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林
徽
因
と
「
九
十
九
度
中
」

櫻
庭
　
ゆ
み
子

は
じ
め
に

口
語
体
自
由
詩
に
定
評
の
あ
る
林
徽
因
︵
一
九
〇
四
─
一
九
五
五
︶
が
一
九
三
〇
年
代
初
期
に
発
表
し
た
﹁
九
十
九
度
中
﹂
は
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
手
法
を
一
部
取
り
入
れ
た
緻
密
な
構
造
を
持
つ
小
説
で
あ
る
︒

初
出
は
一
九
三
四
年
五
月
の
文
芸
雑
誌
﹃
学
文
﹄
創
刊
号一

だ
が
︑
当
時
清
華
大
学
中
国
文
学
系
の
主
任
だ
っ
た
朱
自
清
が
一
九
三
三
年
六
月
二

六
日
の
日
記
で
︑﹁
林
徽
音
の
﹃
九
十
九
度
中
﹄
を
読
む
︒
確
か
に
良
い
作
品
で
あ
る
︒
手
法
も
新
し
い
︒︵
ウ
ル
フ
体
を
用
い
て
い
る二

︶﹂
と
感

想
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
発
表
の
一
年
前
に
は
仕
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
が
中
国
で
紹
介
さ
れ
た
の

は
︑
一
九
三
三
年
の
春
︑
雑
誌
﹃
新
月
﹄
に
葉
公
超
︵
一
九
〇
四
─
一
九
八
一
︶
が
﹁
壁
の
し
み
﹂
を
中
国
語
に
翻
訳
し
た
際
に
付
し
た
簡
潔
な

短
評三

が
始
め
で
あ
る
か
ら
︑
同
じ
文
学
仲
間
で
あ
っ
た
朱
自
清
が
同
年
六
月
に
﹁
九
十
九
度
中
﹂
を
読
ん
で
ウ
ル
フ
を
連
想
し
た
の
も
自
然
な
流

れ
で
あ
る
︒

林
徽
因
は
︑
夫
で
あ
る
梁
思
成
と
と
も
に
一
九
二
七
年
米
国
留
学
か
ら
戻
っ
た
後
︑
瀋
陽
の
東
北
大
学
に
教
授
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
梁
思
成
と
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と
も
に
建
築
学
科
創
設
に
尽
力
し
て
ほ
ど
な
く
結
核
の
た
め
北
京
香
山
で
の
療
養
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
詩
人
徐
志
摩
と
の
交

流
に
触
発
さ
れ
て
始
め
た
創
作
の
試
み
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
こ
の
短
篇
で
︑
彼
女
に
と
っ
て
は
二
作
目
の
小
説
に
あ
た
る
︒
林
徽
因
は
寡
作
な

作
家
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
今
日
で
は
彼
女
が
家
族
と
共
に
盧
溝
橋
事
件
勃
発
に
よ
り
北
京
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
一
九
三
七
年
の
夏
ま
で
に

創
作
活
動
を
旺
盛
に
行
い
︑
専
門
の
建
築
学
方
面
の
論
述
以
外
に
︑
散
文
領
域
で
は
﹁
九
十
九
度
中
﹂
を
含
め
た
六
篇
編
の
小
説
︑
一
編
の
戯

曲
︑
い
く
つ
か
の
論
評
︑
随
筆
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
︑
形
式
に
注
意
を
払
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹁
九
十

九
度
中
﹂
は
︑
今
日
読
ん
で
も
新
鮮
で
あ
り
︑
ま
た
テ
ク
ス
ト
と
書
き
手
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
も
興
味
深
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
︒
英
語
に

長
け
た
林
徽
因
が
︑
同
時
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
動
き
に
反
応
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
な
が
ら
︑
今
回
の
論
考
で
は
︑﹁
九
十
九
度
中
﹂
と

い
う
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
指
摘
し
て
み
た
い
と
思
う
︒

一
小
説
は
一
万
五
千
字
に
満
た
な
い
短
い
長
さ
だ
が
︑
二
十
に
近
い
場
面
を
長
さ
の
不
揃
い
な
九
つ
の
段
に
振
り
分
け
た
入
り
組
ん
だ
構
造
を
し

て
い
る
︒
物
語
論
で
謂
う
﹁
三
人
称
小
説
﹂
の
﹁
全
知
の
視
点
﹂
と
︑
登
場
人
物
の
内
面
に
視
点
を
置
き
そ
こ
か
ら
意
識
の
内
外
を
描
く
﹁
内
部

焦
点
化
﹂
を
随
時
使
い
分
け
︑
地
点
を
北
京
城
内
に
︑
時
を
昼
時
か
ら
夕
方
ま
で
の
間
に
設
定
し
︑
華
氏
九
十
九
度
︵
摂
氏
三
十
七
度
︶
の
う
だ

る
よ
う
な
暑
さ
の
中
の
荷
担
ぎ
人
夫
か
ら
高
官
一
族
に
わ
た
る
北
京
社
会
の
各
階
層
の
人
々
の
動
き
︑
会
話
︑
思
惑
等
を
繊
細
な
タ
ッ
チ
で
描
き

出
し
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
地
点
︑
時
間
を
絞
っ
て
の
時
空
の
扱
い
に
︑
ウ
ル
フ
の
﹁
ダ
ロ
ウ
ェ
イ
夫
人
﹂
の
影
響
を
見
る
見
方
も
あ
る
が四

︑
実

際
に
は
︑
ミ
セ
ス
・
ダ
ロ
ウ
ェ
イ
の
頭
の
中
で
延
々
連
想
が
広
が
っ
て
い
く
﹁
意
識
の
流
れ
﹂
の
部
分
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
︒
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
小
説
へ
の
批
判
か
ら
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
作
っ
た
ウ
ル
フ
の
現
実
の
切
り
取
り
方
︑
小
説
へ
の
反
映
の
さ
せ
方
と
の
類
似
点
は
あ
る
も
の
の
︑

手
法
と
し
て
は
︑
場
面
の
切
り
替
え
を
巧
み
に
使
い
︑
登
場
人
物
の
行
動
︑
会
話
で
状
況
を
知
ら
せ
て
場
面
を
展
開
さ
せ
て
い
く
戯
曲
の
手
法
を

思
わ
せ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ナ
レ
ー
タ
ー
が
舞
台
の
傍
ら
に
い
て
︑
舞
台
で
現
在
進
行
す
る
状
況
の
報
告
を
行
い
︑
舞
台
の
人
物
の
動
き
を
語
り
︑

登
場
人
物
は
会
話
を
行
う
と
同
時
に
時
に
独
白
を
行
い
︑
同
時
進
行
す
る
出
来
事
は
回
り
舞
台
を
回
す
よ
う
に
場
面
を
切
り
替
え
る
︑
と
い
っ
た
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感
じ
で
あ
る
︒
以
下
︑
ま
ず
芝
居
の
筋
書
き
風
に
内
容
を
紹
介
し
て
お
く
︒

第
一
段　

三
人
の
荷
担
ぎ
人
夫
が
張
家
に
向
け
て
料
理
を
運
ん
で
い
る
︒
人
力
車
の
上
か
ら
そ
れ
を
見
た
盧
二
爺
の
頭
の
中
で
昼
食
の
算
段
が
行
わ
れ

︵
と
り
と
め
も
な
い
連
想
の
描
写
︶︑
人
力
車
は
フ
ル
ス
ピ
ー
ド
で
東
安
市
場
に
向
か
う
︒

第
二
段　

張
家
︒
張
家
の
老
太
太
の
七
十
歳
の
誕
生
日
の
祝
宴
の
準
備
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
七
少
奶
が
雇
っ
た
乳
母
が
幼
児
を
抱
い
て
台
所
に
顔
を
出
し

並
べ
ら
れ
た
料
理
を
見
る
︒
使
用
人
頭
の
陳
昇
が
荷
担
ぎ
人
夫
と
報
酬
の
交
渉
を
し
︑
料
理
を
運
ん
で
き
た
人
夫
た
ち
の
一
人
が
中
庭
を
の
ぞ

く
︒
中
庭
に
臨
時
の
宴
席
が
設
け
ら
れ
子
供
た
ち
が
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
の
間
を
縫
っ
て
遊
び
ま
わ
る
︒
台
所
に
あ
ふ
れ
た
ジ
ュ
ー
ス
の
瓶
を
五
少

奶
が
冷
や
す
よ
う
に
命
じ
る
︒
一
人
の
人
夫
が
街
角
で
見
か
け
た
酸
梅
湯
を
思
い
出
し
︑
渇
き
を
募
ら
せ
る
︒

第
三
段　

の
ど
の
渇
き
と
空
腹
の
た
め
︑
盧
二
爺
の
車
引
き
︑
楊
三
は
︑
東
安
市
場
の
西
出
口
に
車
を
引
い
て
い
き
︑
喜
燕
堂
の
向
か
い
で
見
か
け
た
車

引
き
の
王
康
に
借
金
の
返
済
を
迫
ろ
う
と
す
る
︒
カ
ラ
フ
ル
な
絹
布
と
赤
い
制
服
を
著
着
用
し
た
楽
隊
が
目
に
入
り
︑
楊
三
は
結
婚
式
を
思
い
浮

か
べ
る
︒
金
の
返
済
を
巡
っ
て
楊
三
は
王
康
と
取
っ
組
み
合
い
を
始
め
︑
た
ち
ま
ち
群
衆
が
群
が
り
大
騒
ぎ
と
な
る
︒

喜
燕
堂
の
広
間
で
は
金
文
字
の
飾
り
が
つ
い
た
赤
い
絹
布
や
対
簾
が
掛
か
り
︑
花
嫁
と
花
婿
が
叩
頭
を
し
て
い
る
︒
花
嫁
の
阿
淑
が
不
如
意
な

結
婚
に
至
る
ま
で
の
場
面
を
一
つ
一
つ
思
い
浮
か
べ
︑
外
の
騒
ぎ
を
学
生
デ
モ
か
と
い
ぶ
か
り
つ
つ
︑
隔
絶
し
た
世
界
に
い
る
自
分
を
憐
れ
み
︑

幼
馴
染
の
九
哥
を
想
い
絶
望
的
な
気
持
ち
に
な
る
︒︵
阿
淑
の
内
面
が
語
ら
れ
る
︶

宴
席
会
場
に
場
面
が
切
り
替
わ
り
﹁
花
露
水
香
﹂
の
香
り
と
と
も
に
六
姨
の
二
人
の
娘
︑
錫
嬌
と
麗
麗
が
登
場
︒
大
家
族
で
の
優
位
な
立
場
と

若
さ
特
有
の
自
信
た
っ
ぷ
り
の
し
な
を
作
る
︒
娘
に
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
っ
た
ボ
ー
イ
は
︑
前
の
晩
の
宴
席
で
思
い
を
寄
せ
る
娼
妓
︑
雲
娟
と
旦

那
の
戯
れ
あ
い
の
場
面
を
思
い
出
し
︑
自
分
で
は
理
由
が
わ
か
ら
ず
や
る
せ
な
い
憤
懣
を
抱
く
︒
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第
四
段　

東
安
市
場
の
点
心
舗
萬
華
斎
︒
盧
二
爺
が
逸
九
と
老
孟
を
誘
い
︑
昼
食
代
わ
り
に
洋
風
冷
菓
で
話
に
興
じ
る
︒
隣
に
座
っ
た
カ
ッ
プ
ル
の
女
性

の
方
を
見
て
︑
逸
九
は
従
妹
の
瓊
を
思
い
出
し
︑
そ
れ
か
ら
幼
馴
染
の
従
妹
の
阿
淑
を
一
瞬
思
い
出
す
︒
三
人
は
食
事
を
終
え
て
出
て
い
く
カ
ッ

プ
ル
を
見
な
が
ら
品
定
め
を
す
る
︒

東
安
市
場
入
口
︒
楊
三
が
喧
嘩
相
手
の
王
康
と
と
も
に
巡
査
に
引
っ
立
て
ら
れ
て
拘
置
所
へ
向
か
う
︒

第
五
段

張
家
の
張
老
太
太
の
誕
生
日
に
招
か
れ
た
高
官
の
劉
太
太
が
人
力
車
に
座
っ
て
い
る
︒
暑
さ
の
中
︑
仕
立
て
上
が
り
の
旗
袍
が
き
つ
す
ぎ
て
不

快
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
流
行
り
の
服
を
ま
と
っ
た
若
い
女
性
か
ら
あ
い
さ
つ
さ
れ
︑
わ
が
身
を
余
計
に
野
暮
っ
た
く
感
じ
る
︒
す
ぐ
わ
き
を

盧
家
の
車
夫
と
人
力
車
と
︑
も
う
一
人
が
巡
査
に
引
か
れ
て
い
く
の
が
目
に
入
り
︑
車
夫
た
ち
は
す
ぐ
に
も
め
事
を
犯
す
と
い
ら
だ
ち
を
車
夫
へ

向
け
る
︒
日
傘
を
さ
し
た
劉
太
太
を
乗
せ
た
人
力
車
は
北
へ
と
走
り
出
す
︒

横
町
の
屋
台
の
酸
梅
湯
売
り
の
屋
台
か
ら
三
人
の
荷
担
ぎ
人
夫
が
離
れ
る
︒
酸
梅
湯
売
り
の
老
人
が
︑
走
り
去
る
人
力
車
上
の
劉
夫
人
の
さ
す

日
傘
を
見
な
が
ら
張
家
の
宴
会
に
行
く
車
夫
が
酸
梅
湯
を
飲
む
こ
と
を
予
想
し
︑
黒
い
ボ
ロ
布
で
覆
わ
れ
た
氷
が
溶
け
る
こ
と
を
心
配
す
る
︒
わ

き
を
走
る
自
動
車
が
巻
き
上
げ
た
埃
が
あ
た
り
を
覆
う
︒　

第
六
段

た
け
な
わ
を
迎
え
る
張
家
の
祝
宴
の
席
︒
ド
イ
ツ
帰
り
の
丁
医
師
が
豪
勢
な
料
理
を
食
べ
な
が
ら
客
た
ち
と
衛
生
問
題
を
討
議
し
て
い
る
︒
子

供
た
ち
が
氷
で
遊
び
︑
伝
統
に
従
っ
た
装
い
の
張
家
の
嫁
た
ち
が
宴
席
を
回
る
︒
老
太
太
が
ぼ
ん
や
り
過
去
を
回
想
す
る
な
か
︑
劉
夫
人
が
あ
い

さ
つ
を
す
る
︒
門
の
敷
居
に
腰
か
け
た
幼
い
使
い
走
り
の
寿
児
が
空
腹
に
さ
い
な
ま
れ
つ
つ
︑
褒
美
に
も
ら
っ
た
銀
の
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
で
自
ら
を

慰
め
る
︒

午
後
の
午
睡
の
一
時
︒
奥
の
部
屋
の
書
斎
で
い
と
こ
同
士
の
幼
蘭
と
羽
の
小
さ
な
諍
い
と
仲
直
り
の
会
話
が
響
く
︒
そ
の
会
話
を
訳
が
分
か
ら

ぬ
ま
ま
寿
児
が
聞
い
て
い
る
︒
二
人
が
書
斎
か
ら
出
て
行
っ
た
後
の
静
け
さ
が
︑
白
壁
に
映
る
柳
の
影
︑
真
っ
赤
な
太
陽
︑
雲
一
つ
な
い
空
︑
西



─ 120─ （85）

瓜
売
り
︑
ご
ざ
売
り
の
声
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
際
立
つ
︒

第
七
段

夕
方
︑
日
没
が
迫
る
中
︑
荷
担
ぎ
人
夫
の
家
︒
腹
痛
と
嘔
吐
で
苦
し
む
荷
担
ぎ
人
夫
の
頭
の
中
で
昼
間
目
に
し
た
事
物
︑
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
が

揺
れ
動
く
︒
近
所
の
者
が
異
変
に
気
付
き
︑
仲
間
の
張
禿
子
が
急
ぎ
丁
医
師
の
も
と
を
訪
ね
る
が
不
在
と
断
ら
れ
︑
薬
を
求
め
駆
け
回
る
︒
効
な

く
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
荷
担
ぎ
人
夫
の
死
を
知
る
︒

張
家
で
は
夜
の
芝
居
が
始
ま
る
︒
母
親
︵
張
老
太
太
︶
の
長
寿
の
祝
い
の
た
め
に
上
海
か
ら
戻
っ
た
長
男
︵
大
爺
︶
が
工
場
の
不
穏
な
動
き
を

心
配
し
つ
つ
明
日
に
は
戻
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
姪
の
慧
石
が
姿
を
現
す
︒
二
人
の
会
話
︒
伯
父
に
気
に
入
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
慧

石
の
心
の
動
き
が
描
写
さ
れ
る
︒

部
屋
で
は
麻
雀
を
打
っ
て
い
た
丁
医
師
へ
電
話
の
呼
び
出
し
が
あ
り
︑
急
病
人
の
知
ら
せ
が
も
た
ら
さ
れ
る
︒
五
少
奶
が
華
氏
九
十
九
度
ま
で

気
温
が
上
が
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
︒
電
話
を
切
る
音
で
場
面
が
閉
じ
る
︒

第
八
段　

五
行
の
短
い
場
面

新
聞
社
︒
編
集
者
が
届
く
ニ
ュ
ー
ス
に
目
を
通
す
︒
張
家
の
芝
居
の
一
幕
を
読
み
︑
妻
と
市
場
で
ア
イ
ス
を
食
べ
た
と
き
に
眼
に
し
た
喧
嘩
を

思
い
出
し
て
喧
嘩
の
ニ
ュ
ー
ス
を
読
み
合
わ
せ
︑
楊
三
の
情
報
を
加
筆
す
る
︒
そ
の
後
コ
レ
ラ
で
荷
担
ぎ
人
が
一
人
死
ん
だ
下
り
を
読
み
︑
昼
に

ア
イ
ス
を
食
べ
る
の
は
賢
明
で
は
な
い
と
思
う
︒

第
九
段　

七
行
の
短
い
最
終
場
面

拘
置
所
︒
楊
三
が
︑
主
人
が
引
き
取
り
に
来
る
の
を
じ
れ
っ
た
く
待
っ
て
い
る
︒
盧
宅
で
は
魯
二
爺
が
拘
留
さ
れ
た
楊
三
の
請
け
出
し
に
苦
労

し
︑
夕
飯
の
席
で
は
妻
か
ら
恨
み
言
を
聞
か
さ
れ
︑
苛
立
ち
っ
て
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
り
新
聞
を
見
る
︒
団
扇
を
つ
か
ん
で
バ
サ
ッ
と
ハ
エ
を
払
っ

た
と
こ
ろ
で
幕
と
な
る
︒

以
上
︑
目
ま
ぐ
る
し
く
場
面
が
移
動
し
︑
登
場
人
物
も
か
な
り
の
人
数
に
上
っ
て
い
る
が
︑
伏
線
が
張
り
巡
ら
さ
れ
︑
各
段
は
巧
妙
に
つ
な
が
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っ
て
い
る
︒﹁
九
十
九
度
中
﹂
よ
り
二
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
第
一
作
目
の
小
説
が
︑
場
面
も
登
場
人
物
の
数
も
絞
り
︑
基
本
的
に
外
部
の
視
点

か
ら
描
い
て
い
た
の
と
は
様
式
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
︒
こ
の
構
成
の
妙
に
敏
感
に
反
応
し
た
の
が
︑
一
九
三
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し

﹁
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
評
伝
﹂
を
執
筆
し
て
い
た
李
健
吾
で
あ
る
︒
李
健
吾
は
一
九
三
五
年
に
短
い
論
評
を
書
き
︑
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
︒

こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
独
自
の
見
方
が
あ
る
︒
人
生
を
抱
え
き
れ
な
い
木
材
と
み
な
せ
ば
︑﹁
九
十
九
度
中
﹂
が
ま
さ
に
そ
の
人
生
の
横
断
面

で
あ
る
︒︵
︙
︶
く
り
返
さ
れ
る
平
凡
な
人
生
︑
そ
の
本
来
の
様
相
が
全
面
的
な
展
開
の
中
で
複
雑
な
有
機
体
と
し
て
示
し
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
書
き
手
の
狡
猾
か
つ
鋭
い
筆
遣
い
が
私
た
ち
を
導
き
︑
老
舗
の
料
理
店
の
荷
稼
ぎ
人
夫
の
後
か
ら
平
凡
か
つ
賑
々
し
い
世
界
に

入
り
込
ま
せ
る
︒
失
恋
し
た
も
の
︑
愛
を
語
る
も
の
︑
長
寿
の
祝
い
を
す
る
も
の
︑
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
も
の
︑
享
楽
に
ふ
け
る
も
の
︑
暑
気

あ
た
り
で
命
を
落
と
す
も
の
︑
金
の
返
済
を
迫
る
も
の
︑
無
聊
を
か
こ
つ
も
の
等
等
が
生
き
生
き
と
か
つ
冷
静
に
静
か
に
─
透
明
感
す
ら

感
じ
さ
せ
る
タ
ッ
チ
で
描
き
出
さ
れ
︑
複
雑
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
伏
線
の
中
に
あ
る
基
準
を
し
の
ば
せ
て
い
る
︒
こ
の
基
準
は
声
高
に
主
張

す
る
こ
と
は
な
い
が
︑
そ
こ
に
は
人
類
へ
の
共
感
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
一
人
の
女
性
の
細
や
か
で
温
か
み
の
あ
る
情
感
︑
そ
う
い
っ
た
も
の

全
て
が
こ
こ
で
そ
っ
と
共
鳴
し
︑
そ
し
て
水
の
波
紋
の
よ
う
に
静
か
に
広
が
っ
て
ゆ
く
︒

　

奇
妙
な
の
は
︑
我
々
少
な
か
ら
ず
の
男
性
が
自
ら
の
情
熱
の
ほ
と
ば
し
り
を
抑
制
で
き
な
い
こ
の
時
代
に
︑
こ
の
よ
う
な
女
性
の
作
家

が
︑
鋭
く
明
晰
な
鏡
︵
す
な
わ
ち
理
知
︶
で
も
っ
て
人
生
の
断
面
を
切
り
と
り
︑
か
つ
こ
の
よ
う
な
短
い
紙
面
に
凝
縮
さ
せ
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒
彼
女
が
英
国
近
代
小
説
の
影
響
を
ど
れ
ほ
ど
受
け
て
い
る
の
か
聞
い
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
︒
ど
の
系
譜
に
も
属
さ
ず
い
き
な
り

出
て
く
る
作
品
と
い
う
も
の
は
な
い
︒
だ
か
ら
影
響
は
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
で
も
﹁
九
十
九
度
中
﹂
は
や
は
り
特
別
な
視
点
を
も

っ
て
︑
こ
れ
ほ
ど
の
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る五

︒　

や
や
印
象
論
的
批
評
で
は
あ
る
が
︑
細
部
の
正
確
な
描
写
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
内
面
に
入
り
込
む
﹁
自
然
主
義
﹂
の
手
法
に
通
じ
た
李
健
吾
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の
紹
介
は
︑
林
徽
因
及
び
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
よ
く
と
ら
え
﹁
九
十
九
度
中
﹂
の
ス
タ
イ
ル
の
完
成
度
に
目
を
向
け
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
李
健
吾
は
英
国
近
代
小
説
の
影
響
を
推
測
し
て
い
る
が
︑
実
は
林
徽
因
は
︑
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
で
建
築
学
を
学
ん
だ
あ

と
に
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
舞
台
芸
術
を
学
ん
で
お
り
︑
戯
曲
に
も
と
も
と
大
い
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
︒
例
え
ば
一
九
二
三
一
年
八
月
に
舞
台
上
演

さ
れ
た
﹃
軟
体
動
物六

﹄
に
つ
い
て
論
争
し
︑
ま
た
徐
志
摩
と
一
九
三
一
年
に
京
劇
を
集
中
的
に
鑑
賞
し
検
討
を
行
い七

︑﹁
九
十
九
度
中
﹂
の
後
に

書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
論
評
﹁
第
一
幕八

﹂
で
は
︑
イ
プ
セ
ン
の
﹁
社
会
の
柱
﹂
や
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
の
﹁
キ
ャ
ン
デ
ィ
ダ
﹂︑
オ
ニ
ー
ル
の

﹁
奇
妙
な
幕
間
狂
言
﹂
を
引
い
て
戯
曲
が
上
演
さ
れ
る
際
の
第
一
幕
の
重
要
性
を
論
じ
て
も
い
る
︒﹁
九
十
九
度
中
﹂
に
続
い
て
一
人
称
小
説
を
四

編
発
表
し
た
後
に
は
︑
戯
曲
の
執
筆
に
も
と
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る九

︒
英
語
を
母
語
並
み
に
理
解
し
て
い
る
林
徽
因
が
オ
ニ
ー
ル
の
舞
台
で

の
語
り
の
手
法
を
小
説
の
場
面
に
応
用
し
︑
直
接
話
法
︑
間
接
話
法
へ
区
別
が
英
語
ほ
ど
に
は
明
確
で
は
な
い一

〇

中
国
語
の
特
色
を
生
か
し
て
︑
出

来
事
の
叙
述
と
会
話
︑
独
白
を
組
み
合
わ
せ
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
彼
女
は
専
門
領
域
で
あ
る
建
築
学
の
基
本

を
た
た
き
こ
ま
れ
て
い
る
︒
対
象
を
じ
っ
く
り
観
察
し
︑
細
分
化
し
て
構
造
を
つ
か
み
再
構
築
に
つ
な
げ
る
分
析
的
手
法
を
訓
練
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
か
ら
︑
構
造
の
特
徴
を
捉
え
て
演
劇
か
ら
脚
本
︑
そ
し
て
小
説
へ
と
応
用
す
る
こ
と
は
た
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
い
ず
れ
に
し

ろ
︑
李
健
吾
が
擁
護
す
る
よ
う
に
テ
ー
マ
性
よ
り
は
ま
ず
構
造
に
注
目
す
る
と
︑
こ
の
小
説
の
明
確
な
ラ
イ
ン
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
︒

二
物
語
論
を
使
っ
た
テ
ク
ス
ト
分
析
が
盛
ん
で
あ
る
昨
今
の
中
国
で
は
︑﹁
九
十
九
度
中
﹂﹂
の
巧
み
な
視
点
の
移
動
に
注
目
し
て
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
論
考
は
当
然
書
か
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
李
艶
雲
﹁﹃
九
十
九
度
中
﹄
叙
述
技
巧
分
析一

一

﹂
は
︑
第
三
人
称
小
説
の
全
知
の
視
点
を
採
用
し
た

こ
と
で
叙
述
に
お
け
る
空
間
移
動
の
自
由
度
が
広
が
り
︑
よ
っ
て
視
点
が
各
場
面
の
場
所
を
自
由
に
移
動
す
る
と
同
時
に
︑
叙
述
者
の
判
断
︑
価

値
基
準
に
従
っ
た
登
場
人
物
の
内
面
が
透
視
さ
れ
て
描
か
れ
る
と
す
る
︒
そ
の
場
の
状
況
︑
人
物
の
様
相
︑
立
ち
振
る
舞
い
︑
思
惑
が
全
知
の
視

点
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
︑
物
語
内
部
の
事
件
の
全
容
が
う
ま
く
伝
わ
る
仕
組
み
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

李
が
論
ず
る
よ
う
に
︑﹁
九
十
九
度
中
﹂
で
は
ま
た
︑
登
場
人
物
の
内
部
に
も
視
点
が
置
か
れ
︑
彼
／
彼
女
た
ち
が
見
聞
き
す
る
外
部
世
界
及
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び
内
面
の
世
界
が
描
か
れ
る
︒
こ
う
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
内
的
焦
点
化
に
よ
っ
て
︑
叙
述
者
の
思
惑
︑
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
登
場
人
物
の
意
識

の
流
れ
が
描
写
可
能
と
な
り
︑
意
識
の
深
層
部
に
入
り
込
ん
だ
か
の
ご
と
く
の
空
間
が
確
保
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
外
部
世
界
の
秩
序
と
は
違
っ

た
︑
登
場
人
物
の
内
部
世
界
の
時
間
が
引
き
伸
ば
さ
れ
た
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
化
や
︑
時
系
列
に
従
わ
な
い
所
謂
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
等
が
行
わ

れ
得
る
わ
け
で
あ
る
︒
李
論
文
で
は
︑
こ
う
い
っ
た
全
知
の
視
点
と
内
面
の
焦
点
化
の
視
点
が
最
も
効
果
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
の
が
第
三
段
︑

近
代
的
な
女
子
教
育
を
受
け
な
が
ら
旧
式
の
結
婚
を
強
い
ら
れ
た
阿
淑
の
絶
望
感
を
示
す
箇
所
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
の
個
所
を
見
て
み
る
と
︑
確

か
に
︑
ま
ず
は
﹁
彼
女
の
父
親
は
ま
る
で
子
供
が
す
る
よ
う
に
︑
阿
淑
の
婚
姻
は
本
当
に
運
の
良
さ
の
た
ま
も
の
だ
︑
と
自
ら
を
慰
め
﹂︑﹁
阿
淑

は
こ
う
い
っ
た
言
葉
を
聞
く
た
び
に
父
が
不
憫
に
思
え
﹂︑﹁
母
親
は
も
っ
と
哀
れ
だ
っ
た
﹂
等
々
﹁
阿
淑
は
﹂︑﹁
父
親
は
﹂︑﹁
母
親
は
﹂
と
三
人

称
が
使
わ
れ
︑
阿
淑
の
状
況
を
周
囲
の
人
間
の
行
動
︑
言
葉
の
描
写
で
示
す
外
部
の
視
点
か
ら
の
描
写
が
あ
る
︒
そ
し
て
後
す
ぐ
﹁
母
親
の
心
情

を
思
っ
て
お
く
れ
﹂
と
直
接
話
法
で
の
母
親
の
言
葉
が
続
き
︑
こ
れ
を
皮
切
り
に
以
下
の
よ
う
に
︑
視
点
が
素
早
く
阿
淑
の
内
面
に
移
動
す
る
︒

母
親
の
心
情
を
思
っ
て
お
く
れ
だ
っ
て
！　

そ
の
日
彼
女
が
初
め
て
そ
の
見
知
ら
ぬ
︑
異
姓
の
異
性
を
見
た
時
︑
そ
の
俗
の
典
型
が
彼
女
の

は
か
な
い
愛
へ
の
希
望
を
打
ち
砕
い
た
の
だ
︒
彼
女
は
茫
然
自
失
状
態
だ
っ
た
︒
死
ん
で
し
ま
え
る
？
結
婚
に
失
望
し
て
自
殺
を
す
る
の
？

勇
気
を
奮
っ
て
父
に
︑
こ
の
婚
約
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
で
き
る
の
？
こ
の
家
庭
の
酷
い
枷
を
取
り
払
い
愛
の
看
板
の
も

と
に
危
険
を
冒
し
舞
い
落
ち
て
い
け
る
の
？
︵
“
看
母
親
的
那
份
心
上
面
！
那
天
她
初
次
見
到
那
陌
生
的
，
異
姓
的
異
性
的
人
，
那
個
庸
俗

的
点
心
觸
砕
她
那
一
點
脆
弱
的
愛
美
的
希
望
，
她
怔
住
了
，
能
去
尋
死
，
為
婚
姻
失
望
而
自
殺
麼
？
可
以
大
膽
告
訴
父
親
，
這
婚
約
是
不
可

能
的
麼
？
能
逃
脱
這
家
庭
的
苛
刑
（
在
愛
的
招
牌
下
的
）
去
冒
険
去
漂
落
麼
？
”︶

こ
の
よ
う
に
外
部
状
況
の
明
示
か
ら
一
転
し
て
阿
淑
の
主
観
を
示
す
こ
と
で
読
み
手
は
︑
彼
女
の
内
心
の
怒
り
︑
悲
し
み
に
肉
薄
し
て
そ
の
痛

み
を
感
じ
得
る
︑
つ
ま
り
﹁
リ
ア
ル
な
﹂
感
触
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒
た
し
か
に
効
果
的
な
視
点
の
移
動
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

場
面
構
成
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
主
軸
と
な
る
五
つ
の
主
要
な
﹁
事
件
﹂
を
追
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
速
度
︑﹁
時
間
﹂︑
プ
ロ
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ッ
ト
の
扱
い
に
注
目
す
る
と
︑
立
体
的
な
構
造
が
明
確
に
な
る
︒
即
ち
︑
料
理
を
運
ぶ
人
夫
た
ち
の
話
︑
宴
席
を
し
つ
ら
え
た
張
家
の
話
︑
昼
食

を
東
安
市
場
で
と
る
魯
二
爺
た
ち
の
話
︑
人
力
車
夫
楊
三
と
王
康
が
東
安
市
場
で
取
っ
組
み
合
い
を
繰
り
広
げ
る
話
︑
意
に
染
ま
ぬ
結
婚
を
す
る

阿
淑
が
式
場
の
喜
燕
堂
で
悲
嘆
に
く
れ
る
話
︑
が
時
間
軸
に
沿
っ
て
進
み
︑
こ
の
五
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
派
生
す
る
﹁
小
さ
な
事
件
﹂
が
枝
分

か
れ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
絡
み
合
い
︑
網
の
目
の
よ
う
な
構
造
を
作
り
出
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
い
わ
ば
垂
直
方
向
の
独
白
な
り
意
識
の
流
れ
の
部
分
が

は
め
込
ま
れ
る
こ
と
で
︑
語
り
の
速
度
に
緩
急
が
生
ま
れ
る
︒
時
間
軸
に
沿
っ
て
出
来
事
が
展
開
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
保
た
れ
る
こ
と
で
全
体

像
の
把
握
が
容
易
に
な
る
と
同
時
に
︑
時
折
︑
い
わ
ば
垂
直
方
向
に
あ
る
時
点
の
人
物
の
内
面
の
時
間
空
間
が
示
さ
れ
︑
物
語
全
体
が
立
ち
上
が

っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る一

二

︒

戯
曲
の
手
法
な
の
か
︑﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
的
小
説
の
手
法
な
の
か
は
お
く
と
し
て
︑
林
徽
因
が
ウ
ル
フ
︑
ジ
ョ
イ
ス
に
は
じ
ま
り
︑
オ
ニ
ー
ル

そ
の
他
の
作
家
︒
劇
作
家
に
受
け
継
が
れ
る
﹁
意
識
の
流
れ
﹂
を
効
果
的
に
使
う
こ
と
に
多
分
に
意
識
的
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
こ
の
短
篇
以
降
に
書
か
れ
る
四
篇
が
全
て
一
人
称
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
手
法
を
取
り
入
れ
構
成
に
意
を
凝
ら
し

た
こ
の
小
説
が
︑
文
学
仲
間
で
あ
っ
た
徐
志
摩
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
一
九
三
一
年
九
月
に
発

表
さ
れ
た
最
初
の
小
説
﹁
窘
︵
気
づ
ま
り一

三

︶﹂
は
︑
徐
志
摩
を
連
想
さ
せ
る
主
人
公
が
︑
林
徽
因
を
思
わ
せ
る
友
人
の
娘
に
淡
い
恋
心
を
寄
せ
て

は
ぐ
ら
か
さ
れ
る
設
定
で
︑
心
理
描
写
の
試
み
と
は
い
え
︑
世
間
に
向
け
て
二
人
が
特
別
な
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
と
も
と
れ
る
パ
ロ
デ

ィ
め
い
た
短
編
だ
っ
た
︒
徐
志
摩
が
飛
行
機
の
墜
落
で
劇
的
な
死
を
遂
げ
た
の
は
同
年
十
一
月
十
九
日
︑
林
徽
因
と
と
も
に
連
日
京
劇
鑑
賞
に
出

か
け
劇
に
つ
い
て
の
討
論
を
交
わ
し
て
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
だ
っ
た
︒﹁
九
十
九
度
中
﹂
が
︑
徐
志
摩
の
死
後
一
年
半
ほ
ど
し
て
執
筆
さ
れ
た

こ
と
か
ら
︑
徐
志
摩
を
思
わ
せ
る
人
物
の
窮
し
た
様
子
を
茶
化
す
か
の
よ
う
な
筆
致
で
描
い
た
こ
と
へ
の
後
悔
が
あ
っ
た
と
す
る
説一

四

も
的
外
れ
で

は
な
い
︒
多
く
の
共
通
の
言
語
を
持
っ
て
い
た
二
人
の
︑
文
学
形
式
の
模
索
に
お
け
る
真
摯
な
関
係
を
示
す
た
め
に
も
︑︑
感
傷
を
呼
び
覚
ま
す

可
能
性
の
あ
る
一
人
称
の
使
用
を
避
け
︑
徐
志
摩
が
高
く
評
価
し
て
い
た
ウ
ル
フ
の
小
説
に
似
た
設
定
︑
技
巧
で
文
学
世
界
を
組
み
立
て
る
試
み

を
行
っ
た
︒
あ
る
い
は
︑
二
人
が
重
ん
じ
た
生
き
生
き
と
し
た
生
の
感
触
を
基
本
に
︑
論
議
し
検
討
し
た
劇
作
の
作
法
で
作
品
を
組
み
立
て
︑
真

実
の
新
た
な
提
示
を
形
式
で
行
っ
た
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
︒
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但
し
こ
う
い
っ
た
構
成
上
の
苦
心
や
試
み
の
意
図
は
当
時
は
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
先
に
挙
げ
た
李
健
吾
の
短
評
は
︑
実
は
﹁
九
十
九

度
中
﹂
を
理
解
で
き
な
い
と
言
っ
た
と
い
う
教
授
や
︑
斬
新
な
手
法
に
対
し
無
視
で
遇
し
た
文
芸
界
に
対
す
る
反
論
の
意
味
あ
い
が
あ
っ
た
︒
だ

か
ら
こ
そ
李
健
吾
は
﹁
形
式
と
内
容
は
分
離
で
き
な
い
︒
形
式
は
基
本
で
あ
り
︑
決
定
的
﹂
で
あ
り
︑
現
実
の
切
り
取
り
方
に
こ
そ
書
き
手
の
個

性
と
世
界
観
が
現
れ
る
の
で
あ
り
︑
形
式
に
こ
そ
内
実
が
示
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
︒

︵
作
家
と
い
う
も
の
は
︶
与
え
ら
れ
た
才
能
に
基
づ
き
観
察
す
る
︒
そ
れ
は
個
性
あ
ふ
れ
る
観
察
で
あ
り
︑
全
身
全
霊
を
か
け
た
活
動
で
︑

一
寸
の
怠
惰
も
な
い
︒
観
察
し
︑
選
択
し
︑
そ
し
て
執
筆
す
る
︑
こ
の
一
連
の
精
神
の
動
き
に
よ
っ
て
︑
想
像
さ
れ
た
作
品
が
生
み
出
さ
れ

る
︒
こ
の
過
程
は
必
然
的
な
も
の
で
︑
偶
然
の
も
の
で
は
な
い
︒
ま
さ
に
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
形
式
・
内
容
︵
そ
れ
ぞ
れ
︶
で
作

品
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い一

五

︒︵
根
据
各
自
的
凛
赋
，
他
去
观
察
；
一
种
富
有
个
性
的
观
察
，
是
全
部
身
体
灵
魂
的
活
动
；
不
容
一
丝

躲
懒
。
从
观
察
到
选
择
，
从
选
择
到
写
作
，
这
一
长
串
的
精
神
作
用
，
完
成
一
部
想
像
的
作
品
的
产
生
，
中
间
的
经
过
试
必
然
的
，
绝
不
是

偶
然
的
；
惟
其
如
此
，
一
以
贯
之
，
我
们
绝
难
用
形
式
内
容
解
释
一
件
作
品
︶

李
健
吾
が
評
価
す
る
の
は
︑
す
で
に
従
来
の
言
語
様
式
で
は
表
現
し
き
れ
な
く
な
っ
た
﹁
現
実
﹂
を
ま
ず
凝
視
し
︑
様
々
に
変
化
す
る
様
相
を

見
落
と
さ
な
い
よ
う
細
部
に
ま
で
目
を
走
ら
せ
よ
う
と
す
る
書
き
手
の
眼
差
し
で
あ
り
︑
次
に
そ
れ
を
言
葉
の
世
界
で
再
構
築
す
る
際
の
取
捨
選

択
の
的
確
さ
と
再
構
築
の
巧
み
さ
で
あ
る
︒
今
日
の
見
方
で
言
え
ば
︑
李
健
吾
は
林
徽
因
の
中
に
︑
森
羅
万
象
を
と
ら
え
る
た
め
に
丁
寧
に
観
察

し
他
の
対
象
と
の
比
較
か
ら
位
置
づ
け
を
す
る
遠
近
法
的
視
点
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
近
代
の
視
点
﹂
と
い
わ
れ
る
も
の
を
見
て
取
っ
た
と
い
え
る
︒
そ

れ
ゆ
え
﹁
九
十
九
度
中
﹂
を
過
去
の
作
品
の
中
で
最
も
﹁
現
代
性
﹂
に
富
む
と
し
︑
か
の
教
授
及
び
一
般
読
者
が
慣
れ
て
い
た
従
来
の
小
説
︑
即

ち
︑
時
間
の
処
理
上
緩
急
が
な
く
︑
時
系
列
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
み
︑
ま
た
テ
ー
マ
が
明
確
に
示
さ
れ
る
語
り
に
慣
れ
た
目
に
は
複
雑
に
見
え
る

だ
ろ
う
構
造
を
評
価
し
た
わ
け
で
あ
る
︒﹁
内
容
が
形
式
に
現
れ
る
﹂
と
は
李
健
吾
の
場
合
︑︵
無
意
識
に
も
︶
想
定
さ
れ
た
統
一
体
の
細
部
だ
か

ら
真
実
が
宿
る
と
す
る
世
界
観
と
表
裏
一
体
の
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
︑
李
健
吾
の
そ
う
い
っ
た
見
方
を
成
り
立
た
せ
る
世
界
観
が
林
徽
因
の
そ
れ
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と
同
質
の
も
の
だ
っ
た
の
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
︒

文
学
史
の
常
識
で
は
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
意
識
の
流
れ
﹂
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
現
実
描
写
の
手
法
が
欧
州
で
先
鋭
化
し
て
試
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
の
悲
劇
を
体
験
し
︑
政
治
的
社
会
的
動
き
に
幻
滅
し
た
作
家
た
ち
が
︑
確
固
た
る
安
定
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の

可
能
性
や
存
在
へ
の
疑
問
を
提
示
し
︑
外
部
の
社
会
的
政
治
的
現
実
を
描
写
し
え
な
い
従
来
の
言
語
使
用
に
代
わ
っ
て
︑
真
実
の
探
求
を
個
人
的

な
内
部
の
探
求
に
向
け
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
︒
フ
ロ
イ
ト
の
心
理
学
に
由
来
す
る
無
意
識
が
内
心
の
真
実
に
結
び
付
け
ら
れ
︑
芸
術
の
真
実
と

し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
︵
一
八
五
九
─
一
九
四
一
︶
が
打
ち
出
し
た
よ
う
に
︑
時
間
は
分
裂
し
た
様
相
で
示
さ

れ
︑
瞬
時
に
起
き
る
出
来
事
は
︑
内
部
世
界
の
時
空
で
は
限
り
な
く
引
き
伸
ば
さ
れ
た
語
り
で
表
現
さ
れ
る
︒
従
来
の
世
界
観
を
再
考
し
︑
時
間

と
空
間
概
念
の
再
定
義
を
行
い
︑
古
典
的
な
小
説
の
世
界
を
支
え
て
い
た
い
わ
ゆ
る
﹁
真
善
美
﹂
の
予
定
調
和
的
世
界
観
に
亀
裂
を
打
ち
込
ん
だ

の
が
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
︵
一
八
八
二
─
一
九
四
一
︶
や
バ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
︵
一
八
八
二
─
一
九
四
一
︶
が
試
み
た
﹁
意
識
の
流
れ
﹂

を
主
な
手
法
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

葉
公
超
と
も
親
交
の
あ
っ
た
 T. 

 S.
エ
リ
オ
ッ
ト
が
高
く
評
価
し
た
ジ
ョ
イ
ス
の
﹁
ユ
リ
シ
ー
ズ
﹂
は
一
九
二
二
年
ア
メ
リ
カ
で
出
版
後
︑
一

九
三
三
年
ま
で
発
禁
処
分
を
受
け
て
い
る
が
︑
例
え
ば
林
徽
因
の
生
涯
に
わ
た
る
友
人
で
あ
っ
た
金
岳
霖
は
一
九
三
〇
年
代
に
原
文
で
読
ん
で
い

る
︒
ま
た
︑
ウ
ル
フ
の
﹁
灯
台
へ
﹂
は
一
九
二
七
年
の
発
表
で
あ
り
︑
当
初
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
に
入
れ
込
み
︑
の
ち
に
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
グ

ル
ー
プ
と
の
付
き
合
い
か
ら
ウ
ル
フ
を
高
く
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
徐
志
摩
は
当
然
一
連
の
作
品
を
英
語
で
読
ん
で
い
る一

六

︒

つ
ま
り
︑
一
九
三
〇
年
代
初
頭
︑
北
京
の
林
徽
因
の
自
宅
で
た
び
た
び
開
か
れ
た
集
ま
り
に
訪
れ
た
欧
米
留
学
組
の
面
々
は
︑
多
か
れ
少
な
か

れ
﹁
モ
ダ
ニ
ズ
ム
﹂
の
思
潮
に
英
国
文
学
経
由
で
触
れ
て
お
り
︑
文
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
は
﹁
太
太
の
サ
ロ
ン
﹂
で
の
論
題
に
な
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る一

七

︒
林
徽
因
個
人
の
体
験
で
い
え
ば
︑
彼
女
は
︑
十
代
で
父
親
と
共
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
傷
跡
の
残
る
欧
州
巡
り
を
し
︑
ま
た
︑
こ

の
欧
州
旅
行
と
英
国
留
学
を
挟
む
七
年
間
を
過
ご
し
た
北
京
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
培
華
女
学
校
在
学
中一

八

は
︑
北
京
郊
外
で
の
軍
閥
同
士
の
小

競
り
合
い
の
影
響
で
何
度
か
﹁
避
難
﹂
し
て
い
る
︒
留
学
先
の
米
国
で
は
良
き
理
解
者
で
あ
っ
た
最
愛
の
父
の
惨
死
を
知
ら
さ
れ
︑
そ
し
て
文
学

仲
間
の
徐
志
摩
の
飛
行
機
墜
落
し
に
よ
る
突
然
の
死
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
日
常
に
亀
裂
が
入
る
と
も
い
う
べ
き
瞬
間
に
一
度
な
ら
ず
遭
遇
し
て
き



─ 127─（78）

て
い
る
︒﹁
九
十
九
度
中
﹂
執
筆
度
当
時
は
自
身
も
結
核
を
宣
言
さ
れ
死
は
身
近
な
存
在
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
目
の
前
の
現
実
が
崩
れ
︑
非
日
常

が
ぽ
っ
か
り
と
姿
を
見
せ
る
瞬
間
瞬
間
を
鋭
敏
な
感
覚
は
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
る
︒
彼
女
に
と
っ
て
︑
世
界
は
︑
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
宣

教
師
た
ち
が
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
予
定
調
和
の
世
界
で
は
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
一
九
二
〇
年
代
の
英
国
経
由
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

手
法
は
彼
女
に
と
っ
て
は
親
和
性
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
当
時
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
李
健
吾
の
場
合
は
︑
究
極

的
に
は
人
文
主
義
の
精
神
を
基
盤
と
し
た
﹁
真
善
美
﹂
の
世
界
観
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
︒
た
だ
世
界
認
識
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ

以
上
立
ち
入
ら
ず
に
︑
こ
こ
で
は
﹁
九
十
九
度
中
﹂
が
提
示
す
る
も
の
が
何
か
を
今
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
︒

三
先
に
あ
げ
た
李
論
文
だ
が
︑
そ
こ
で
は
ま
た
︑
簡
潔
な
外
見
の
描
写
や
遭
遇
す
る
事
件
の
簡
単
な
説
明
で
示
さ
れ
る
人
夫
の
寡
黙
さ
と
存
在
の

卑
小
さ
が
︑
社
会
の
底
辺
に
位
置
す
る
労
働
者
の
救
い
の
な
さ
を
読
み
手
に
感
じ
さ
せ
る
点
を
指
摘
し
︑
一
日
の
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
人
夫
の
死
︑

人
力
車
夫
の
喧
嘩
騒
ぎ
︑
に
ぎ
に
ぎ
し
い
張
家
の
芝
居
な
ど
が
同
じ
夕
方
の
紙
面
に
供
さ
れ
て
消
費
さ
れ
る
状
況
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
実
際

は
雑
多
な
日
常
の
出
来
事
が
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
現
実
世
界
に
荒
唐
無
稽
の
色
彩
を
つ
け
た
︑
と
構
造
の
完
成
度
に
よ
る
効
果
を
評
価
し
て
い

る
︒
そ
し
て
叙
述
の
時
間
が
新
聞
社
の
仕
事
と
共
に
終
了
し
て
も
︑
物
語
に
流
れ
る
時
間
は
日
常
生
活
の
規
律
に
従
っ
て
引
き
続
き
前
へ
と
進

み
︑
他
の
物
語
の
始
ま
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
︑
読
み
手
が
想
像
す
る
余
韻
を
残
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
外
部
に
開
か
れ
た
文
学
の
意
味
が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
︒
物
語
論
か
ら
読
者
論
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
説
得
力
あ
る
分
析
で
は
あ
る
︒

テ
ク
ス
ト
が
紙
面
の
制
限
を
超
え
外
部
へ
と
ベ
ク
ト
ル
を
伸
ば
し
て
い
く
︒
こ
の
捉
え
方
か
ら
い
え
ば
︑
人
夫
の
死
の
後
に
続
く
張
家
の
夜
の

宴
の
場
面
に
挿
入
さ
れ
た
︑
上
海
か
ら
来
た
大
爺
と
姪
の
慧
石
の
会
話
で
大
家
族
の
人
間
関
係
の
複
雑
さ
を
示
す
少
々
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
場

面
も
︑
北
京
を
超
え
た
外
部
世
界
︑
上
海
へ
と
続
く
広
が
り
を
垣
間
見
せ
︑
林
徽
因
を
思
わ
せ
る
こ
の
少
女
の
物
語
を
予
想
さ
せ
る
効
果
を
持
つ

と
納
得
で
き
る
︒

た
だ
こ
の
明
快
な
構
造
分
析
を
読
ん
で
も
引
っ
か
か
る
の
が
︑
卑
小
さ
を
印
象
付
け
て
い
る
要
素
︑
つ
ま
り
李
の
分
析
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
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た
言
葉
の
機
能
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
名
付
け
﹂
に
現
れ
て
い
る
︒

先
に
﹁
九
十
九
度
中
﹂
で
は
主
要
な
﹁
事
件
﹂
が
五
つ
編
み
込
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
︑
各
﹁
事
件
﹂
の
主
な
登
場
人
物
た
ち
に
は
そ
れ
ぞ

れ
盧
二
爺
と
逸
九
と
老
孟
︑
車
引
き
の
楊
三
と
王
康
︑
意
に
染
ま
ぬ
結
婚
式
を
迎
え
る
阿
淑
︑
そ
し
て
張
家
の
老
太
太
と
名
が
与
え
ら
れ
︑
役
割

が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
多
く
の
脇
役
に
も
︑
小
三
︑
環
子
︑
張
少
陳
︑
陳
大
嫂
︑
李
貴
︑
陳
昇
︑
寿
児
等
々
と
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
最
後
ま
で
語
り
手
の
口
か
ら
名
が
明
か
さ
れ
な
い
の
が
︑
最
初
に
登
場
し
︑
最
後
に
喉
の
渇
き
を
癒
す
た
め
に
飲
ん
だ
不
衛
生
な
酸
梅

湯
に
当
た
っ
て
命
を
落
と
す
荷
担
ぎ
人
夫
で
あ
る
︒　　

確
か
に
︑
中
毒
を
起
こ
し
て
苦
し
む
人
夫
の
近
隣
の
張
禿
子
が
医
者
の
門
番
に
説
明
す
る
﹁
中
毒
を
起
こ
し
た
李
挑
子
に
薬
を
頼
ま
れ
て
﹂
と

い
う
張
禿
子
の
言
葉
と
︑
薬
を
買
え
ず
に
落
胆
し
て
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
﹁
李
大
嫂
︵
李
の
お
か
み
さ
ん
︶
の
泣
き
声
で
最
悪
の
状
況
に
な
っ
た
と

悟
っ
た
﹂
と
い
う
間
接
的
な
情
報
の
提
示
は
さ
れ
て
は
い
る
︒
し
か
し
︑
動
作
︑
状
況
の
主
語
と
し
て
﹁
李
挑
子
が
﹂
と
叙
述
者
に
語
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
︒
し
か
も
︑
小
説
の
結
末
部
分
で
新
聞
社
の
編
集
者
が
読
ん
だ
一
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
︑﹁
荷
担
ぎ
人
夫
コ
レ
ラ
で
数
時
間
後
に
死
亡
﹂

と
﹁
名
無
し
﹂
に
戻
っ
て
い
る
︒
そ
の
死
に
対
し
て
は
︑
体
力
の
な
さ
︑
暑
さ
︑
不
衛
生
︑
医
者
の
不
在
で
適
切
な
処
置
を
受
け
ら
れ
な
い
等
々

一
連
の
情
報
を
示
し
て
物
語
内
部
で
の
因
果
関
係
を
示
し
︑
合
理
的
に
処
理
し
て
は
い
る
︒
た
だ
︑
そ
こ
に
は
定
め
ら
れ
た
運
命
と
い
う
よ
り
︑

突
然
の
︑
生
を
も
ぎ
取
ら
れ
た
よ
う
な
不
合
理
な
死
だ
と
い
う
声
が
た
え
ず
響
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
下
層
の
︑
ど
こ
か
体
に
不
調
を

抱
え
た
役
割
を
与
え
た
人
夫
に
対
し
︑
ナ
レ
ー
タ
ー
／
叙
述
者
に
名
を
呼
ば
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
書
き
手
の
た
め
ら
い
︑
も
っ
と
言
え
ば
︑

観
察
す
る
側
に
い
て
物
語
を
書
く
有
利
な
立
場
に
あ
る
こ
と
へ
の
か
す
か
な
引
け
目
︑
申
し
訳
な
さ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
︒

他
の
﹁
事
件
﹂
と
の
比
重
で
言
え
ば
︑
一
見
︑
と
り
わ
け
長
く
紙
面
を
割
い
た
阿
淑
の
場
面
に
書
き
手
の
同
情
が
最
も
注
が
れ
︑
旧
式
の
考
え

や
制
度
に
個
と
し
て
の
女
性
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
へ
の
怒
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
阿
淑
の
結
婚
当
日
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
わ

か
り
や
す
い
説
明
口
調
に
な
っ
て
い
て
︑
書
き
手
は
︑
当
時
の
女
子
学
生
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
の
役
割
を
与
え
た
阿
淑
を
︑
意
外
に
冷
静
に
描

い
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
最
後
に
は
ニ
ュ
ー
ス
記
事
に
な
っ
て
消
費
さ
れ
て
消
え
る
名
の
な
い
人
夫
の
﹁
事
件
﹂
の
方
は
そ
れ
へ
の
叙
述
者
の
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側
か
ら
の
説
明
は
な
く
︑
起
き
る
事
件
が
提
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
︑
無
言
の
重
さ
が
あ
る
︒
因
果
関
係
を
語
り
手
が
わ
か
り
易
く
説
明
す
る
の

で
は
な
く
︑
起
き
た
﹁
事
件
﹂
が
ポ
ン
と
提
示
さ
れ
る
そ
の
素
気
な
さ
に
却
っ
て
﹁
事
件
﹂
の
中
心
人
物
の
名
の
不
在
を
め
ぐ
っ
て
の
悲
惨
さ
と

無
念
さ
が
後
ま
で
印
象
付
け
ら
れ
る
︒
五
つ
の
﹁
事
件
﹂
は
同
等
な
重
み
で
は
な
い
︒
最
後
ま
で
主
体
と
し
て
の
行
為
が
語
ら
れ
ず
︑
コ
レ
ラ
で

命
を
落
と
す
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
無
名
の
荷
担
ぎ
人
夫
の
運
命
の
不
合
理
さ
︑
不
可
抗
力
に
見
え
る
そ
の
死
が
物
語
の
太
い
線
を
支
え
︑
物

語
を
牽
引
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
思
わ
せ
る
そ
の
原
因
を
も
う
少
し
探
っ
て
み
る
と
︑
ど
う
や
ら
︑
構
造
の
分
析
で
は
言
及
さ
れ
な
い
詞
藻
︑
こ
れ
は
李
健
吾
が
二
次
的
な

も
の
と
し
た
要
素
で
あ
る
が
︑
即
ち
︑
反
復
︑
名
詞
の
羅
列
︑
倒
置
︑
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
響
き
を
持
っ
た
単
語
の
配
置
と
い
っ
た
修
辞
の
部
分
に
答

え
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
小
説
の
冒
頭
は
︑
次
の
よ
う
に
動
き
の
描
写
で
始
ま
る
︒

三
人
の
肩
に
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
美

﹇
メ
イ
フ
ォ
ン
ロ
ウ
﹈

豊
楼
﹂
と
屋
号
が
記
さ
れ
た
黄
色
い
丸
籠
が
乗
り
︑
泥
が
固
く
こ
び
り
つ
い
た
布
靴
が
六
つ
︑
む
き
出
し
の

焼
け
つ
く
よ
う
な
大
通
り
を
通
り
抜
け
︵
走
完
一
条
被
太
阳
晒
得
滚
烫
的
马
路
之
后
︶︑
角
を
曲
が
っ
て
横
町
に
入
る
︒

﹁
ち
ょ
い
と
す
ま
ね
え
︑
三
十
四
号
甲
は
ど
っ
ち
だ
い
？
﹂
酸

﹇
ス
ワ
ン
メ
イ
タ
ン
﹈

梅
湯
の
屋
台
の
前
で
︑
わ
き
を
駆
け
抜
け
る
自
家
用
人
力
車
─
鋼
の
車
輪

が
目
も
眩
む
ま
ば
ゆ
い
光
を
放
つ
︵
亮
得
晃
眼
的
︶
─
を
や
り
過
ご
す
し
︑
塀
の
隅
の
日
陰
に
う
ず
く
ま
っ
た
老
人
に
張
宅
の
方
角
を
確

認
し
︑
汗
ま
み
れ
の
こ
の
三
人
の
荷
担
ぎ
人
夫
が
前
へ
前
へ
と
ひ
た
す
ら
進
む
︒
泥
だ
ら
け
の
布
靴
を
履
い
た
六
本
の
足
が
文
句
一
つ
言
わ

ず
︑
機
械
的
に
動
き
続
け
る
︒

ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
チ
ン
小
説
の
出
だ
し
の
よ
う
に
︑
数
行
に
物ス

ト
ー
リ
ー語

の
す
べ
て
の
要
素
─
﹁
事
件
﹂
の
場
︑
原
因
と
な
る
も
の
︑
状
況
︵
暑

さ
︶
等
─
を
配
置
し
た
完
璧
な
始
ま
り
だ
が
︑
こ
の
導
入
部
は
足
を
中
心
と
し
た
動
き
の
描
写
で
あ
る
︒
あ
く
ま
で
動
き
が
中
心
と
な
っ
て
リ

ズ
ム
が
作
ら
れ
︑
物
語
全
体
が
そ
の
う
ね
り
と
と
も
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
︒
そ
し
て
題
名
の
﹁
九
十
九
度
中
﹂︵
摂
氏
三
十
七
度
︶
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に
呼
応
す
る
よ
う
に
︑
照
り
付
け
ら
れ
た
太
陽
で
焼
け
付
く
よ
う
に
な
っ
た
道
路
︑
人
力
車
の
車
輪
の
銀
の
軸
の
反
射
︑
人
夫
の
一
人
の
死
を
引

き
起
こ
す
夏
の
飲
料
︑﹁
酸
梅
湯
﹂
の
文
字
が
︑
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
の
感
触
を
テ
ク
ス
ト
か
ら
立
ち
上
ら
せ
る
︒
こ
の
暑
さ
の
感
触
は
︑
例
え

ば
直
後
に
続
く
盧
二
爺
の
独
白
で
︑
“天
太
熱
︐
太
熱
”︵
暑
す
ぎ
る
︑
暑
い
︶
と
反
復
さ
れ
︑
続
く
張
家
の
厨
房
で
の
“天
熱
得
利
害
，
蒼
蠅
是

免
不
了
”︵
ひ
ど
い
暑
さ
に
当
然
蠅
が
た
か
る
︶
と
い
う
文
字
表
現
︑
飲
食
物
を
冷
や
す
た
め
の
氷
が
解
け
て
か
ご
か
ら
滴
り
落
ち
た
水
が
床
に

広
が
っ
て
い
く
カ
所
で
の
︑
 “氷
化
得
也
快
” 

 “氷
水
化
了
満
地
”
︑
冷
蔵
庫
に
入
り
き
ら
な
い
ジ
ュ
ー
ス
の
瓶
を
“全
要
氷
起
来
！
”︵
凍
ら
せ

な
さ
い
！
﹂
と
叫
ぶ
五
少
奶
の
言
葉
を
“全
要
氷
起
来
！
真
是
的
”︵
凍
ら
せ
ろ
だ
と
︑
全
く
な
ん
て
こ
っ
た
︶
と
繰
り
返
さ
れ
る
﹁
氷
﹂
の
文
字

で
た
え
ず
喚
起
さ
れ
︑
さ
ら
に
こ
れ
が
︑
料
理
を
張
家
に
届
け
︑
全
身
に
ぐ
っ
し
ょ
り
全
身
に
汗
を
か
い
た
人
夫
が
頭
を
拭
う
“黯
黑
的
毛
巾 

”

︵
黒
ず
ん
だ
手
ぬ
ぐ
い
︶︑
そ
し
て
第
五
段
の
酸
梅
湯
売
り
が
氷
を
冷
や
す
︑
“
灰
黑
的
破
布
”︵﹁
黒
ず
ん
だ
ボ
ロ
布
﹂︶
と
結
び
つ
き
︑
暑
さ
の

中
で
の
腐
敗
現
象
を
無
意
識
に
も
連
想
さ
せ
る
効
果
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
視
覚
が
引
き
起
こ
す
感
触
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
重
要
な
要
素

で
あ
る
︒

ま
た
︑
激
し
い
腹
痛
で
人
夫
が
苦
し
む
場
面
は
次
の
よ
う
に
肉
体
の
反
応
か
ら
始
ま
る
︒

“継
続
着
吟
呻
，
挑
夫
開
始
感
到
苦
痛
︐
不
該
喝
那
冰
凉
東
西
︐
早
知
道
這
大
暑
天
，
還
不
如
喝
口
熱
茶
！
迷
惘
中
他
看
到
茶
碗
，
茶
缸
，

施
茶
的
人
家
，
碗
，
碟
，
菓
子
雑
乱
的
繞
着
大
圓
簍
︐
他
又
看
到
張
家
的
厨
房
。
不
到
一
刻
肚
子
裏
像
糾
麻
縄
一
般
痛
︐
発
狂
的
嘔
吐
使
他

沈
入
厳
重
的
症
状
裏
和
死
摶
鬥
︒”
︵﹁
引
き
続
く
う
め
き
︑
人
夫
は
苦
痛
を
感
じ
始
め
た
︑
あ
の
冷
え
た
や
つ
を
飲
む
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
︑

こ
ん
な
猛
暑
だ
と
わ
か
っ
て
た
な
ら
熱
い
お
茶
を
飲
ん
で
た
っ
て
ぇ
の
に
︒
朦
朧
と
し
た
中
で
︑︵
彼
は
︶
湯
の
み
茶
碗
︑
大
ぶ
り
の
湯
飲

み
︑
茶
を
汲
む
茶
売
り
が
目
に
入
り
︑︵
そ
し
て
︶
碗
︑
皿
︑
菓
子
が
大
き
な
か
ご
の
周
囲
に
雑
然
と
散
ら
ば
っ
て
い
る
張
家
の
厨
房
が
目

に
入
っ
た
︒
そ
の
直
後
︑
麻
縄
で
締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
腹
が
痛
み
︑
す
さ
ま
じ
い
︵
狂
っ
た
よ
う
な
︶
嘔
吐
と
と
も
に
︑
危
篤
状
態
で

の
死
と
の
苦
闘
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
︶



─ 131─（74）

こ
こ
で
も
ま
ず
は
︵
肉
体
の
︶
動
き
︑
そ
れ
か
ら
主
体
と
い
う
倒
置
の
形
が
と
ら
れ
︑
こ
の
後
す
ぐ
に
内
面
の
独
白
︑
そ
し
て
い
っ
た
ん
外
部

視
点
に
戻
っ
て
か
ら
名
詞
の
羅
列
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
説
明
的
な
散
文
か
ら
外
れ
る
表
現
が
続
く
︒
最
後
の
一
文
は
直
訳
す
れ
ば
﹁
発
狂
し
た
よ

う
な
嘔
吐
が
彼
を
︙
﹂
と
な
る
変
則
的
な
使
役
用
法
で
あ
り
︑
人
の
力
を
超
え
た
状
況
に
振
り
回
さ
れ
る
無
力
さ
が
中
国
語
の
規
範
を
外
れ
る
用

法
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
︒

言
葉
を
持
た
ぬ
も
の
に
代
わ
っ
て
説
明
す
る
状
況
が
︑
不
規
則
な
統
語
法
や
規
範
文
法
か
ら
逸
脱
し
た
用
法
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
論

理
的
な
説
明
と
い
う
よ
り
は
︑
よ
り
﹁
感
触
﹂
前
面
に
出
し
︑
生
理
的
な
動
き
で
状
況
の
肉
感
的
な
感
触
を
示
す
︒
い
わ
ば
論
理
と
情
感
の
危
う

い
バ
ラ
ン
ス
の
上
で
動
き
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
い
わ
ば
詩
の
言
葉
に
近
い
︒﹁
九
十
九
度
中
﹂
で
は
︑
こ
の
他
に
も
張
老

太
太
が
昔
を
振
り
返
る
際
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
言
葉
の
反
復
︑
楊
三
と
王
康
の
取
っ
組
み
合
い
が
市
場
入
口
の
人
力
車
︑
車
︑
群
衆
を
巻
き
込
む
動

き
の
描
写
等
︑
非
散
文
的
な
︑
散
文
詩
と
も
い
え
る
言
葉
が
随
所
で
見
ら
れ
︑
そ
れ
が
物
語
全
体
の
リ
ズ
ム
の
う
ね
り
を
作
り
出
し
て
い
る
︒
言

い
た
い
の
は
精
緻
な
構
造
を
持
つ
﹁
九
十
九
度
中
﹂
が
今
日
的
意
味
を
持
つ
と
す
れ
ば
︑
注
目
す
べ
き
は
こ
の
言
葉
の
動
き
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒

こ
う
い
っ
た
言
語
使
用
の
特
徴
に
つ
い
て
だ
が
︑
半
生
に
わ
た
っ
て
林
徽
因
︑
梁
思
成
夫
婦
と
家
族
同
様
の
親
密
な
関
係
を
維
持
し
た
論
理
学

者
︑
金
岳
霖
︵
一
八
九
五
─
一
九
八
四
︶
が
一
九
三
七
年
に
発
表
し
た
論
文
の
中
で
そ
れ
と
な
く
指
摘
し
て
い
る
︒

そ
れ
は
﹁
真
の
小
説
に
お
け
る
真
実
︵Truth in True N

ovels
︶﹂
と
題
さ
れ
た
二
十
五
頁
に
わ
た
る
英
文
の
論
評一

九

で
あ
る
が
︑
金
は
そ
こ
で

認
識
論
の
立
場
か
ら
小
説
に
お
け
る
﹁
真
実
︵Truth

︶
の
問
題
を
論
じ
︑
そ
の
際
に
一
言
林
徽
因
の
﹁
九
十
九
度
中
﹂
に
言
及
し
﹁
古
都
の
い

ず
れ
の
地
区
を
事
細
か
に
描
い
た
も
の
で
も
︑
現
実
そ
の
ま
ま
の
描
写
を
詰
め
込
ん
だ
も
の
で
も
な
い
﹂
が
﹁
こ
こ
数
年
来
北
京
の
生
活
を
描
い

た
最
も
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る二

〇

﹂
と
高
い
評
価
を
入
れ
て
い
る
︒
注
目
し
た
い
の
は
言
語
表
現
と
認
識
の
関
係
を
述

べ
る
部
分
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
優
れ
た
小
説
家
の
条
件
と
し
て
︑﹁
小
説
家
は
知
覚
的
鋭
敏
さ
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
概
念
の
直
感
的
理
解
を
調
和
さ
せ
﹂﹁
明
晰

性
を
五
感
で
感
知
﹂
し
︑﹁
生
き
生
き
と
し
た
情
感
を
持
ち
つ
つ
︑
鋭
さ
︑
力
強
さ
を
失
う
こ
と
な
く
そ
の
情
感
を
分
析
し
つ
つ
そ
の
活
力
を
失
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わ
ず
に
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
﹂
と
し
︑
そ
の
た
め
に
﹁
言
語
の
仲
介
に
よ
っ
て
表
現
す
る
能
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
言
葉
は
基
本
で
あ

る
︒﹂
と
論
じ
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

感
情
は
過
程
︑
活
動
︑
動
き
で
あ
り
︑
思
考
活
動
そ
れ
自
体
も
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
︒
ア
イ
デ
ア
や
思
考
は
︑
動
画
の
中
の
各
写
真
の

よ
う
に
︑
こ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
を
横
切
る
固
定
す
る
断
片
で
あ
り
︑
思
考
を
長
い
間
固
定
さ
せ
る
と
活
力
や
流
れ
は
止
ま
っ
て
し
ま
う
︒

知
的
な
明
瞭
化
は
こ
の
よ
う
に
し
て
あ
る
種
の
破
壊
を
も
た
ら
す
︒
人
に
よ
っ
て
は
知
覚
活
動
︑
感
情
︑
思
考
は
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
は
め
っ

た
に
お
こ
ら
な
い
が
︑
人
に
よ
っ
て
は
破
滅
的
と
な
る
︒
生
き
生
き
と
し
た
情
感
を
持
つ
も
の
は
︑
破
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
明
瞭
化
を
行
い

う
る
よ
う
だ
が
︑
し
か
し
言
語
運
用
を
き
ち
ん
と
行
え
る
と
は
限
ら
な
い
︒
こ
の
関
係
に
お
け
る
言
語
運
用
の
技
巧
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て

い
な
い
︒
小
説
家
は
表
現
さ
れ
る
対
象
を
自
然
に
表
現
す
る
力
を
持
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
感
情
の
う
ね
り
を
表
現
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
き
は
︑
そ
れ
を
固
定
し
た
品
書
き
に
す
る
こ
と
な
く
︑
表
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
の
い
わ
ゆ
る
﹁
生
き
て
い
る
言
葉
﹂
と

は
︑
我
々
に
人
生
の
鼓
動
の
反
響
を
提
供
し
︑
伝
え
︑
誘
発
で
き
る
言
葉
を
意
味
す
る
︒
こ
れ
が
第
一
級
の
小
説
家
に
と
っ
て
な
く
て
は
な

ら
ぬ
特
別
な
感
性
の
要
素
で
あ
る
︒

論
文
全
体
を
読
む
と
金
岳
霖
が
こ
こ
で
暗
に
﹁
九
十
九
度
中
﹂
で
使
わ
れ
る
言
葉
は
﹁
人
生
の
鼓
動
の
反
響
を
提
供
し
︑
伝
え
︑
誘
発
で
き

る
﹂﹁
生
き
た
言
葉
﹂
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
︒
流
動
す
る
思
考
と
い
う
見
方
に
は
金
の
米
英
留
学
と
重
な
る
時
期
に
欧
米

知
識
人
層
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
響
き
を
感
じ
る
が
︑
こ
こ
で
は二

一

︑
金
岳
林
が
林
徽
因
の
作
家
と
し
て
の
資
質
を
こ
の
よ

う
な
言
葉
と
思
考
の
関
係
に
見
た
点
を
注
目
し
て
お
き
た
い
︒
と
い
う
の
は
︑﹁
九
十
九
度
中
﹂
雑
誌
掲
載
の
翌
年
︑
す
な
わ
ち
金
岳
霖
の
こ
の

論
文
の
前
年
に
発
表
し
た
詩
に
関
す
る
論
考二

二

で
︑
林
徽
因
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
こ
で
示
さ
れ
た
言
葉
と
思
考
の
関
係
は
金
岳

霖
の
指
摘
と
響
き
あ
っ
て
お
り
︑
更
に
言
え
ば
こ
れ
こ
そ
が
言
語
表
出
に
お
け
る
林
徽
因
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
︒
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詩
を
書
く
こ
と
と
は
︑
あ
る
い
は
こ
う
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
︑
い
わ
ば
一
瞬
ひ
ら
め
き
く
そ
の
力
を
ぐ
っ
と
つ
か
み
︑
同
時
に
潜
在
意
識
が

浮
き
沈
み
す
る
ま
ま
に
︑
自
己
の
内
心
を
め
ぐ
っ
て
い
る
︑
そ
の
時
々
に
強
ま
る
情
感
─
喜
び
︑
哀
し
み
︑
恨
み
つ
ら
み
︑
恋
し
さ
︑
深

い
も
の
︑
浅
い
も
の
︑
あ
る
い
は
纏
綿
と
し
︑
あ
る
い
は
熱
烈
な
そ
う
い
っ
た
情
感
を
模
索
し
︑
そ
の
一
方
で
直
観
に
し
た
が
っ
て
︑
今
こ

こ
で
あ
る
い
は
記
憶
の
中
で
五
官
が
ふ
と
触
れ
た
意
象
─
色
︑
形
態
︑
音
︑
動
き
︑
繊
細
な
︑
あ
る
い
は
親
密
な
︑
雄
大
な
︑
奇
抜
な
そ

れ
ら
を
認
識
し
︑
弁
別
す
る
︑
さ
ら
に
一
歩
す
す
ん
で
︑
こ
う
い
っ
た
異
な
る
性
質
の
︑
異
な
る
重
み
の
︑
流
転
し
定
ま
り
が
た
い
情
感
意

象
が
互
い
に
融
合
し
︑
交
錯
し
も
く
ろ
ま
れ
て
発
生
す
る
思
念
を
さ
ら
に
理
知
的
に
探
究
し
︑
分
析
し
︑
理
解
感
得
す
る
こ
と
︑
そ
の
う
え

で
言
語
文
字
︵
そ
の
音
︑
意
味
を
運
用
し
た
︶
を
以
っ
て
こ
の
内
心
の
意
象
︑
情
緒
を
描
写
し
︑
表
現
し
︑
同
時
に
あ
る
い
は
異
な
る
時
間

の
中
で
適
応
し
あ
う
か
互
い
に
矛
盾
す
る
な
か
で
巻
き
起
こ
る
波
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
︒︵
︙
︶

金
岳
霖
の
親
友
で
あ
っ
た
徐
志
摩
は
︑
師
と
し
て
仰
ぐ
ラ
ッ
セ
ル
が
好
ん
だ
ロ
マ
ン
派
詩
人
シ
ェ
リ
ー
の
詩
に
傾
倒
し
て
お
り
︑
そ
の
影
響
を

受
け
た
林
徽
因
が
シ
ェ
リ
ー
の
か
の
有
名
な
﹁
詩
の
擁
護
﹂
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
れ
る
が
︑
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
︑

言
葉
を
︑
意
味
を
載
せ
る
器
と
し
て
透
明
化
す
る
こ
と
は
せ
ず
︑
言
語
そ
の
も
の
の
感
触
に
注
意
を
払
い
︑
流
れ
︑
リ
ズ
ム
も
ろ
と
も
捉
え
よ
う

と
す
る
言
語
観
︑
合
理
的
理
知
的
に
対
象
を
腑
分
け
し
整
合
性
を
見
出
し
て
再
現
す
る
い
わ
ゆ
る
﹁
近
代
的
な
写
実
﹂
か
ら
は
逸
脱
す
る
動
き
を

は
ら
ん
だ
︑
流
動
の
美
学
と
で
も
い
う
べ
き
言
語
感
覚
で
あ
る
︒

　
﹁
九
十
九
度
中
﹂
で
は
︑
緻
密
な
構
成
の
な
か
で
す
べ
て
の
﹁
事
件
﹂
が
落
ち
着
く
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
か
に
見
え
な
が
ら
︑
意
義
︑
主
題
と

い
っ
た
も
の
が
明
確
に
示
さ
れ
ず
︑
始
ま
り
と
終
わ
り
の
あ
る
︑
意
味
の
完
結
し
た
統
一
体
と
し
て
の
物
語
に
は
な
ら
な
い
︒
全
編
を
貫
く
華
氏

九
十
九
度
と
い
う
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
の
提
示
︑
即
ち
︑
焼
け
つ
く
よ
う
な
道
路
︑
ま
ぶ
し
さ
︑
の
ど
の
ひ
り
つ
き
︑
唇
の
渇
き
︑
溶
け
た
氷
︑

車
の
巻
き
あ
げ
る
埃
︑
喧
嘩
に
群
が
る
群
衆
の
声
等
々
︑
視
覚
だ
け
で
な
い
五
感
全
般
に
訴
え
る
感
触
そ
の
も
の
を
感
じ
た
と
き
︑
様
々
な
事
件

の
絡
み
合
い
の
中
か
ら
︑
料
理
の
重
み
に
体
を
ぐ
ら
つ
か
せ
た
一
人
の
人
夫
の
死
が
消
え
る
こ
と
の
な
い
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
浮
き
上
が
っ
て
く

る
︒
そ
こ
に
は
ど
こ
か
不
安
定
な
落
ち
着
か
な
い
感
じ
を
あ
た
え
る
言
葉
の
存
在
が
あ
る
︒
現
実
と
い
う
も
の
の
慣
習
的
な
描
写
か
ら
逸
脱
す
る
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言
葉
︑
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
観
念
的
な
﹁
知
識
﹂
＝
制
度
の
愚
か
し
さ
︑
愚
昧
︑
死
等
々
が
﹁
感
触
﹂
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
︒
こ
の
不
安
定
な

言
葉
の
存
在
が
︑
実
は
か
の
教
授
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
﹁
わ
か
り
に
く
さ
﹂
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
て
く
る
︒

細
部
ま
で
目
の
行
き
届
い
た
描
写
は
︑
細
部
を
よ
く
見
れ
ば
そ
こ
に
隠
れ
た
真
実
を
見
出
せ
る
と
い
う
意
識
の
表
れ
で
あ
り
︑
こ
の
写
実
主
義

の
精
神
を
受
け
入
れ
た
李
健
吾
が
﹁
九
十
九
度
中
﹂
を
評
価
し
た
の
も
︑
こ
う
い
っ
た
真
実
へ
の
切
り
込
み
か
た
こ
そ
時
代
に
見
合
っ
た
も
の
と

み
た
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
九
十
九
度
中
﹂
に
は
︑
そ
う
い
っ
た
理
知
的
分
析
と
か
視
線
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
る
要
素

が
あ
り
︑
そ
れ
が
金
岳
霖
／
林
徽
因
が
呈
示
し
た
﹁
生
の
情
動
﹂
に
つ
な
が
る
生
々
し
い
動
き
︑
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
感
触
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
︒
漢
字
の
反
復
︑
変
則
的
な
組
み
合
わ
せ
︑
統
語
法
か
ら
ず
れ
る
用
法
等
々
が
︑
声
︑
熱
気
︑
肌
の
感
触
等
々
の
感
覚
的
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
を

呼
び
覚
ま
す
︒﹁
意
味
内
容
﹂
か
ら
は
処
理
で
き
な
い
こ
う
い
っ
た
感
覚
的
な
も
の
︑
逸
脱
し
た
何
か
︑
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
﹁
近
代
﹂
の
概
念
が

取
り
こ
ぼ
し
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
何
か
で
あ
り
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹁
九
十
九
度
中
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
私
た
ち
が
見
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

成
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
現
代
中
国
語
の
書
き
言
葉
と
英
語
表
現
の
双
方
に
長
け
た
林
徽
因
が
真
摯
に
書
き
つ
け
た
言
葉
た
ち
︑
そ
れ
を
今
日
の
状

況
の
中
で
丁
寧
に
追
っ
て
み
る
こ
と
で
﹁
新
た
な
視
野
﹂
が
開
け
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
︒

　
註一 

原
載
﹃
学
文
﹄
第
一
巻
第
一
期
︵
一
九
三
四
年
五
月
︶︑
二
一
─
四
七
頁
︒
署
名
は
林
徽
音
︒﹃
林
徽
因
集　

小
説
・
戯
劇
・
翻
訳
・
書
信
﹄︵
人
民
文

学
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
︶
所
収
︒
本
稿
で
は
﹃
学
文
﹄
掲
載
の
も
の
を
底
本
と
し
て
使
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
戧
刊
号
に
は
︑
徽
音
の
署
名
で
初

期
詩
作
の
代
表
と
さ
れ
る
﹁
你
是
人
間
的
四
月
天
﹂︑
ま
た
卞
之
琳
譯
に
よ
る
 T. 

 S.
エ
リ
オ
ッ
ト
の
評
論
﹁
伝
統
与
個
人
的
才
能
﹂
等
も
掲
載
︒

二  

﹃
朱
自
清
全
集　

第
九
巻　

日
記
編
日
記
︵
上
︶﹄︵
江
蘇
教
育
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︶︑
二
三
五
頁
︒
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三 

中
国
語
タ
イ
ト
ル
は
﹁
牆
上
一
點
痕
跡
﹂﹃
新
月
﹄
第
四
巻
第
一
期
︵
一
九
三
三
年
︶︑
一
─
一
二
頁
︒ 

作
品
の
前
に
つ
け
た
二
頁
半
の
紹
介
で
は
︑
一

九
二
〇
年
代
初
頭
ウ
ル
フ
が
作
品
を
発
表
し
始
め
た
当
初
︑
賛
否
双
の
作
家
た
ち
の
名
前
を
具
体
的
に
上
げ
る
な
ど
 T. 

 S.
エ
リ
オ
ッ
ト
と
親
交
の
あ
っ

た
葉
公
超
な
ら
で
は
の
情
報
を
伝
え
て
い
る
︒

四 

例
え
ば
李
愛
雲
﹁
従
互
文
性
看
伍
爾
夫
対
中
国
現
代
作
家
的
影
響
﹂﹃
長
江
大
学
学
報
︵
社
会
科
学
版
︶﹄︵
第
三
四
巻
第
九
期
︑
二
〇
一
一
年
九
月
︑

三
〇
─
三
二
頁
︶
で
は
﹁
九
十
九
度
中
﹂
の
先
行
テ
ク
ス
ト
と
し
て
﹁
ダ
ロ
ウ
ェ
イ
夫
人
﹂
を
関
連
付
け
て
い
る
︒

五 

李
健
吾
﹁﹃
九
十
九
度
中
﹄﹂
原
載
﹃
大
公
報
﹄﹁
小
公
園
﹂
第
一
七
六
九
号
︵
一
九
三
五
年
八
月
十
八
日
︶︒
後
﹃
咀
華
集
﹄︵
上
海
文
化
生
活
出
版
社
︑

一
九
三
六
年
十
二
月
︶
に
収
め
る
︒

六 
H

ubert H
enry D

avies ︵1869-1917

︶
原
作 The M

ollusc

を
趙
元
任
が
改
作
し
︑
一
九
三
一
年
七
月
十
日
︑
十
一
日
︑
北
平
の
協
和
医
院
講
堂
に
て

上
演
︒
香
山
で
療
養
中
の
林
徽
因
が
劇
評
を
も
と
に
批
評
︵﹁
設
計
和
幕
后
困
難
問
題
﹂
北
平
﹃
晨
報
﹄
“劇
刊
”
第
三
二
期
︑一
九
三
一
年
八
月
二
日
︶

を
行
っ
た
こ
と
で
論
争
が
起
こ
り
︑
最
終
的
に
は
林
徽
因
が
﹁
希
望
不
因
软
体
动
物
的
公
演
引
出
硬
体
的
笔
墨
官
司
﹂︵
原
載
北
平
︽
辰
報
副
刊
︾
八

月
二
十
三
日
︶
を
発
表
し
て
終
結
さ
せ
る
︒

七 

陳
学
勇
﹁
林
徽
因
年
表
﹂︵﹃
蓮
灯
微
光
里
的
夢　

林
徽
因
的
一
生
﹄
人
民
文
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
所
収
よ
り
︒

八 

﹃
華
北
日
報
・
劇
芸
周
﹄
五
月
二
十
六
日
掲
載
︒

九 

戯
曲
﹁
梅
真
同
他
們
﹂︒
原
載
﹃
文
学
雑
誌
﹄
第
一
巻
第
一
期
・
第
二
期
・
第
三
期
︵
一
九
三
七
年
五
月
・
六
月
・
七
月
︶︒﹃
林
徽
因
集　

小
説
・
戯

劇
・
翻
訳
・
書
信
﹄︵
二
〇
一
四
年
︶︑
前
掲
書
所
収
︒
四
幕
の
う
ち
三
幕
ま
で
で
中
断
さ
れ
て
い
る
︒

一
〇 

中
国
語
の
﹁
自
由
間
接
話
法
﹂
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
中
里
見
敬
﹁
中
国
語
の
自
由
間
接
話
法
に
つ
い
て
﹂︵﹃
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
﹄
別
冊
７
︑

九
州
大
学
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
二
三
─
一
三
九
頁
︶︑http://hdl.handle.net/2324/19876

︒
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
二
〇
一
三
年
十
月
十

八
日
︒

一
一 

李
艶
雲
﹁﹃
九
十
九
度
中
﹄
叙
述
技
巧
分
析
﹂﹃
山
西
大
同
大
学
学
報
﹄
二
九
巻
第
二
期
︵
二
〇
一
五
年
四
月
︶︑
六
九
─
七
二
頁
︒

一
二 

劉
俐
俐
︑
汪
怡
涵
﹁
李
健
吾
評
価
﹃
九
十
九
度
中
﹄
“
最
富
有
現
代
性
”
的
原
因
深
析
﹂︵﹃
内
蒙
古
大
学
学
報
︵
人
文
社
会
科
学
版
︶﹄
第
三
八
巻
第

四
期
︑
二
〇
〇
六
年
七
月
︑
八
六
─
九
一
頁
︶
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
のw

indow

に
な
ぞ
ら
え
るM

arie-Laure Ryan

の
分
析
方
法
を
用
い
て
分
か

り
易
く
構
造
分
析
を
し
て
い
る
が
﹁
言
志
﹂
と
﹁
載
道
﹂
の
二
元
論
で
や
や
強
引
に
結
論
付
け
を
し
て
い
る
︒

一
三 

﹃
新
月
﹄
第
三
巻
第
九
期
︵
一
九
三
一
年
九
月
︶
掲
載
︒

一
四 

高
恒
文
﹁
林
徽
因
小
説
﹃
窘
﹄﹂﹃
書
城
﹄
一
九
九
七
年
第
五
期
四
〇
頁
︒



─ 136─ （69）

一
五	

李
健
吾
﹁﹃
九
十
九
度
中
﹄﹂︒

一
六 
楊
莉
馨
﹁
論
“新
月
派
”
作
家
与
伍
爾
夫
敵
精
神
契
合
与
文
学
関
聯
﹂﹃
南
京
師
範
大
学
報
︵
社
会
科
学
報
︶﹄
二
〇
〇
九
年
第
二
期
︑
一
四
一
─
一
四

六
頁
︒

一
七 

一
九
二
〇
年
代
戧
造
社
の
メ
ン
バ
ー
︑
特
に
郭
沫
若
に
お
け
る
﹁
意
識
の
流
れ
﹂
と
三
十
年
代
英
国
文
学
経
由
の
比
較
検
討
は
中
国
に
お
け
る
﹁
近
代
﹂

を
考
え
る
に
必
要
な
作
業
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
論
を
絞
る
た
め
に
取
り
上
げ
て
い
な
い
︒
郭
抹
若
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
坂
井
洋
史
﹃
逸
脱
と
啓

示　

中
国
現
代
作
家
研
究
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
二
年
︶
第
三
章
に
て
優
れ
た
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
尚
︑﹁
太
太
﹂
は
林
徽
因
を
指
す
︒

一
八 

林
徽
因
が
中
等
教
育
を
受
け
た
培
華
女
学
校
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
林
徽
因
と
培
華
女
学
校
﹂﹃
近
代
中
国 

そ
の
表
象
と
現
実
─
女
性
・
戦
争
・
民
俗

文
化
﹄︵
平
凡
社
︑
二
〇
一
六
年
刊
行
予
定
︶
所
収
参
照
︒

一
九 

 Y. L. C
hin, “Truth in True N

ovel” T’ien H
sia M

onthly, (A
pril,1937) : pp. 342-366.

二
〇 

そ
の
あ
と
に
︑
小
説
の
パ
タ
ー
ン
が
人
生
の
コ
ピ
ー
で
は
な
い
例
と
し
て
︑﹁
リ
ア
ル
で
あ
ろ
う
と
し
た
﹃
ユ
リ
シ
ー
ズ
﹄
が
﹃
ダ
ロ
ウ
ェ
イ
夫
人
﹄

ほ
ど
に
は
強
い
現
実
感
︵sense of reality

︶
を
訴
え
か
け
な
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
﹂
と
続
け
て
い
る
︒﹁
ユ
リ
シ
ー
ズ
﹂
は
リ
ア
ル
さ
を
表
現
し
て
い

る
が
︑
そ
れ
は
﹁
ダ
ロ
ウ
ェ
イ
夫
人
﹂
ほ
ど
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
︒

二
一 

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
中
国
に
お
け
る
影
響
に
関
す
る
最
近
の
考
察
は
以
下
参
照
︒
白
井
澄
世
﹁
五
四
喜
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
・
生
命
主
義
に
関
す
る
一
考

察
─
瞿
秋
白
を
中
心
に
﹂﹃
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
﹄
第
十
号
︵
二
〇
〇
七
年
十
一
月
︶︑
十
六
─
四
八
頁
︒

二
二 

﹁
究
竟
怎
麼
一
回
事
﹂
原
載
﹃
大
公
報
﹄﹁
文
芸
副
刊
﹄
第
二
〇
六
期
︵
一
九
三
六
年
八
月
三
十
日
︶︑﹃
林
徽
因
集　

詩
歌
・
散
文
﹄︵
人
民
文
学
出
版

社
︑
二
〇
一
四
年
︶
所
収
︒︒


