
ま
せ
ん
か
位
の
事
を
云
つ
た
ら
う
﹂︶︒
つ
ま
り
︑
興
世
王
と
の

﹁
酒
﹂︑
す
な
わ
ち
興
世
王
と
の
言
葉
の
や
り
と
り
の
後
︑
将
門
が
玄
明
を
か
ば
い
﹁
乱
賊
﹂
の
所
業
に
手
を
そ
め
︑
さ
ら
に
は
興
世
王
の
﹁
一
国

を
取
る
も
罪
は
赦
さ
る
べ
く
も
無
い
︑
同
じ
く
ば
阪
東
を
併
せ
て
取
つ
て
︑
世
の
気
色
を
見
ん
に
は
如
か
じ
﹂
と
い
う
言
葉
を
合
点
し
︑﹁
此
の

居
候
の
お
蔭
で
将
門
は
段
々
罪
を
大
き
く
し
た
﹂
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
り
手
は
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
将
門
の
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姿
を
語
り
手
は
﹁
も
う
い
け
な
い
︒
将
門
は
毒
酒
に
酔
つ
た
﹂
と
解
説
す
る
︒

　

次
に
八
幡
大
菩
薩
の
託
宣
に
関
し
て
も
︑﹁
群
衆
﹂
が
無
茶
に
歓
び
﹁
将
門
は
親
皇
と
祭
り
上
げ
ら
れ
﹂
将
門
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
こ
と
か

ら
﹁
将
門
は
毒
酒
を
甘
し
と
し
て
そ
の
第
二
盃
を
仰
い
で
し
ま
つ
た
﹂
と
す
る
︒
し
か
も
︑﹁
此
の
仕
掛
花
火
は
誰
が
製
造
し
た
か
知
ら
ぬ
が
︑

蓋
し
興
世
玄
明
の
輩
だ
ら
う
﹂
と
︑
群
衆
の
狂
乱
の
蔭
に
︑
興
世
王
達
の
煽
動
が
あ
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
作
品
で
は
︑
従
来
の
逆
賊
・
将
門
と
も
︑
悲
劇
の
英
雄
・
将
門
と
も
︑
ま
た
武
士
の
台
頭
を
表
す
一
例
と
し
て
の
将
門
と

も
異
な
り
︑
恩
愛
に
ひ
か
れ
て
や
む
を
得
ず
私
闘
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
︑
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
周
囲
の
︿
言
﹀
に
飲
ま
れ
て
﹁
乱
賊
﹂
と
な
っ

た
︑﹁
気
の
毒
な
﹂
将
門
像
を
提
示
し
て
い
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ
う
な
将
門
像
は
︑
大
岡
昇
平
が
﹁
力
は
あ
る
が
︑
少
し
脳
味
噌
の
足
り
な

い
馬
鹿
者
﹂
と
痛
烈
に
評
し
た
﹁
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
将
門
像
﹂︵﹁
将
門
記
﹂﹃
展
望
﹄
昭
40
・
１
︶
に
過
ぎ
ず
︑
将
門
の
再
評
価
に
繫
が
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
露
伴
が
﹁
平
将
門
﹂
で
試
み
よ
う
と
し
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
将
門
の
再
評
価
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
︒
藤
原
忠
平
に
宛
て
た
将
門
の
弁
明
書
︵
将
門
書
状
︶
を
全
文
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
も
︑
語
り
手
は
﹁
此
書
の
末
の
方
に
は
憤

怨
恨
悱
と
自
暴
の
気
味
﹂
が
あ
り
︑﹁
少
し
無
理
が
あ
り
︑
信
じ
難
い
情
状
﹂
が
あ
る
と
指
摘
し
︑
将
門
が
言
葉
を
上
手
く
使
い
こ
な
せ
て
い
な

い
こ
と
を
示
唆
す
る
の
だ
が
︑
し
か
し
そ
れ
故
︑
か
え
っ
て
﹁
愛
す
可
き
﹂
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
︒
こ
こ
で
試
み
ら
れ
て
い
た
の

は
︑
む
し
ろ
大
岡
が
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
将
門
像
﹂
を
提
示
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
よ
う
な
将
門
に
﹁
乱
賊
﹂
の
道
を
進
ま
せ
る

契
機
と
な
っ
た
︑﹁
酒
﹂
の
よ
う
な
︿
言
﹀
の
魔
力
︵
危
う
さ
︶
こ
そ
を
前
景
化
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

４　
〈
言
〉
を
め
ぐ
る
物
語

此
時
︑
此
等
の
大
変
に
感
じ
て
精
神
異
常
を
起
し
た
も
の
か
︑
そ
れ
と
も
玄
明
等
若
し
く
は
何
人
か
の
使
嗾
に
出
で
た
か
知
ら
ぬ
が
︑
一
伎

あ
ら
は
れ
出
で
ゝ
︑
神
が
ゝ
り
の
状
に
な
り
︑
八
幡
大
菩
薩
の
使
者
と
口
走
り
︑
多
勢
の
中
で
揚
言
し
て
︑
八
幡
大
菩
薩
︑
位
を
蔭
子
将
門

に
授
く
︑
左
大
臣
正
二
位
菅
原
道
真
朝
臣
之
を
奉
ず
︑
と
云
つ
た
︒︵
略
︶
理
屈
は
兎
も
あ
れ
景
気
の
好
い
面
白
い
花
火
が
揚
れ
ば
群
衆
は

喝
采
す
る
も
の
で
あ
る
︒
群
衆
心
理
な
ぞ
と
近
頃
し
か
つ
め
ら
し
く
言
ふ
が
︑
人
は
時
の
拍
子
に
か
ゝ
る
と
途
方
も
無
い
こ
と
を
共
感
協
行
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す
る
も
の
で
あ
る
︒︵
略
︶
群
衆
心
理
は
即
ち
衆
愚
心
理
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
皆
自
か
ら
主
た
る
能
は
ざ
る
ほ
ど
の
者
共
が
︑
相
率
ゐ
て
下

ら
ぬ
事
を
信
じ
た
り
︑
下
ら
ぬ
事
を
怒
つ
た
り
悲
し
ん
だ
り
喜
ん
だ
り
︑
下
ら
ぬ
行
動
を
敢
て
し
た
り
し
て
も
何
も
異
と
す
る
に
は
足
ら
な

い
︒︵
略
︶
群
衆
は
感
の
一
致
か
ら
妄
従
妄
動
す
る
も
の
で
︑︵
略
︶
そ
こ
で
衆
愚
心
理
を
見
破
つ
て
︑
こ
れ
を
正
し
く
用
ゐ
る
の
が
良
い
政

治
家
や
軍
人
で
︑
こ
れ
を
吾
が
都
合
上
に
用
ゐ
る
の
が
奸
雄
や
煽
動
家
で
あ
る
︒
八
幡
大
菩
薩
の
御
託
宣
は
群
衆
を
動
か
し
た
︒
群
衆
は
無

茶
に
歓
ん
だ
︒
将
門
は
新
皇
と
祭
り
上
げ
ら
れ
た
︒
通
り
魔
の
所
為
だ
︑
天
狗
の
所
為
だ
︒
衆
愚
心
理
は
巨
浪
を
猨
島
に
持
上
げ
て
し
ま
つ

た
︒
将
門
は
毒
酒
を
甘
し
と
し
て
其
の
第
二
盃
を
仰
い
で
し
ま
つ
た
︒　

　

引
用
は
︑
八
幡
大
菩
薩
の
託
宣
を
将
門
が
受
け
た
時
の
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
﹁
群
衆
心
理
﹂﹁
群
衆
︵
集
︶﹂
と
い
う
言
葉
が
た
び
た
び
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
︒
語
り
手
は
﹁
群
衆
心
理
な
ぞ
と
近
頃
し
か
つ
め
ら
し
く
言
ふ
が
﹂
と
︑
託
宣
騒
ぎ
に
見
ら
れ
る
発
狂
状
態

が
︑
語
り
の
﹁
現
在
﹂
で
こ
そ
話
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
自
覚
的
な
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
将
門
を
﹁
乱
賊
﹂
へ
と
向
か
わ
せ
た
︑

﹁
群
衆
心
理
﹂
に
基
因
し
た
﹁
酒
﹂
の
よ
う
な
魔
力
を
持
つ
︿
言
﹀
は
︑
語
り
の
﹁
現
在
﹂
に
お
い
て
も
そ
の
力
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

　
﹁
平
将
門
﹂
が
発
表
さ
れ
た
大
正
九
年
前
後
は
︑﹁
現
代
は
群
衆
の
世
で
あ
る
︒
少
く
と
も
近
代
に
於
け
る
社
会
的
現
象
は
︑
群
衆
心
理
に
依
つ

て
支
配
せ
ら
る
ゝ
所
が
甚
だ
多
い
﹂︵
樋
口
秀
雄
﹃
群
衆
論
﹄
大
２
・
９
・
20
︑
中
央
書
院
︶
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
特
に
第
一
次

世
界
大
戦
後
の
不
景
気
か
ら
各
地
で
米
騒
動
な
ど
の
暴
動
が
多
発
し
連
日
報
道
さ
れ
る
中
で
︑
集
団
の
力
の
脅
威
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る12

⁂

︒

例
え
ば
︑
菊
池
寛
の
小
説
﹁
群
衆
﹂︵﹃
雄
弁
﹄
大
６
・
12
︑﹃
心
の
王
国
﹄
大
８
・
９
・
10
︑
新
潮
社
︶
は
︑
ロ
シ
ア
革
命
に
附
髄
し
た
挿
話

で
︑
群
衆
が
義
憤
に
か
ら
れ
て
︑
無
実
の
青
年
を
興
奮
し
て
撲
り
殺
す
と
い
う
話
で
あ
る
︒
こ
の
小
説
の
末
尾
で
は
︑﹁
茲
に
集
つ
て
居
る
群
衆

も
決
し
て
悪
い
群
衆
で
は
な
い
︒
不
正
に
対
し
義
憤
を
感
じ
︑
其
犠
牲
に
涙
を
注
ぐ
人
達
で
あ
る
︒
が
夫
等
の
人
達
に
よ
つ
て
︑
耿
々
た
る
正
義

の
言
葉
を
吐
い
た
勇
ま
し
い
青
年
が
︑
何
う
し
て
豚
の
や
う
に
殺
さ
れ
又
は
殺
さ
れ
か
ゝ
つ
た
か
︒
人
は
独
り
で
居
る
時
最
も
賢
い
︒
群
衆
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
︑
本
当
の
理
智
を
失
つ
て
し
ま
ふ
の
だ
︒﹂
と
い
う
文
章
が
付
さ
れ
て
お
り
︑﹁
群
衆
﹂
が
と
も
す
れ
ば
理
智
を
失
う
こ
と
に
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
群
衆
﹂
を
正
し
く
導
く
こ
と
︑
具
体
的
に
は
例
え
ば
公
民
教
育
の
普
及
徹
底
︵
大
山
郁
夫
﹁
米
騒
動

の
社
会
的
及
び
政
治
的
考
察
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
大
７
・
９
︶
や
︑﹁
人
格
的
覚
醒
﹂
を
促
す
こ
と
︵﹁
補
教
と
普
選
︵
巻
頭
言
︶﹂﹃
改
造
﹄
大
８
・
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11
︶
が
指
導
者
・
知
識
人
達
に
求
め
ら
れ
︑
逆
に
煽
動
者
の
警
戒
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
集
団
の
力
は
︑
否
定
的
に
ば

か
り
捉
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
大
戦
後
の
世
界
に
お
け
る
社
会
的
変
動
は
︑﹁
今
や
全
世
界
を
挙
げ
て
︑
改
造
の
機
運
に
あ
る
﹂︵
権
田

保
之
助
﹁
民
衆
の
文
化
か
︑
民
衆
の
為
め
の
文
化
か
─
文
化
主
義
の
一
考
察
─
﹂﹃
大
観
﹄
大
９
・
６
︶
と
叫
ば
れ
知
識
階
級
の
欺
瞞
が
指

摘
さ
れ
る
一
方
で
︑
新
し
き
時
代
の
代
表
と
し
て
﹁
民
衆13

⁂

﹂
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
渇
望
さ
れ
て
も
い
た
︒

　

作
品
内
で
も
語
り
手
は
集
団
の
力
︑
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
民
庶
は
何
様
な
新
政
が
頭
上
に
輝
く
か
と
思
つ
た
た
め

に
︑
将
門
の
方
が
勝
つ
て
見
た
ら
何
様
だ
ら
う
ぐ
ら
ゐ
に
心
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
語
り
手
は
﹁
民
庶
﹂
と
い
う
当
時

の
文
献
に
登
場
す
る
言
葉
を
使
っ
て14

⁂

︑
民
の
思
惑
も
見
て
い
る
︒
彼
ら
は
単
に
意
志
を
持
た
ず
流
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
将
門
の
叛
乱
に
期
待
し

蔭
か
ら
支
え
よ
う
と
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
平
将
門
﹂
の
語
り
手
は
︑
八
幡
大
菩
薩
託
宣
事
件
の
裏
に
︑
興
世

王
の
よ
う
な
煽
動
者
が
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
つ
つ
群
衆
心
理
の
愚
か
さ
を
語
る
一
方
で
︑
し
た
た
か
に
世
の
中
の
動
き
を
見
つ
め
る
﹁
民
庶
﹂

の
姿
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
語
り
手
は
︑
集
団
の
力
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
︑
混
乱
の
中
で
発
話
者
も
発
話

者
の
意
図
も
不
明
瞭
な
ま
ま
︑
し
か
し
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
つ
の
間
に
か
影
響
力
を
発
し
て
い
く
︿
言
﹀
と
い
う
も
の
の
脅
威
と
︑︿
言
﹀
に

﹁
飲
ま
れ
る
﹂
こ
と
へ
の
危
険
性
を
語
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　

こ
の
時
期
︑﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
や
﹁
民
主
主
義
﹂
と
い
う
語
は
﹁
所
謂
民
主
主
義
︵
政
治
的
︶
は
五
箇
条
御
誓
文
に
依
て
公
認
さ
れ
た
我
日

本
帝
国
の
国
是
で
あ
る
﹂︵
中
田
薫
﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
我
歴
史
﹂﹃
中
央
公
論
﹄
大
８
・
５
︶
と
い
わ
れ
た
り
︑
釈
迦
の
﹁
衆
生
一
切
悉
有
仏

性
﹂
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
︵
醍
醐
恵
端
﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
先
祖
御
釈
迦
様
﹂﹃
改
造
﹄
大
８
・
６
︶
と
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
︑
都
合
よ
く
解

釈
さ
れ
︑
そ
の
中
身
は
多
様
で
︑
き
ち
ん
と
内
実
が
問
わ
れ
な
い
ま
ま
流
行
語
と
な
っ
て
い
た
︒
有
島
武
郎
は
︑﹁
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
や
﹁
民
主

主
義
﹂
と
い
う
語
を
﹁
モ
ッ
ト
ー
の
如
く
﹂
に
い
い
ふ
ら
す
﹁
猫
の
眼
の
や
う
に
迅
速
な
気
の
利
い
た
変
化
を
た
ゞ
時
世
の
加
減
と
ば
か
り
は
思

つ
て
ゐ
ら
れ
な
い
不
安
を
感
ず
る
も
の
だ
﹂︵﹁
自
分
に
云
ひ
聞
か
せ
る
言
葉
﹂︵﹃
改
造
﹄
大
９
・
３
︶
と
述
べ
て
い
る
が
︑
露
伴
も
ま
た
そ
う
し

た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
熱
か
ら
は
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
い
た
︒

　

実
に
何
う
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勢
ひ
は
驚
く
可
き
も
の
で
す
ね
︒
少
し
勢
ひ
が
好
過
ぎ
る
や
う
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
私
も
昨
年
頃
は
人
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よ
り
も
社
会
主
義
的
な
言
説
を
用
ひ
ま
し
た
が
︑
近
頃
は
少
し
く
反
感
を
持
つ
て
来
ま
し
た
ね
︒
勿
論
昨
年
頃
の
は
私
の
考
で
今
の
は
単
に

感
じ
で
す
か
ら
︑
そ
の
感
じ
で
自
分
の
考
を
覆
へ
す
愚
は
し
ま
せ
ん
が
︑
さ
れ
ば
と
言
つ
て
大
い
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
主
張
す
る
気
に
も
な

れ
ま
せ
ん
︒
ま
ア
黙
つ
て
見
て
ゐ
る
の
で
す
︙
︙
︒︵
幸
田
露
伴
﹁
時
局
縦
横
談
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
大
８
・
11
・
22
︶

　
﹁
平
将
門
﹂
の
語
り
手
は
︑︿
言
﹀
が
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
︑
将
門
に
関
す
る
﹁
書
﹂
の
言
葉
に
向
き
合
い
な
が

ら
︑
言
葉
の
背
後
に
あ
る
書
き
手
の
思
想
や
書
か
れ
た
時
代
状
況
を
一
つ
一
つ
類
推
し
︑
自
分
な
り
の
将
門
像
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
︒
こ
の
よ

う
な
作
業
こ
そ
が
︑
実
質
的
な
中
身
を
伴
わ
な
い
ま
ま
︑
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
標
語
の
よ
う
に
言
葉
が
飛
び
交
う
時
代
に
あ
っ
て
︑︿
言
﹀
に
安

易
に
飲
ま
れ
な
い
た
め
の
有
効
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
作
品
は
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

　

作
品
内
で
は
︑﹁
書
﹂
の
言
葉
︑
興
世
王
と
の
や
り
と
り
に
見
ら
れ
る
言
葉
︑
そ
し
て
︑
群
衆
の
中
か
ら
湧
き
出
て
く
る
言
葉
︵
起
源
も
意
図

も
不
明
瞭
な
ま
ま
湧
き
起
こ
る
言
葉
︶
が
同
じ
く
﹁
酒
﹂
と
い
う
比
喩
で
表
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
本
来
︑
そ
れ
ぞ
れ
性
質
の
異
な
る
言
葉

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
し
︑
人
を
﹁
飲
む
﹂
と
い
う
点
で
は
︑
ど
の
言
葉
も
一
様
に
大
き
な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
︑
語
り
手

は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
に
区
別
を
つ
け
る
こ
と
は
し
な
い
︒
発
せ
ら
れ
た
言
葉
の
背
後
に
潜
む
話
者
も
し
く
は
書
き
手
の
状
況
や
意
図
に
よ
っ
て
変

わ
っ
て
く
る
も
の
で
︑
何
を
信
頼
す
る
か
は
自
分
で
判
断
し
て
い
く
し
か
な
い
︑
と
い
う
点
で
は
三
者
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
た

と
え
ど
の
よ
う
な
権
威
あ
る
﹁
書
﹂
に
書
か
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
も
で
あ
る
︒

　

語
り
手
は
史
料
に
直
接
記
述
は
な
い
が
︑
自
ら
が
史
料
を
読
ん
で
想
像
し
た
事
を
語
る
時
に
は
︑﹁
こ
ゝ
に
も
戯
曲
的
光
景
が
い
ろ
〳
〵
に
描

き
出
さ
る
ゝ
余
地
が
あ
る
﹂
や
﹁
戯
曲
は
こ
ゝ
に
ま
た
一
場
あ
る
﹂
な
ど
︑﹁
戯
曲
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
︑
史
料
に
書
か
れ
た
﹁
歴
史
﹂
と

は
区
別
し
て
い
た
︒
し
か
し
語
り
手
は
﹁
何
様
も
戯
曲
に
は
真
の
歴
史
は
無
い
が
︑
歴
史
に
は
却
つ
て
好
い
戯
曲
が
あ
る
﹂
と
︑﹁
歴
史
﹂
の
言

葉
が
﹁
戯
曲
﹂
に
接
近
す
る
様
も
語
り
︑
さ
ら
に
は
﹁
歴
史
が
書
い
て
ゐ
る
の
は
確
実
で
無
い
﹂
と
﹁
歴
史
﹂
へ
の
疑
い
も
吐
露
し
て
い
る
︒
ま

た
︑
先
に
確
認
し
た
通
り
︑
貞
盛
と
妻
の
再
会
場
面
で
︑
語
り
手
に
よ
る
﹁
戯
曲
﹂
的
な
想
像
が
︑
あ
り
得
た
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
仄
め
か
さ
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れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
語
り
手
は
﹁
戯
曲
﹂
も
﹁
歴
史
﹂
も
同
じ
地
平
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
両
者
と
も
同

じ
く
︑
人
を
酔
わ
す
﹁
酒
﹂
の
よ
う
な
︿
言
﹀
と
な
る
︵
な
り
得
る
︶
の
で
あ
る
︒

　

大
正
期
の
史
学
界
で
は
︑
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
考
証
第
一
主
義
に
あ
き
た
ら
な
く
な
っ
て
︑
そ
こ
か
ら
解
放
を
も
と
め
る
傾
向
が
強

ま
り15

⁂

﹁
こ
れ
ま
で
の
日
本
史
学
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
視
角
・
方
法
が
着
実
に
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た16

⁂

﹂︒
例
え
ば
﹁
是
迄
の
歴
史
が
︑
普
通
政
治

的
に
縦
断
し
て
居
る
傾
が
あ
る
に
反
し
て
︑
社
会
的
に
横
断
し
て
見
や
う
と
し
た
﹂︵﹃
国
史
上
の
社
会
問
題
﹄
大
９
・
12
・
15
︑
大
鐙
閣
︶
と
い

う
三
浦
周
行
の
﹁
社
会
史
﹂
や
︑﹁
乾
燥
無
味
﹂
で
﹁
生
命
﹂
の
な
い
専
門
家
が
書
く
﹁
歴
史
﹂
と
は
異
な
り
︑﹁
歴
史
ら
し
き
歴
史
た
ら
ぬ
﹂

﹁
文
学
ら
し
き
歴
史
﹂﹁
美
術
ら
し
き
歴
史
﹂
と
評
さ
れ
た17

⁂

西
村
真
次
﹃
新
国

史
観
努
力
の
跡
﹄︵
大
５
・
６
・
25
︑
冨
山
房
︶
な
ど
は
︑
そ
の
一
例
と
い

え
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
太
田
善
男
﹁
歴
史
の
贋
造
︵
上
・
下
︶﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄
大
７
・
７
・
17
︑
18
︶
で
は
︑﹁
歴
史
の
議
論
は
皆
謂
ゆ
る
蓋
然
的

推
理
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑﹁
プ
ロ
パ
ビ
リ
チ
ー
﹂
の
﹁
歴
史
﹂︵﹁
蓋
然
的
真
理
﹂︶
が
追
求
さ
れ
る
な
ど
︑
様
々
な
形
で
﹁
歴
史
﹂
に
迫
ろ
う
と
す

る
動
き
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
中
︑
露
伴
は
﹁
平
将
門
﹂
で
︑
考
証
第
一
主
義
的
史
学
か
ら
離
れ
て
他
の
史
伝
物
と
同
様
に
﹁
イ
フ
の
歴
史
﹂

︵
川
西
前
掲
論
文
︶
を
読
者
に
見
せ
よ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑︿
言
﹀
と
の
関
わ
り
の
中
で
﹁
歴
史
﹂
を
捉
え
返
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
︒

　

と
は
い
え
︑︿
言
﹀
が
危
う
い
も
の
で
あ
る
以
上
︑﹁
平
将
門
﹂
と
い
う
﹁
書
﹂
も
︑
語
り
手
の
言
葉
も
ま
た
︑
人
を
酔
わ
せ
る
﹁
酒
﹂
と
な
り

得
る
︒﹁
書
か
ず
と
も
と
思
つ
て
ゐ
る
ほ
ど
だ
か
ら
︑
読
ま
ず
と
も
と
も
思
つ
て
ゐ
る
﹂﹁
飲
む
も
飲
ま
ぬ
も
読
む
も
読
ま
ぬ
も
︑
人
々
の
勝
手
﹂

と
冒
頭
で
述
べ
︑
末
尾
で
も
﹁
こ
ん
な
事
は
余
談
だ
︑
余
り
言
は
ず
と
も
﹃
春
は
紺
よ
り
水
浅
黄
よ
し
﹄
だ
﹂
と
放
言
す
る
語
り
手
は
︑
自
ら
の

︿
言
﹀
も
決
し
て
例
外
で
は
な
い
こ
と
に
充
分
自
覚
的
な
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
語
り
手
は
語
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
は
し

な
い
︒
語
り
手
は
︑
む
し
ろ
︿
言
﹀
の
魔
力
を
楽
し
み
な
が
ら
︑
種
々
の
﹁
書
﹂
の
言
葉
と
対
峙
し
︑
時
に
は
軽
妙
な
﹁
警
句
﹂
を
挟
ん
で
︑
あ

え
て
︿
言
﹀
と
徹
底
的
に
戯
れ
続
け
る
の
で
あ
る
︒﹁
平
将
門
﹂
と
い
う
作
品
は
︑
言
葉
と
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
直
し
た
︑
ま

さ
に
︿
言
﹀
を
め
ぐ
る
物
語
な
の
で
あ
る
︒
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註＊
1 
歴
史
雑
誌
﹃
中
央
史
壇
﹄﹁
平
将
門
号
﹂︵
大
９
・
12
︶
の
﹁
巻
頭
言
﹂
で
は
︑﹁
事
蹟
よ
り
心
理
を
曲
解
す
る
の
非
な
る
が
如
く
︑
心
理
よ
り
事
物
を

妄
断
す
る
も
亦
非
な
り
﹂
と
い
う
︑
明
ら
か
に
露
伴
﹁
平
将
門
﹂
内
の
言
葉
︵﹁
心
理
か
ら
事
跡
を
曲
解
す
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
が
︑
事
跡
か
ら
心

理
を
即
断
す
る
の
も
不
都
合
で
あ
る
﹂︶
を
下
地
と
し
た
発
言
が
あ
る
他
︑
こ
の
作
品
が
同
誌
同
号
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
︵﹁
従
来
史
家
の
称
へ
来
つ

た
所
に
慊
ら
な
か
つ
た
予
の
所
信
と
合
致
す
る
﹂
水
郷
楼
主
人
﹁
幸
田
博
士
﹃
平
将
門
﹄
論
妄
批
﹂︶︑
歴
史
学
者
大
森
金
五
郎
に
批
評
さ
れ
た
り
し
て

い
る
︵﹁
人
情
味
を
以
て
見
た
﹃
蒲
生
氏
郷
︑
平
将
門
﹄﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
大
15
・
１
・
31
︶︒
ま
た
︑
梶
原
正
昭
訳
注
﹃
将
門
記　

全
二
巻
﹄︵
昭

50
・
11
︑
51
・
７
︑
平
凡
社
︶
で
は
︑
し
ば
し
ば
露
伴
﹁
平
将
門
﹂
に
お
け
る
﹃
将
門
記
﹄
の
解
釈
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

＊
2 

例
え
ば
露
伴
の
史
伝
物
に
見
ら
れ
る
手
法
に
関
し
て
︑
出
口
智
之
は
﹁
史
実
や
単
一
の
物
語
世
界
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
︑
さ
ら
な
る
広
が
り
を

持
っ
た
作
品
空
間
を
生
み
出
し
た
﹂︵﹁
露
伴
史
伝
の
出
発
─
﹃
頼
朝
﹄
論
─
﹂﹃
幸
田
露
伴
の
文
学
空
間
﹄
平
24
・
９
・
15
︑
青
閒簡
舎
︶
と
評
し
︑

ま
た
川
西
元
は
︑﹁
史
料
と
そ
れ
へ
の
読
解
作
用
の
間
を
自
由
に
往
還
す
る
場
で
︑
い
わ
ば
︿
読
む
﹀
こ
と
が
そ
の
ま
ま
︿
書
く
﹀
こ
と
で
あ
る
よ
う

な
立
ち
現
れ
方
﹂
を
し
た
﹁
評
釈
的
な
方
法
﹂︵﹁
幸
田
露
伴
﹃
蒲
生
氏
郷
﹄
論
﹂﹃
国
文
論
叢
﹄
平
10
・
３
︶
と
捉
え
て
い
る
︒

＊
3 

鈴
木
雄
史
﹁﹃
将
門
﹄
と
﹃
天
皇
様
﹄
を
語
る
﹃
文
字
﹄
─
幸
田
露
伴
﹃
平
将
門
﹄
と
い
う
﹃
酒
﹄
─
﹂︵﹃
伝
承
文
学
論
︿
ジ
ャ
ン
ル
を
こ
え
て
﹀

─
東
京
都
立
大
学
大
学
院
国
文
学
専
攻
中
世
文
学
ゼ
ミ
報
告
﹄
平
４
・
３
︶
は
︑﹁
平
将
門
﹂
を
中
心
に
論
じ
た
数
少
な
い
論
稿
で
あ
る
が
︑
こ
の

作
品
を
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
親
近
性
の
あ
る
論
法
で
将
門
弁
護
を
し
た
も
の
と
捉
え
︑
そ
こ
に
日
本
語
に
固
有
の
﹁︵
非
︶
論
理
﹂
を
見
て
お
り
︑

本
稿
の
論
旨
と
は
大
き
く
異
な
る
︒

＊
4 

幸
田
露
伴
﹃
日
本
史
伝
文
選
︵
上
︶﹄︵
大
８
・
６
・
30
︑
大
鐙
閣
︶
収
録
の
﹃
将
門
記
﹄
抜
粋
︵
将
門
書
状
﹁
上
太
政
大
臣
藤
原
忠
平
書
﹂︶
も
露
伴

﹁
平
将
門
﹂
で
の
引
用
と
異
な
る
部
分
が
あ
る
た
め
︑
露
伴
が
そ
れ
ぞ
れ
読
み
易
さ
を
考
え
校
訂
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
い
ず
れ
も
﹃
群
書
類

従
﹄
所
収
の
も
の
と
細
か
い
表
現
が
異
な
る
だ
け
で
︑
内
容
に
大
き
な
違
い
は
な
い
︒

＊
5 

明
治
四
四
年
か
ら
大
正
九
年
ま
で
使
用
さ
れ
た
﹃
尋
常
小
学
日
本
歴
史
︵
巻
一
︶﹄
で
は
︑﹁
中
に
は
朝
威
を
軽
ん
じ
て
謀
叛
す
る
も
の
さ
へ
あ
ら
は
れ

た
り
︒
紀
元
一
千
五
百
年
代
の
末
頃
よ
り
一
千
六
百
年
代
の
初
頃
に
か
け
︑
平
将
門
は
東
国
に
︑
藤
原
純
友
は
西
国
に
︑
同
時
に
乱
を
起
し
た
る
が
如

き
は
其
の
著
し
き
も
の
な
り
と
す
﹂﹃
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
編
︵
第
一
九
巻
︶﹄︑
昭
38
・
３
・
30
︑
講
談
社
︶
と
あ
る
︒
な
お
︑
将
門
像
の
変
遷

に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
梶
原
正
昭
・
矢
代
和
夫
﹃
将
門
伝
説
﹄︵
昭
50
・
12
・
30
︑
新
読
書
社
︶︑
佐
伯
有
清
他
著
﹃
研
究
史　

将
門
の
乱
﹄︵
昭
51
・

９
・
10
︑
吉
川
弘
文
館
︶︑
村
上
春
樹
﹃
平
将
門
─
調
査
と
研
究
─
﹄
平
19
・
５
・
31
︑
汲
古
書
院
︶︑
岩
井
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃︵
新
装
版
︶



─ 163─

平
将
門
資
料
集
﹄︵
平
14
・
４
・
30
︑
新
人
物
往
来
社
︶
な
ど
が
あ
り
︑
参
考
と
し
た
︒

＊
6 
例
え
ば
星
野
恒
﹁
将
門
記
考
﹂︵﹃
史
学
会
雑
誌
﹄
明
23
・
１
︶
や
田
口
鼎
軒
﹁
平
将
門
﹂︵﹃
史
海
﹄
明
26
・
８
︶︑
三
浦
周
行
﹃
歴
史
と
人
物
﹄︵
大

５
・
４
・
19
︑
東
亜
堂
書
房
︶
な
ど
︒

＊
7 

﹁
敢
て
将
門
を
忠
臣
と
い
ふ
︑
勤
王
家
と
い
ふ
︑
革
命
の
先
鞭
を
つ
け
︑
為
め
に
犠
牲
と
な
り
し
義
士
な
り
と
云
ふ
﹂︵
内
山
正
居
﹁
平
将
門
﹂﹃
史
学

界
﹄
明
33
・
２
～
５
︶

＊
8 

宮
本
仲
笏
の
説
は
︑﹁
始
末
﹂
の
頭
注
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
露
伴
は
お
そ
ら
く
こ
の
部
分
は
﹁
始
末
﹂
を
参
照
し
て
書
い
た
の
だ
ろ
う
︒

＊
9 

﹃
群
書
類
従
﹄
内
の
﹁
将
門
記
﹂
の
末
尾
に
﹁
右
将
門
記
︒
以
二
植
松
有
信
所
レ
刻
本
一
書
写
︒
以
二
抄
本
及
扶
桑
略
記
︒
古
事
談
等
一
一
校
了
︒﹂
と
掲
げ

ら
れ
て
い
る
︒

＊
10 

傍
線
引
用
者
︒
以
下
同
︒

＊
11 

﹃
将
門
記
﹄
で
は
︑
良
正
に
関
し
て
は
﹁
爰
良
正
偏
就
二
外
縁
愁
一
﹂
と
の
み
あ
り
︑
妻
の
記
述
は
な
い
︒
ま
た
良
兼
に
関
し
て
も
こ
の
時
︑
妻
が
関
与

し
た
と
い
う
記
述
は
一
切
な
い
︒

＊
12 

例
え
ば
﹁
軍
隊
と
群
衆
と
／
大
阪
は
遂
に
流
血
／
群
衆
は
空
砲
の
下
を
潜
つ
て
竹
槍
を
揮
ふ
深
夜
の
惨
事
﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄
大
７
・
８
・
14
︶
で
は
︑

﹁
米
︑
米
︑
米
︑
こ
の
食
料
の
騒
擾
は
警
官
の
力
を
以
て
す
る
も
︑
更
に
軍
隊
の
力
を
以
て
す
る
も
︑
鎮
静
す
べ
き
形
勢
な
し
︑
い
よ
〳
〵
拡
大
し
て
︑

民
衆
は
到
る
処
に
必
死
の
叫
び
を
挙
ぐ
﹂
と
報
道
さ
れ
て
い
る
︒

＊
13 

島
村
輝
は
﹁
群
衆
﹂
と
は
﹁
な
ん
ら
か
の
非
日
常
的
な
環
境
の
下
で
︑
な
ん
ら
か
の
志
向
や
関
心
を
共
有
し
て
い
る
多
数
の
人
間
の
集
合
﹂
で
あ
り
︑

そ
れ
に
対
し
て
﹁
民
衆
﹂
と
は
﹁
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
輪
郭
を
も
た
な
い
概
念
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
時
々
で
﹁
群
衆
﹂﹁
大
衆
﹂﹁
公
衆
﹂
と
同
様
に

使
わ
れ
る
﹁
都
合
の
い
い
言
葉
で
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︵﹁
群
衆
・
民
衆
・
大
衆
﹂﹃
編
成
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︵
岩
波
講
座　

近
代
日
本

の
文
化
史
５
︶﹄
平
14
・
３
・
22
︑
岩
波
書
店
︶︒

＊
14 

例
え
ば
﹁
平
将
門
﹂
で
も
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
﹃
日
本
紀
略
﹄
の
延
喜
十
七
年
七
月
の
記
事
に
は
﹁
炎
旱
連
月
︒
民
庶
飢
渇
︒
群
盗
満
二
干
巷
一
︒﹂

と
あ
る
︒

＊
15 

大
久
保
利
謙
﹃
日
本
近
代
史
学
の
成
立
︵
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
７
︶﹄︵
昭
63
・
10
・
10
︑
吉
川
弘
文
館
︶︒

＊
16 

永
原
慶
二
﹃
歴
史
学
叙
説　

20
世
紀
日
本
の
歴
史
学
︵
永
原
慶
二
著
作
選
集
第
九
巻
︶﹄︵
平
成
20
・
３
・
10
︑
吉
川
弘
文
館
︶︒
永
原
は
こ
の
時
期
︑

ち
ょ
う
ど
吉
田
東
伍
︑
津
田
左
右
吉
︑
柳
田
国
男
︑
伊
波
普
猷
ら
が
活
躍
し
だ
す
こ
と
を
挙
げ
︑﹁
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
歴
史
学
が
維
新
期
以
来
ほ
と

ん
ど
目
を
向
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
︑
民
衆
的
・
在
地
的
世
界
あ
る
い
は
生
活
史
的
分
野
へ
の
ま
な
ざ
し
﹂
が
獲
得
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
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る
︒

＊
17 
黒
板
勝
美
﹁
序
文
﹂︵﹃
新
国

史
観
努
力
の
跡
﹄
大
５
・
６
・
25
︑
冨
山
房
︶

︹
※
付
記
︺
本
稿
は
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
春
季
大
会
︵
於
龍
谷
大
学
︑
平
23
・
６
・
11
︶
で
報
告
し
た
口
頭
発
表
﹁
幸
田
露
伴
﹃
平

将
門
﹄
論
─
﹃
言
﹄
を
め
ぐ
る
物
語
─
﹂
を
原
形
に
︑
新
た
に
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
発
表
内
外
で
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い

た
︒
ま
た
資
料
の
閲
覧
に
際
し
︑
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
及
び
国
立
国
会
図
書
館
に
便
宜
を
は
か
っ
て
頂
い
た
︒
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

　

本
文
の
引
用
は
﹃
露
伴
全
集
︵
第
一
六
巻
︶﹄︵
昭
53
・
12
・
18
︑
岩
波
書
店
︶
に
拠
る
︒
引
用
に
際
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮

名
・
傍
点
等
は
適
宜
省
略
し
た
︒


