
「
丁
度
、
猿
の
親
が
猿
の
子
の
風
を
と
る
や
う
に
、
」

「
羅
生
門
」
を
読
む
に
あ
た
っ
て
ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
、
主
人
公

で
あ
る
「
下
人
」
と
並
ぶ
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
「
老
婆
」
（
そ
も
そ

も
こ
の
小
説
に
は
厳
密
な
意
味
で
登
場
人
物
と
言
え
る
も
の
は
他
に

い
な
い
）
の
、
そ
の
描
写
で
あ
る
。

原
拠
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
九
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人

語
第
十
八
」
で
は
、
「
年
極
く
老
た
る
嬉
の
白
髪
白
き
が
」
と
し
か
描

か
れ
て
い
な
い
も
の
が
、
小
説
で
は
「
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背

の
低
い
、
痩
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の
や
う
な
老
婆
で
あ
る
。
」
と
形

容
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
老
婆
は
次
に
列
挙
し
た

ょ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
か
つ
徹
底
し
た
動
物
の
臀
喩
を
以
て
語
ら

れ
て
い
る
。

老
婆
11

獣

「
羅
生
門
」

論「
猿
」
と
人
間
、

周
知
の
通
り
、
「
羅
生
門
」
に
関
し
て
は
無
数
の
先
行
論
が
積
み
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
芥
川
作
品
の
中
で
は
勿
論
の
こ
と
、
日
本
近
代
文

学
研
究
の
中
で
も
恐
ら
く
最
も
数
多
く
言
及
が
行
わ
れ
た
（
今
も
行

わ
れ
て
い
る
）
小
説
の
一
っ
で
は
な
い
か
。
当
然
、
こ
の
「
猿
の
や

う
な
」
に
代
表
さ
れ
る
動
物
的
な
老
婆
の
描
写
、
も
し
く
は
そ
の
よ

う
に
形
容
さ
れ
る
老
婆
と
い
う
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
も
論
考
が
重

ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
最
も
こ
の
形
容
に
焦
点
化
し
て
先
鋭

的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
東
郷
克
美
の
、
そ
の
名
も
「
「
猿
の
や
う
な
」

人
間
の
行
方
」
が
あ
る
だ
ろ
う
。
東
郷
は
そ
の
稿
の
冒
頭
近
く
で
老

婆
の
形
容
描
写
に
触
れ
、
「
作
者
が
老
婆
を
動
物
的
存
在
と
し
て
描
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
動
物
的
存
在
」
と
は
、
前
後
で
「
人
間
獣
」

そ
し
て
語
り
手

「
丁
度
、
鶏
の
脚
の
や
う
な
、
骨
と
皮
ば
か
り
の
腕
で
あ
る
。
」

「
睦
の
赤
く
な
っ
た
、
肉
食
鳥
の
や
う
な
、
鋭
い
眼
」

五

島

慶
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と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
内
な
る
獣
性
（
己
の
本
能

や
欲
望
を
前
面
に
出
し
、
道
徳
・
倫
理
を
蹂
躙
す
る
よ
う
な
あ
り
方
）

の
謂
で
あ
る
よ
う
だ
（
東
郷
論
は
「
倫
盗
」
の
登
場
人
物
た
ち
か
ら
「
地

獄
変
」
の
良
秀
へ
と
至
る
そ
の
系
譜
を
追
う
）
。

し
か
し
論
者
は
こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
老
婆
を
、
人
間
の
中
の

獣
性
な
ど
で
は
な
く
、
人
間
と
対
峙
・
対
立
す
る
獣
そ
の
も
の
の
表

象
と
し
て
読
む
こ
と
を
提
起
し
た
い
と
思
う
。
前
者
か
ら
出
発
す
る

読
み
で
は
、
結
局
そ
れ
は
ア
ン
チ
人
間
性
の
表
象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
、
人
間
性
と
の
葛
藤
や
そ
れ
ら
の
止
揚
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
着
す

る
の
だ
が
、
こ
の
小
説
の
中
で
、
羅
生
門
楼
上
と
い
う
舞
台
に
お
い

て
「
下
人
」
と
い
う
一
人
の
人
間
（
あ
る
い
は
人
間
の
一
人
）
の
前

に
立
ち
現
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
人
間
の
中
の
「
獣
的
性
質
」
な

ど
と
い
う
持
っ
て
回
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
端
的
に
「
猿
」
、
す
な

わ
ち
獣
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
把
握
で
あ
る
。

そ
の
証
左
の
一
っ
と
し
て
、
作
中
で
老
婆
に
は
言
葉
が
与
え
ら
れ

て
い
な
い
、
と
い
う
状
況
が
見
て
取
れ
る
。
確
認
の
た
め
に
、
文
中

か
ら
、
台
詞
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
箇
所
を
抽
出
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
下
人
に
関
し
て
。

「
お
の
れ
、
ど
こ
へ
行
く
。
」

下
人
は
、
老
婆
が
屍
骸
に
つ
ま
づ
き
な
が
ら
、
慌
て
ふ
た
め

い
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
行
手
を
塞
い
で
、

ti罵つ
た
。

「
き
っ
と
、
さ
う
か
。
」

そ
こ
で
、
下
人
は
、
老
婆
を
、
見
下
し
な
が
ら
、
少
し
声
を
柔

げ
て
が
引
云
っ
た
。

「
己
は
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
。
今
し
方
こ

の
門
の
下
を
通
り
か
A

っ
た
旅
の
者
だ
。
だ
か
ら
お
前
に
縄
を

か
け
て
、
ど
う
し
よ
う
と
云
ふ
や
う
な
事
は
な
い
。
唯
今
時
分
、

こ
の
門
の
上
で
、
何
を
し
て
居
た
の
だ
か
、
そ
れ
を
己
に
話
し

さ
へ
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
」

老
婆
の
話
が
完
る
と
、
下
人
は
嘲
る
や
う
な
声
で
念
を
押
し

た
。
さ
う
し
て
、
一
足
前
へ
出
る
と
、
不
意
に
右
の
手
を
面
胞

か
ら
離
し
て
、
老
婆
の
襟
上
を
つ
か
み
な
が
ら
、
喘
み
つ
く
ゃ

う
に
が
引
云
っ
た
。

「
で
は
、
己
が
引
剥
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
己
も
さ
う
し

な
け
れ
ば
、
磯
死
を
す
る
体
な
の
だ
。
」

複
数
の
「
か
う
」
云
っ
た
な
ど
の
表
現
か
ら
は
、
こ
こ
に
引
用
し

た
「
」
内
が
い
ず
れ
も
彼
自
身
の
声
に
よ
る
直
接
の
発
話
1

言

葉
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

対
し
て
一
方
の
老
婆
の
方
は
、
次
の
引
用
前
半
に
あ
る
よ
う
に
、
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「
何
を
し
て
ゐ
た
。
云
へ
。
云
は
ぬ
と
、
こ
れ
だ
ぞ
よ
。
」

下
人
は
、
老
婆
を
つ
き
放
す
と
、
い
き
な
り
、
太
刀
の
鞘
を
払

つ
て
、
白
い
鋼
の
色
を
そ
の
眼
の
前
へ
つ
き
つ
け
た
。
け
れ
ど
も
、

老
婆
は
黙
つ
て
ゐ
る
。
両
手
を
わ
な
わ
な
ふ
る
は
せ
て
、
肩
で

息
を
切
り
な
が
ら
、
眼
を
、
眼
球
が
眠
の
外
へ
出
さ
う
に
な
る
程
、

見
開
い
て
、
唖
の
や
う
に
執
拗
＜
黙
つ
て
ゐ
る
。
（
略
）

す
る
と
、
老
婆
は
、
見
開
い
て
ゐ
た
眼
を
、
一
層
大
き
く
し
て
、

ぢ
つ
と
そ
の
下
人
の
顔
を
見
守
っ
た
。
眠
の
赤
く
な
っ
た
、
肉

食
鳥
の
や
う
な
、
鋭
い
眼
で
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
被
で
、

殆
、
鼻
と
―
つ
に
な
っ
た
唇
を
、
何
か
物
で
も
噛
ん
で
ゐ
る
や

う
に
動
か
し
た
。
細
い
喉
で
、
尖
っ
た
喉
仏
の
動
い
て
ゐ
る
の

が
見
え
る
。
そ
の
時
、
そ
の
喉
か
ら
、
鶉
の
暗
く
や
う
な
声
が
、

喘
ぎ
喘
ぎ
、
下
人
の
耳
へ
伝
は
つ
て
来
た
。

「
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
茎
に
せ
う
と

思
う
た
の
ぢ
や
。
」

引
用
後
半
で
描
か
れ
て
い
る
最
初
の
台
詞
（
ら
し
き
も
の
）
は
「
雅

の
暗
く
や
う
な
声
」
と
（
そ
の
前
の
「
肉
食
鳥
の
や
う
な
」
眼
も
含

め
て
）
動
物
的
瞥
喩
と
共
に
紹
介
さ
れ
る
上
、
そ
れ
は
先
に
見
た
「
下

人
」
に
関
す
る
パ
タ
ー
ン
と
異
な
り
、
老
婆
自
ら
が
「
云
っ
た
」
で

ま
ず
な
か
な
か
言
葉
を
発
せ
ず
、

は
な
く
、
「
下
人
の
耳
へ
伝
は
つ
て
来
た
」
と
間
接
的
な
様
態
ー
ー
＇
「
下

人
」
側
の
理
解
・
把
握
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

更
に
続
い
て
く
る
老
婆
の
台
詞
（
ら
し
き
も
の
）
は
、

老
婆
は
、
片
手
に
、
ま
だ
屍
骸
の
頭
か
ら
奪
っ
た
長
い
抜
け
毛

を
持
っ
た
な
り
、
墓
の
つ
ぶ
や
く
や
う
な
声
で
、
口
ご
も
り
な

が
ら
、
こ
ん
な
事
を
云
っ
た
。

「
成
程
な
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
は
、
何
ぼ
う
悪

い
事
か
も
知
れ
ぬ
。
ぢ
や
が
、
こ
A

に
ゐ
る
死
人
ど
も
は
、
皆
、

そ
の
位
な
事
を
、
さ
れ
て
も
い
、
人
間
ば
か
り
だ
ぞ
よ
。
現
在
、

わ
し
が
今
、
髪
を
抜
い
た
女
な
ど
は
な
、
蛇
を
四
寸
ば
か
り
づ
ヽ

に
切
っ
て
干
し
た
の
を
、
干
魚
だ
と
云
う
て
、
太
刀
帯
の
陣
ヘ

売
り
に
往
ん
だ
わ
。
疫
病
に
か
、
つ
て
死
な
な
ん
だ
ら
、
今
で

も
売
り
に
往
ん
で
ゐ
た
事
で
あ
ろ
。
そ
れ
も
よ
、
こ
の
女
の
売

る
干
魚
は
、
味
が
よ
い
と
云
う
て
、
太
刀
帯
ど
も
が
、
欠
か
さ

ず
菜
料
に
買
つ
て
ゐ
た
さ
う
な
。
わ
し
は
、
こ
の
女
の
し
た
事

が
悪
い
と
は
思
う
て
ゐ
ぬ
。
せ
ね
ば
、
餓
死
を
す
る
の
ぢ
や
て
、

仕
方
が
な
く
し
た
事
で
あ
ろ
。
さ
れ
ば
、
今
又
、
わ
し
の
し
て

ゐ
た
事
も
悪
い
事
と
は
思
は
ぬ
よ
。
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね

ば
、
餓
死
を
す
る
ぢ
や
て
、
仕
方
が
な
く
す
る
事
ぢ
や
わ
い
の
。

ぢ
や
て
、
そ
の
仕
方
が
な
い
事
を
、
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
こ
の
女
は
、

大
方
わ
し
の
す
る
事
も
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
。
」
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（
前
略
）
成
程
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
は
、
悪
い

こ
こ
に
見
る
と
お
り
、
再
び
「
驀
の
つ
ぶ
や
く
や
う
な
声
で
」
と

い
う
動
物
讐
喩
が
重
ね
ら
れ
た
上
、
「
こ
ん
な
事
」
と
纏
め
を
前
提
に

し
た
形
で
語
り
が
始
め
ら
れ
る
。
「
云
っ
た
」
と
一
見
直
接
話
法
の
よ

う
に
見
せ
な
が
ら
、
「
こ
ん
な
事
」
と
い
う
要
約
を
示
す
表
現
は
、
そ

れ
が
老
婆
の
発
話
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
「
下
人
」
に
そ

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
側
面
を
強
調
し
た
も

-
8
-

の
と
な
っ
て
い
る
。
実
は
こ
の
部
分
は
、
初
出
形
か
ら
今
日
見
る
決

定
稿
に
至
る
過
程
で
大
き
く
改
め
ら
れ
た
箇
所
の
―
つ
で
あ
る
。
初

出
に
お
け
る
そ
の
箇
所
の
本
文
を
次
に
掲
げ
る
が
、
そ
こ
で
は
は
っ

き
り
と
、
老
婆
の
述
懐
か
ら
そ
の
内
容
を
抽
出
し
た
纏
め
、
す
な
わ

ち
「
下
人
」
の
把
握
の
形
を
採
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
後
に
は
「
＼
あ
ろ
」
「
ぢ
や
が
」
「
ぢ
や
て
」
な
ど
の
独

特
の
文
末
．
接
続
表
現
や
、
「
わ
し
」
と
い
う
一
人
称
を
入
れ
る
こ
と

で
、
恰
も
老
婆
の
発
話
そ
の
も
の
の
再
現
で
あ
る
か
の
よ
う
な
擬
態

的
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
も
、
「
」
書

き
の
台
詞
ら
し
き
も
の
の
後
に
念
入
り
に
も
付
さ
れ
て
い
た
「
大
体

こ
ん
な
意
味
の
事
を
」
と
い
う
再
度
の
繰
り
返
し
は
そ
の
ま
ま
残
さ

れ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

老
婆
は
、
大
体
こ
ん
な
意
味
の
事
を
云
っ
た
。

大
体
こ
ん

事
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
死
人
の
多
く
は
、
皆

そ
の
位
な
事
を
、
さ
れ
て
も
い
、
人
間
ば
か
り
で
あ
る
。
現
に
、

自
分
が
今
、
髪
を
抜
い
た
女
な
ど
は
、
蛇
を
四
寸
ば
か
り
づ
ヽ

に
切
っ
て
干
し
た
の
を
、
干
魚
だ
と
云
つ
て
、
太
刀
帯
の
陣
ヘ

売
り
に
行
っ
た
。
疫
病
に
か
、
．
つ
て
死
な
な
か
っ
た
な
ら
、
今

で
も
売
り
に
行
っ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
女

の
売
る
干
魚
は
、
味
が
よ
い
と
云
ふ
の
で
、
太
刀
帯
た
ち
が
、

欠
か
さ
ず
菜
料
に
買
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
自
分
は
、
こ
の
女

の
し
た
事
が
悪
い
と
は
思
は
な
い
。
し
な
け
れ
ば
、
餞
死
を
す

る
の
で
仕
方
が
な
く
し
た
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
又
今
、

自
分
の
し
て
ゐ
た
事
も
、
悪
い
事
と
は
思
は
な
い
。
こ
れ
も
や

は
り
し
な
け
れ
ば
、
餞
死
を
す
る
の
で
、
仕
方
が
な
く
す
る
事

だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
の
仕
方
が
な
い
事
を
よ
く
知

つ
て
ゐ
た
こ
の
女
は
、
自
分
の
す
る
事
を
許
し
て
く
れ
る
の
に

ち
が
ひ
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
ー
|
老
婆
は

な
意
味
の
事
を
云
っ
た
。

そ
し
て
作
中
で
こ
れ
以
後
、
先
の
引
用
に
見
る
よ
う
に
、
自
ら
の

声
で
言
葉
を
発
す
る
「
下
人
」
と
は
対
比
的
に
、
老
婆
は
何
ら
の
「
こ

と
ば
」
を
も
発
さ
な
い
。
た
だ
、
末
尾
近
く
で
、
「
つ
ぶ
や
く
や
う
な
、

う
め
く
や
う
な
声
を
立
て
」
る
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の

場
面
で
彼
女
は
何
か
意
味
を
も
っ
た
こ
と
を
ー
ー
ー
何
ら
か
の
メ
ッ
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セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
語
り
手
は
そ
れ

を
そ
う
し
た
「
こ
と
ば
」
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

獣
に
言
葉
は
な
い
ー
|
持
た
な
い
•
い
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
を
示

す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
〈
老
婆
11
獣
、
畜
生
〉
を
強
調
し
、
そ
し
て
そ
れ
に

対
峙
す
る
「
下
人
」
を
配
置
す
る
と
い
う
構
図
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

に
関
し
て
特
に
浮
上
さ
せ
る
、
も
し
く
は
惹
起
す
る
も
の
、
そ
れ
は

〈
下
人
11
人
間
〉
か
ら
す
る
〈
獣
、
畜
生
〉
に
対
す
る
先
天
的
嫌
悪
感
と
、

理
由
な
き
（
そ
れ
ゆ
え
単
純
な
）
暴
力
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
舞
台
•
そ
の
中
の
〈
世
界
〉
と
し
て
の
羅
生
門

と
い
う
場
は
、
初
め
か
ら
無
人
で
、
そ
の
分
動
物
的
気
に
満
ち
た
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
次
の
引
用
の
傍
線
部
が
動
物
の
存
在
を

示
す
部
分
、
波
線
部
は
無
人
の
様
を
示
す
部
分
で
あ
る
。
そ
う
し
た

一
種
独
特
の
雰
囲
気
を
帯
び
た
〈
場
〉
に
あ
っ
て
、
落
ち
着
く
こ
と

の
で
き
ぬ
「
下
人
」
の
姿
に
や
が
て
語
り
は
焦
点
化
し
て
ゆ
く
。

或
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。

で
雨
や
み
を
待
っ
て
ゐ
た
。

広
い
門
の
下
に
は

〈獣、

畜
生
〉

こ
の
男
の

一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下

へ
の
嫌
悪
と
暴
力

丹
塗
の
剥
げ
た
、
大
き
な
円
柱
に
、
蛭
蝉
が
一
匹
と
ま
つ
て
ゐ

劇
。
羅
生
門
が
、
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
外
に
も
、

雨
や
み
を
す
る
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
三
人
は
あ
り

さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
男
の
外
に
は
誰
も
ゐ
な
い
。

何
故
か
と
云
ふ
と
、
こ
の
二
三
年
、
京
都
に
は
、
地
震
と

か
辻
風
と
か
火
事
と
か
餓
饉
と
か
云
ふ
災
が
つ
ゞ
い
て
起
つ
た
。

そ
こ
で
洛
中
の
さ
び
れ
方
は
一
通
り
で
は
な
い
。
旧
記
に
よ
る

と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金

銀
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
路
ば
た
に
つ
み
重
ね
て
、
薪

の
料
に
売
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
洛
中
が
そ
の
始
末
で

あ
る
か
ら
、
羅
生
門
の
修
理
な
ど
は
、
元
よ
り
誰
も
捨
て
、
顧

る
者
が
な
か
っ
た
。
す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を
よ
い
事
に

し
て
、
狐
狸
が
棲
む
。
盗
人
が
棲
む
。
と
う
と
う
し
ま
ひ
に
は
、

引
取
り
手
の
な
い
死
人
を
、
こ
の
門
へ
持
つ
て
来
て
、
棄
て
A

行
く
と
云
ふ
習
慣
さ
へ
出
来
た
。
そ
こ
で
、
日
の
目
が
見
え
な

く
な
る
と
、
誰
で
も
気
味
を
悪
る
が
つ
て
、
ご
び
回
凶
ヅ
近
所
へ

は
足
ぶ
み
を
し
な
い
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
代
り
又
鶉
が
何
処
か
ら
か
、
た
く
さ
ん
集
つ
て
来
た
。

昼
間
見
る
と
、
そ
の
鶉
が
何
羽
と
な
く
輪
を
描
い
て
、
高
い
鴎

尾
の
ま
は
り
を
暗
き
な
が
ら
、
飛
び
ま
は
つ
て
い
る
。
殊
に
門

の
上
の
空
が
、
夕
焼
け
で
あ
か
く
な
る
時
に
は
、
そ
れ
が
胡
麻

を
ま
い
た
や
う
に
は
つ
き
り
見
え
た
。
鶉
は
、
勿
論
、
門
の
上
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こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
大
別
し
て
二
様
の
義
が
あ
り
、
後
の
「
羅

生
門
」
本
文
に
「
ふ
だ
ん
な
ら
、
勿
論
、
主
人
の
家
へ
帰
る
可
き
筈

で
あ
る
。
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
後
者
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
因
み
に
、
大
槻
文
彦
『
言
海
」
（
明
治
二
十
二
〔
一
八
八
九
〕

年
五
月
初
版
）
に
は
「
下
人
」
の
説
明
に
「
身
分
低
キ
者
。
賤
シ
キ

者
。
」
と
い
う
説
明
し
か
挙
げ
て
い
な
い
が
、
芥
川
が
参
照
し
た
と
さ

れ
る
国
文
叢
書
本
「
今
昔
物
語
集
下
』
（
注
2
前
掲
）
の
頭
註
に
「
召

(Jo-

使
ど
も
な
る
べ
し
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
芥
川
は
前
掲

④
の
義
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
四
五
日
前
」
ま
で
は
狭
義
の
「
下
人
」
と
し
て
、
人
間
的
「
社
会
」

の
中
で
生
活
し
て
い
た
こ
の
男
が
、
「
永
年
、
使
は
れ
て
い
た
主
人
か

「
下
人
」
と
い
う
語
に
は
、

小
学
館

②
社
会
的
身
分
の
低
い
者
。
卑
賤
の
者
。
し
も
じ
も
の
者
。

④
平
安
時
代
以
後
の
隷
属
民
。
荘
園
の
地
頭
や
荘
官
、
名
主
や

地
主
な
ど
に
隷
属
し
て
、
家
事
、
農
業
、
軍
事
な
ど
主
家
の
雑

役
に
つ
か
わ
れ
、
財
産
と
し
て
土
地
と
い
っ
し
ょ
に
、
あ
る
い

は
別
々
に
売
買
質
入
や
譲
渡
の
対
象
と
な
っ
た
。
雑
人
。
奉
公
人
。

（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
四
巻

に
あ
る
死
人
の
肉
を
、
啄
み
に
来
る
の
で
あ
る
。

二
0
0
一四）

（
―
-
七
七
）

ら
、
暇
を
出
さ
れ
」
た
、
即
ち
急
に
そ
こ
か
ら
弾
き
出
さ
れ
、
そ
れ

と
は
お
よ
そ
対
極
に
あ
る
よ
う
な
羅
生
門
と
い
う
場
に
放
り
出
さ
れ

た
状
況
か
ら
こ
の
小
説
は
開
始
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
人
間
的
世
界

|
「
社
会
」
に
居
場
所
を
失
い
、
否
応
な
く
動
物
的
な
場
に
自
ら

を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
「
下
人
」
は
そ
れ
ゆ
え
「
途
方
に

く
れ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
彼
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
こ

そ
が
、
後
述
す
る
よ
う
な
「
老
婆
」

11

動
物
に
対
す
る
怒
り
や
暴
力

発
動
の
遠
因
・
契
機
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
再
度
原
拠
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
]
巻
二
十
九
「
羅
城

門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
第
十
八
」
を
参
照
す
る
と
、
そ
こ
で
も
羅

か
ら

生
（
城
）
門
の
「
上
の
層
に
は
死
人
の
骸
ぞ
多
か
り
け
る
」
と
は
書

か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
は
単
に
「
死
た
る
人
の
葬
な
ど

え

ざ

る

せ

否
不
レ
為
を
ば
此
の
門
の
上
に
ぞ
置
け
る
」
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ

る
だ
け
で
あ
り
、
小
説
「
羅
生
門
」
の
如
く
、
「
こ
の
二
三
年
」
の
「
洛

中
の
さ
び
れ
]
と
結
び
つ
け
、
そ
の
窮
極
的
な
帰
結
を
示
す
も
の
と

し
て
持
っ
て
き
た
り
は
し
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
語
り
手
「
作
者
」
の
参
照
し
た
と
い
う
初
め
の
「
旧
記
」
、

す
な
わ
ち
『
方
丈
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
養
和
の
大
飢
饉
」
な

ど
か
ら
仮
借
さ
れ
た
情
景
・
設
定
を
前
段
に
置
き
な
が
ら
、
あ
え
て

そ
れ
を
羅
生
門
と
い
う
場
に
焦
点
化
さ
せ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
出

来
る
。
長
明
が
記
録
し
て
い
る
の
は
史
実
か
ら
言
え
ば
、
安
元
三
年

の
大
火
、
治
承
四
年
（
―
-
八

0
)
の
辻
風
、
続
く
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養
和
年
間
（
―
-
八
一
ー
ニ
）

り
ゃ
く

の
大
飢
饉
、
元
暦
二
年
（
―
-
八
五
）

の
大
地
震
の
こ
と
で
あ
り
、
「
こ
の
二
三
年
」
で
そ
れ
ら
の
「
災
が
つ
ゞ

い
て
起
っ
た
」
と
い
う
「
羅
生
門
」
の
表
記
は
、
従
っ
て
若
干
の
時

間
的
圧
縮
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
は

平
氏
統
治
の
十
二
世
紀
末
期
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

つ
ま
り
、
物
語
上
直
接
の
典
拠
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
そ
れ
よ

り
も
遥
か
に
後
の
時
代
状
況
が
、
小
説
に
お
い
て
は
切
り
貼
り
的
に

入
れ
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

当
然
、
先
述
し
た
よ
う
な
羅
生
（
城
）
門
周
辺
が
無
人
地
帯
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
の
も
、
原
拠
か
ら
改
変
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、

元
の
ほ
う
で
は
「
朱
雀
の
方
に
人
重
り
行
け
れ
ば
」
「
山
城
の
方
よ
り

あ
た
ま
｛
マ
マ
ー

人
共
の
数
来
た
る
音
の
し
け
れ
ば
」
な
ど
と
、
人
影
の
存
在
が
繰
り

返
し
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
検
証
し
て
き
た
よ
う
な
〈
場
〉
の
設
定
に
お
け
る
原
拠
と
の

意
図
的
な
麒
齢
に
は
、
そ
こ
に
語
り
手
「
作
者
」
の
意
向
が
反
映
し

て
い
る
も
の
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
、
一
っ
の

方
向
性
の
下
に
こ
の
「
羅
生
門
」
の
物
語
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
舞
台
設
定
と
し
て
、
荒
廃
し
た
都
の
中

の
無
人
の
羅
生
門
と
い
う
〈
場
〉
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

結
論
の
一
部
を
先
取
り
し
て
お
け
ば
、
「
羅
生
門
」
の
無
人
の
さ
ま
、

そ
し
て
都
文
明
社
会
の
荒
廃
と
い
う
要
素
を
、
舞
台
設
定
の
上

で
は
っ
き
り
と
冒
頭
に
持
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
注
意
が

必
要
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
羅
生
（
城
）
門
の
上
層
に
登
る
と
い
う
点
で
は
、
原
拠

の
「
盗
人
」
と
小
説
の
「
下
人
」
で
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
「
盗
人
」

の
目
的
が
、
人
目
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
の
に
対
し
、
「
下
人
」
の

そ
れ
は
自
分
が
休
め
る
場
所
を
探
す
た
め
（
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
要

因
と
し
て
「
人
目
に
か
、
る
惧
の
な
い
」
と
い
う
の
も
出
て
く
る
が
、

そ
れ
は
目
的
の
第
一
義
で
は
な
い
）
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
寒
さ
を

凌
げ
そ
う
な
、
と
い
う
の
が
一
番
だ
が
、
同
時
に
下
人
の
こ
の
移
動

は
、
「
鶉
の
糞
が
、
点
々
と
白
く
こ
び
り
つ
い
て
ゐ
る
」
石
段
と
い
う
、

、
、
、
、
、
、
、
、

動
物
的
気
に
満
ち
た
空
間
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
ど
こ
か
自
ら
の
気
の

落
ち
着
く
場
所
へ
、
と
い
う
、
精
神
的
な
意
味
合
い
も
そ
こ
に
は
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
引
用
の
傍
線
部
の
よ
う
に
「
下

人
」
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

下
人
は
、
頸
を
ち
ゞ
め
な
が
ら
、
山
吹
の
汗
杉
に
重
ね
た
、

紺
の
襖
の
肩
を
高
く
し
て
、
門
の
ま
は
り
を
見
ま
は
し
た
。
雨

風
の
患
の
な
い
、
人
目
に
か
、
る
惧
の
な
い
、
一
晩
楽
に
ね
ら

れ
さ
う
な
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、
夜
を
明
か
さ

う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
幸
門
の
上
の
楼
へ
上
る
、

幅
の
広
い
、
こ
れ
も
丹
を
塗
っ
た
梯
子
が
眼
に
つ
い
た
。
上
な
ら
、
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朱
雀
大
路
に
面
し
た
羅
生
門
下
層
と
い
う
、
本
来
な
ら
通
行
人
で

も
い
る
べ
き
に
も
関
わ
ら
ず
非
常
時
の
荒
廃
ぶ
り
に
よ
っ
て
不
自
然

な
無
人
状
態
を
呈
し
て
い
る
、
加
え
て
普
段
は
雅
や
「
蛛
蝉
」
に
よ
っ

て
占
拠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
よ
り
も
、
本
来
的
に
無
人
で
あ
る

は
ず
の
上
層
の
方
が
「
下
人
」
に
と
っ
て
は
気
が
楽
な
場
所
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
傍
線
部
の
表
現
で
あ

り
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
と
る
な
ら
、
こ
こ
で
は
「
死
人
」
も
「
人
」

の
中
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
（
分
類
・
範
疇
分
け
）
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
同
じ
「
人
」
で
あ
れ
ば
、
死
ん
で
い
る
と
も

気
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
（
寧
ろ
彼
に
と
っ
て
は
死
ん
で
い
る
方

が
好
都
合
と
言
え
る
）
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
原
拠
で
羅
城
門
上
層
に
何
者
か
の
存

在
を
認
め
た
と
き
の
「
盗
人
」
の
反
応
も
し
く
は
彼
の
考
え
で
あ
る
。

「
此
れ
を
見
る
に
心
も
不
レ
得
ね
ば
、
此
れ
は
若
し
鬼
に
や
有
ら
む
と

お

ど

マ

マ

思
て
、
怖
け
れ
ど
も
若
し
死
人
に
て
も
ぞ
有
る
、
恐
し
て
試
む
と
て

思
て
」
と
あ
り
、
「
鬼
」
な
ら
怖
ろ
し
い
が
、
「
死
人
」
な
ら
怖
く
は

な
い
、
と
い
う
発
想
が
そ
こ
に
は
見
え
て
い
る
。

死
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
人
で
あ
る
な
ら
異
類
（
小
説
「
羅
生
門
」

で
は
動
物
）
よ
り
は
ま
し
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
小
説
「
羅

生
門
」
に
戻
る
と
、
「
屍
骸
」
を
人
の
範
疇
で
語
る
こ
と
は
、
次
の
よ

人
が
ゐ
た
に
し
て
も
、
ど
う
せ
死
人
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
の
中
に
裸
の
屍
骸
と
、
着
物
を
着
た
屍
骸
と
が
あ
る
と
云
ふ

事
で
あ
る
。
勿
論
、
中
に
は
女
も
男
も
ま
じ
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。

さ
う
し
て
、
そ
の
屍
骸
は
皆
、
そ
れ
か
、
嘗
、
生
き
て
ゐ
た
人

間
だ
と
云
ふ
事
実
さ
へ
疑
は
れ
る
程
、
土
を
捏
ね
て
造
っ
た
人

形
の
や
う
に
、
口
を
開
い
た
り
手
を
延
ば
し
た
り
し
て
、
ご
ろ

ご
ろ
床
の
上
に
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
た
。
し
か
も
、
肩
と
か
胸
と
か

の
高
く
な
っ
て
ゐ
る
部
分
に
、
ぼ
ん
や
り
し
た
火
の
光
を
う
け

て
、
低
く
な
っ
て
ゐ
る
部
分
の
影
を
一
層
暗
く
し
な
が
ら
、
永

久
に
唖
の
如
く
黙
つ
て
ゐ
た
。

傍
線
部
は
逆
説
的
に
屍
骸
と
「
生
き
て
ゐ
た
人
間
」
が
本
来
は
連

続
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
し
、
「
口
を
開
い
た
り
手
を

延
ば
し
た
り
」
や
「
永
久
に
唖
の
如
く
黙
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
表
現
は
、

本
来
生
き
て
い
る
人
間
に
対
す
る
形
容
・
行
動
描
写
を
「
屍
骸
」
に

も
敢
え
て
当
て
は
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
以
上
は
単
に
語
り
手

の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ

こ
で
「
死
人
」
を
「
人
」
と
見
倣
す
発
想
が
（
形
式
的
に
せ
よ
）
現

れ
て
い
る
こ
と
は
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
か
な
ら
、

そ
れ
は
次
に
言
及
す
る
「
下
人
」
の
怒
り
の
感
情
を
喚
び
起
こ
す
も

と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

う
な
そ
の
描
写
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
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「
下
人
」
は
や
が
て
そ
う
し
た
死
屍
累
々
た
る
情
景
の
中
に
肇
＜

「
猿
の
や
う
な
老
婆
」
を
見
つ
け
、
当
初
は
恐
怖
の
勝
っ
た
感
情
に
襲

わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
行
為
を
見
て
い
る
う
ち
に
や
が
て
「
は
げ
し

い
憎
悪
」
に
捉
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
下
人
」
の
怒
り
は
何
に
由
来

す
る
、
あ
る
い
は
何
に
対
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
あ
ら
ゆ
る
悪

に
対
す
る
反
感
」
と
い
う
語
り
手
の
言
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
下
人
」

の
中
で
の
（
あ
く
ま
で
そ
こ
だ
け
で
の
）
〈
正
義
感
〉
の
発
動
（
と

し
て
語
ら
れ
る
も
の
）
を
き
ち
ん
と
裏
付
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

既
に
先
行
諸
論
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
。
贅
言
を
重
ね
る
こ
と
に
な

る
が
、
続
い
て
語
ら
れ
る
、
他
な
ら
ぬ
語
り
手
の
言
を
信
ず
れ
ば
ー

ー
換
言
す
れ
ば
語
り
手
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
下
人
の
心
中
で
、
そ

れ
は
道
義
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
こ
と
は
語
り
手
自
身

が
「
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
何
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら

な
か
っ
た
。
」
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
行
為
に

対
す
る
合
理
的
判
断
抜
き
に
し
て
、
な
ぜ
「
老
婆
」
を
「
悪
」
で
あ

る
と
「
下
人
」
は
見
倣
す
の
か
。
乃
至
そ
う
し
た
こ
と
が
な
ぜ
可
能

な
の
か
。
実
は
語
り
手
の
「
い
や
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
と
云
つ
て
は
、

語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
寧
、
＼
」
な
ど
と
い
う
、
持
っ
て
ま

わ
っ
た
言
い
回
し
の
方
が
餡
晦
的
レ
ト
リ
ッ
ク
で
、
当
初
言
わ
れ
て

い
る
「
老
婆
に
対
す
る
は
げ
し
い
憎
悪
」
こ
そ
が
下
人
の
感
情
の
本

質
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
な
点
に
お

い
て
、
先
天
的
で
直
感
（
観
）
的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。

着
目
し
た
い
の
は
、
「
老
婆
に
対
す
る
は
げ
し
い
憎
悪
」
が
語
ら
れ

る
前
二
つ
の
形
式
段
落
に
見
ら
れ
る
、
「
下
人
の
眼
」
が
捉
え
た
老
婆

の
姿
、
そ
の
描
写
の
さ
れ
方
で
あ
る
。

下
人
の
眼
は
、
そ
の
時
、
は
じ
め
て
、
其
屍
骸
の
中
に
跨

つ
て
ゐ
る
人
間
を
見
た
。
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、

痩
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の
や
う
な
老
婆
で
あ
る
。
そ
の
老
婆
は
、

右
の
手
に
火
を
と
も
し
た
松
の
木
片
を
持
つ
て
、
そ
の
屍
骸
の

―
つ
の
顔
を
覗
き
こ
む
や
う
に
眺
め
て
ゐ
た
。
髪
の
毛
の
長
い

所
を
見
る
と
、
多
分
女
の
屍
骸
で
あ
ら
う
。

下
人
は
、
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
、

暫
時
は
呼
吸
を
す
る
の
さ
へ
忘
れ
て
ゐ
た
。
旧
記
の
記
者
の
語

を
借
り
れ
ば
、
「
頭
身
の
毛
も
太
る
」
や
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
老
婆
は
、
松
の
木
片
を
、
床
板
の
間
に
挿
し
て
、
そ

れ
か
ら
、
今
ま
で
眺
め
て
ゐ
た
屍
骸
の
首
に
両
手
を
か
け
る
と
、

丁
度
、
猿
の
親
が
猿
の
子
の
風
を
と
る
や
う
に
、
そ
の
長
い
髪

の
毛
を
一
本
づ
:
抜
き
は
じ
め
た
。
髪
は
手
に
従
っ
て
抜
け
る

ら
し
い
。

そ
の
髪
の
毛
が
、
一
本
づ
、
抜
け
る
の
に
従
っ
て
、
下
人

の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
づ
、
消
え
て
行
っ
た
。
さ
う
し
て
、

そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
は
け
し
い
憎
悪
が
、
少

し
づ
、
動
い
て
来
た
。
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つ
ま
り
こ
こ
で
の
「
下
人
」
の
感
情
と
い
う
の
は
、
「
老
婆
」
の

猿
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
、
彼
が
直
観
的
に
抱
い
た
怒
り
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
猿
」
が
屍
骸
_
—
人
間
（
死

人
を
人
間
と
の
連
続
で
捉
え
る
と
い
う
先
の
指
摘
を
参
照
し
て
ほ
し

い
）
を
凌
辱
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
、
人
間
と
し
て
の
怒
り
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
但
し
、
そ
れ
は
従
来
論
の
中
で
古
く
か
ら
議

論
に
な
っ
て
き
た
、
死
者
に
対
す
る
尊
厳
な
ど
と
い
う
観
点
か
ら
で

は
な
い
。
こ
こ
で
「
下
人
」
は
、
人
間
と
し
て
（
と
い
う
の
は
、
「
人

間
性
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
種
と
し
て
の
ヒ
ト
か
ら
見
て
）

の
「
獣
」
へ
の
怒
り
に
、
文
字
通
り
我
（
の
存
在
）
を
忘
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

古
来
、
「
獣
」
|
|
＇
敷
術
し
て
野
生
、
〈
自
然
〉
を
平
ら
げ
る
こ
と
は
、

人
間
に
課
せ
ら
れ
た
絶
対
的
な
命
題
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
直
に
持
っ

て
い
る
力
の
み
で
は
把
捉
・
統
御
し
得
ぬ
、
時
に
自
分
ら
の
命
を
も

奪
う
そ
の
対
象
に
対
し
て
、
ヒ
ト
は
恐
怖
感
を
抱
き
、
あ
る
い
は
憎

悪
す
ら
向
け
て
い
た
。
〈
自
然
〉
を
征
服
す
る
た
め
に
、
人
類
は
道
具

を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
羅
生

門
」
で
も
「
下
人
」
は
「
聖
柄
の
太
刀
」
（
素
朴
な
道
具
、
人
間
の
用

い
る
暴
力
の
象
徴
）
で
も
っ
て
「
鶏
の
脚
の
や
う
な
」
腕
を
持
っ
た
、

「
猿
の
や
う
な
」
老
婆
を
脅
し
、
そ
れ
を
捕
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
ひ
と
た
び
人
間
の
側
が
「
獣
」
や
〈
自
然
〉
を
平
定
し
て
し
ま
え

ば
、
緊
張
関
係
の
下
で
抱
か
れ
て
い
た
、
前
者
が
後
者
を
憎
む
気
持

ち
は
な
く
な
る
。
相
手
を
「
全
然
、
自
分
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
」

状
態
に
置
い
た
「
下
人
」
の
「
憎
悪
の
心
」
が
「
何
時
の
間
に
か
冷
」

め
、
後
に
「
唯
、
或
仕
事
を
し
て
、
そ
れ
が
円
満
に
成
就
し
た
時
の
、

安
ら
か
な
得
意
と
満
足
」
の
み
が
残
る
の
は
至
極
当
然
の
流
れ
で
あ

る
。
再
び
大
き
な
図
式
を
見
出
す
な
ら
、
こ
れ
は
人
類
史
に
お
け
る

近
世
＼
近
代
初
期
、
主
に
科
学
の
力
に
頼
っ
た
人
類
が
自
然
を
平
伏

し
た
様
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は

「
太
刀
」
〈
力
〉
で
捻
じ
伏
せ
、
つ
い
で
「
見
下
し
な
が
ら
、
少

し
声
を
柔
げ
て
」
「
下
人
」
は
「
老
婆
」
を
訊
問
す
る
が
、
そ
れ
は
恰

も
道
具
や
機
械
の
力
で
自
然
を
切
り
拓
い
た
人
類
が
、
つ
い
で
自
然

科
学
に
よ
っ
て
そ
の
原
理
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
と
ど
こ
か
似
て

い
る
。そ

し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
「
老
婆
の
答
」
〈
自

然
〉
の
論
理
・
摂
理
は
、
「
存
外
、
平
凡
な
」
も
の
だ
。
そ
れ
は
動
物

が
、
自
分
が
食
う
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
行
う
と
い
う
、
至
極
当
然
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な
こ
と
で
、
そ
れ
が
「
平
凡
」
な
の
は
そ
の
点
で
当
た
り
前
な
の
だ
が
、

下
人
は
そ
の
「
平
凡
な
の
に
失
望
」
す
る
。
そ
う
し
た
「
下
人
」
の

反
応
に
応
じ
て
「
老
婆
」
の
言
っ
た
（
ら
し
く
見
え
る
）
こ
と
、
少

な
く
と
も
下
人
に
そ
う
理
解
さ
れ
た
内
容
は
、
確
か
に
そ
れ
は
（
先

行
論
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
な
）
自
己
保
身
的
な
言
い
訳
で
は
あ
る
が
、

そ
こ
で
事
例
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
詐
欺
女
の
話
と
言
う
の
は
、
人
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す
な
わ
ち
、
彼
女
の
商
売
先
で
あ
る
太
刀
帯
の
陣
と
は
、
春
宮
（
皇

太
子
11

次
期
最
高
権
カ
・
存
在
者
）
と
い
う
、
い
わ
ば
当
時
の
文
明

社
会
の
頂
点
も
し
く
は
そ
の
要
を
警
護
す
る
者
た
ち
の
詰
め
所
で
あ

る
。
そ
の
者
た
ち
が
好
ん
で
「
欠
か
さ
ず
菜
料
に
買
つ
て
ゐ
た
」
も

の
が
、
実
は
通
例
食
う
こ
と
が
忌
ま
れ
る
よ
う
な
蛇
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
文
明
が
そ
れ
に
よ
っ
て
大
き
く

発
展
す
る
要
因
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
商
業
ー
ー

i

〈
交
換
〉
の
原
理
が
、

実
は
存
外
怪
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
た
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
俗
に
、
侮
蔑
を
込
め
た
讐
喩
と

し
て
「
畜
生
」
と
使
う
が
、
そ
の
意
味
で
人
間
・
文
明
社
会
は
「
獣
」

以
上
に
「
畜
生
」
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ば
「
獣
」
そ
の

も
の
で
あ
る
「
猿
の
や
う
な
」
老
婆
か
ら
下
人
は
図
ら
ず
も
教
え
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
を
聴
い
た
「
下
人
」
に
は
新
た
な
「
勇
気
」
が
生
ま
れ
て
き

た
と
語
り
手
は
言
う
。
そ
れ
は
、
怒
り
か
ら
思
わ
ず
「
老
婆
」
を
取

ピ

ト

り
押
さ
え
た
時
の
、
人
間
と
し
て
「
獣
」
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
「
勇

気
」
と
は
異
な
る
、
あ
る
認
識
的
な
判
断
、
す
な
わ
ち
「
人
間
的
余

り
に
人
間
的
に
」
ー
「
畜
生
」
的
な
部
分
を
よ
り
多
く
含
ん
だ
〈
人

間
〉
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
首
肯
す
る
よ
う
な
「
勇
気
」
で
あ
る
。

-19-

そ
う
決
断
し
た
以
後
の
「
下
人
」
の
姿
が
ど
こ
か
動
物
的
で
も
あ
る

間
社
会
・
文
明
の
裏
面
を
穿
つ
も
の
と
し
て

れ
て
い
る
。

（
結
果
的
に
）
提
示
さ

の
は
そ
の
意
味
で
当
然
だ
ろ
う
。

も
は
や
太
刀
に
手
を
か
け
る
こ
と
は
な
い
。

つ
く
や
う
に
」

如｝

て
い
る
。

最
後
に
老
婆
に
迫
る
と
き
、

彼
は

そ
の
代
わ
り
に
、
「
噛
み

と
い
っ
た
ど
こ
か
動
物
行
動
的
な
瞥
喩
が
用
い
ら
れ

こ
こ
で
の
「
下
人
」
の
「
畜
生
」
（
外
道
）
性
と
は
、
老
婆
の
「
獣
」

的
あ
り
方
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
。
自
然
界
に
お
け
る
弱
肉
強
食

と
い
う
の
は
、
善
悪
で
は
な
く
必
要
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
過
不
足
な
く

行
わ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
自
ら
が
食
べ
る
に
必
要
以
上
の
も
の
を

奪
う
こ
と
は
な
い
一
方
で
、
そ
れ
に
対
し
て
不
足
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
こ
に
手
加
減
が
生
じ
る
余
地
も
ま
た
な
い
。
「
老
婆
」
の
、
「
食
う
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た
め
」
と
い
う
動
物
と
し
て
の
原
理
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
も
の
と
し

て
体
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
「
下
人
」
は
そ
こ
か

ら
も
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
な
ぜ
、
彼
は
「
老
婆
」
が
生
存
の

糧
で
あ
る
（
つ
ま
り
宴
に
す
る
こ
と
で
交
換
価
値
を
持
つ
）
と
言
っ

て
い
た
、
死
ん
だ
女
の
髪
の
毛
に
見
向
き
も
せ
ず
、
敢
え
て
老
婆
の

着
衣
だ
け
を
奪
っ
て
い
く
の
か
。
原
拠
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
の

話
で
は
、
「
盗
人
」
が
最
後
「
死
人
の
著
た
る
衣
と
姻
の
著
た
る
衣
と

抜
取
て
あ
る
髪
」
ま
で
き
っ
ち
り
と
奪
っ
て
い
く
の
と
は
非
常
に
対

極
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
下
人
」
に
よ
る
選
択
、
必
要
性
の
レ
ヴ
ェ-22-

ル
を
超
え
た
意
図
（
悪
意
）
が
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
屍
骸
11

人
間
を
凌
辱
し
た
「
猿
」
に
対
す
る
、
意
趣
返

し
と
い
う
側
面
だ
。
「
下
人
」
の
「
引
剥
」
行
為
に
は
（
妙
な
言
い
方
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前
節
末
、
「
ま
ず
は
」
と
い
う
形
で
の
纏
め
と
し
た
の
は
、
こ
の
小

説
の
末
尾
に
こ
そ
、
最
後
に
考
え
る
べ
き
最
大
の
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
と
思
う
か
ら
だ
。

既
に
確
認
し
た
通
り
、
こ
の
小
説
の
語
り
手
は
、
冒
頭
で
の
舞
台

設
定
と
し
て
、
羅
生
門
の
荒
廃
を
「
仏
像
や
仏
具
を
＼
薪
の
料
に
売

つ
て
ゐ
た
」
な
ど
、
末
法
的
人
心
の
荒
廃
と
共
に
強
く
読
者
に
印
象

末
尾
の
改
稿
・
語
り
の
構
造

だ
が
）
営
利
目
的
よ
り
も
純
粋
な
暴
力
（
暴
力
の
た
め
の
暴
力
）
と

-23-

い
っ
た
意
味
合
い
が
強
く
、
あ
る
い
は
獣
は
獣
ら
し
く
（
裸
体
と
し

て
）
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
〈
人
間
〉
ー
「
下
人
」
側
の
傲
慢
な
意

ふ
5
i

識
の
顕
現
を
そ
こ
に
見
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
行
為
が
「
下
人
」
に
と
っ
て
は
―
つ
の
き
っ

か
け
に
過
ぎ
ず
、
以
後
彼
は
そ
こ
で
見
せ
た
態
度
の
よ
う
に
外
道
と

し
て
、
獣
よ
り
以
上
に
「
畜
生
」
的
な
要
素
を
多
く
抱
え
た
、
そ
の

意
味
で
「
人
間
的
、
余
り
に
人
間
的
」
な
〈
人
間
〉
と
し
て
生
き
て

い
く
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
世
紀
末
小
説
世
界
の

設
定
で
言
え
ば
平
安
末
期
の
「
末
法
」
世
界
を
生
き
る
普
遍
的
な
〈
人

間
〉
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
下
人
」
の
名
は
最
後
ま
で
明
か
さ

れ
ず
（
そ
の
必
要
が
な
い
た
め
に
）
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な

い
」
の
だ
、
と
ま
ず
は
纏
め
て
お
こ
う
。

づ
け
る
べ
く
語
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
大
掛
か
り
に
道
具
を
駆
使

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
獣
を
駆
逐
し
て
都
の
入
り
口
に
作
り
上
げ
た
、
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い
わ
ば
文
明
の
象
徴
で
あ
る
羅
生
門
も
、
荒
れ
果
て
た
今
で
は
結
局

「
狐
狸
」
ー
|
獣
の
棲
家
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
語
ら
れ
る
の
は
、
そ

こ
に
棲
み
つ
く
「
猿
の
や
う
な
」
老
婆
と
、
そ
れ
を
蹂
躙
す
る
外
道

な
〈
人
間
〉
「
下
人
」
の
姿
と
行
動
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
一
連
の
叙
述
を
締
め
括
っ
て
末
尾
の
一
文
で
「
誰

も
知
ら
な
い
。
」
と
い
う
と
き
、
そ
う
発
話
す
る
主
体
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
。
他
の
登
場
人
物
の
「
誰
も
」
は
当
然
と
し
て
（
そ
も
そ
も
こ

の
小
説
に
は
「
下
人
」
の
ほ
か
に
「
老
婆
」
一
人
し
か
出
て
こ
な
い

こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
）
、
本
当
に
そ
の
後
「
下
人
」
を
見
か
け
た

者
は
い
な
い
／
そ
の
可
能
性
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
語

り
手
は
「
誰
も
知
ら
な
い
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
う
で

は
な
く
、
こ
こ
で
の
「
誰
も
」
に
は
ま
ず
第
一
に
自
分
が
含
ま
れ
て

|
|
＇
も
し
く
は
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
自
分
が
把
捉
し
て
い
な
い
の

だ
か
ら
他
の
「
誰
も
」
分
か
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
認
識
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
、
そ
れ
以
上
語
る
こ
と
（
語
り
を
続
け
る
こ
と
）
を
放
棄

す
る
語
り
手
の
姿
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
あ
り
方
は
『
今

、
、
、
、
、

昔
物
語
集
』
原
拠
の
、
自
ら
語
り
た
が
る
「
盗
人
」
と
は
対
蹄
的
で

あ
り
、
そ
れ
ま
で
複
数
の
「
旧
記
」
ま
で
用
い
な
が
ら
詳
細
に
物

語
を
紡
い
で
き
た
語
り
手
の
態
度
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
観
も
あ
る
。
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こ
こ
で
―
つ
の
重
要
な
外
部
材
料
を
導
入
す
れ
ば
、
実
は
「
下
人
の

行
方
」
に
関
し
て
語
り
手
は
情
報
を
持
っ
て
い
て
、
当
初
は
そ
れ
を

語
っ
て
も
い
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
初
出
本
文
に
見
ら
れ
る
末
尾
、
「
下
人
は
、
既
に
、
雨

を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
、
あ
っ
た
。
」
と
い

う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
後
に
最
初
の
単
行
本
『
羅
生
門
』

に
収
録
さ
れ
る
に
際
し
て
傍
線
部
が
「
急
い
で
ゐ
た
」
に
書
き
改
め

ら
れ
、
更
に
単
行
本
「
鼻
j

へ
の
再
録
（
注
1
参
照
）
に
際
し
て
現

行
の
形
に
な
り
、
そ
れ
が
決
定
稿
と
な
っ
て
い
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、

老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
取
っ
て
そ
れ
を
蹴
倒
し
、
羅
生
門
を
飛
び
出
し

た
「
下
人
」
が
向
か
う
先
、
外
道
な
「
畜
生
」
的
〈
人
間
〉
と
し
て

生
き
て
い
く
決
意
を
固
め
た
「
下
人
」
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
人
の
い

る
都
（
も
し
く
は
そ
の
周
縁
）
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
周

知
の
通
り
羅
生
（
城
）
門
自
体
が
朱
雀
大
路
の
南
端
地
理
的
に

も
象
徴
的
に
も
京
（
「
み
や
こ
」
、
多
く
人
の
住
む
世
界
）
と
そ
の
外

ふ
g
-

側
の
世
界
と
の
境
界
に
位
置
し
て
お
り
、
「
畜
生
」
的
〈
人
間
〉
と
し

て
自
分
よ
り
弱
い
者
を
食
い
物
に
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
（
そ

の
行
為
の
具
体
的
な
表
れ
が
「
引
剥
」
や
「
強
盗
」
で
あ
る
）
「
下
人
」

が
移
動
す
る
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
内
側
へ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

は
ず
だ
が
、
語
り
手
は
最
終
的
に
そ
の
部
分
を
描
か
な
い
（
語
ら
な

｛
却
―

い
）
途
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
「
下
人
の
行
方
」
に
関
し
て
、
語
り
手
は
そ
れ
を
正

、
、
、
、
、

に
語
る
に
落
ち
る
こ
と
と
し
て
、
「
知
ら
な
い
」
こ
と
に
し
た
、
と

言
え
よ
う
か
。
で
は
、
な
ぜ
「
知
ら
な
い
」
こ
と
に
し
た
の
か
、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
何
が
起
き
て
い
る
の
か
。
本

論
で
は
先
に
確
認
し
た
末
尾
改
稿
を
芥
川
作
品
史
の
中
で
位
置
づ
け
、

そ
の
意
味
付
け
を
行
う
こ
と
で
、
全
体
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

尚
、
こ
こ
ま
で
は
主
に
他
論
と
の
差
別
化
を
図
る
狙
い
か
ら
、
出

来
る
だ
け
〈
作
者
・
芥
川
〉
と
い
う
要
素
を
省
い
て
論
を
進
め
て
き
た
。

論
者
の
把
握
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
羅
生
門
」
研
究
は
、
次
の
四
つ

の
方
向
性
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。

作
家
の
側
か
ら
（
伝
記
的
事
実
や
自
己
言
及
等
を
参
照
し

て
）
、
作
品
・
構
想
の
成
立
時
期
・
背
景
を
探
る
。

②
（
比
較
文
学
的
に
）
他
作
家
・
作
品
か
ら
の
影
響
を
探
る
。

③
（
登
場
人
物
・
そ
の
関
係
性
・
舞
台
な
ど
を
含
め
た
）
作
中
〈
世

界
〉
の
意
味
づ
け
を
図
る
。

④
こ
の
小
説
〈
世
界
〉
が
語
り
／
書
か
れ
る
と
い
う
、
そ
の
枠

組
み
を
解
析
す
る
。

勿
論
、
こ
れ
ら
の
性
質
は
―
つ
の
論
の
中
で
複
数
兼
ね
備
え
る
こ

と
も
往
々
に
あ
り
、
本
論
で
も
④
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
主
に
③
の

方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
も
の
だ
が
、
従
来
の
「
羅
生
門
」

①
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「
羅
生
門
」
を
巡
る
大
半
の
従
来
論
が
言
及
し
て
き
た
芥
川
自
ら
の

発
言
と
し
て
、
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
の
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
こ
の
自
分
の
頭
の
象
徴
の
や
う
な
書
斎
で
、

iji

書
い
た
小
説
は
、
「
羅
生
門
」
と
「
鼻
」
と
の
二
つ
だ
っ
た
。
自

分
は
半
年
ば
か
り
前
か
ら
悪
く
こ
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
の
影
響

で
、
独
り
に
な
る
と
気
が
沈
ん
だ
か
ら
、
そ
の
反
対
に
な
る
可

く
現
状
と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
＜
愉
快
な
小
説
が
書
き
た
か

っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
へ
ず
先
、
今
昔
物
語
か
ら
材
料
を
取
っ
て
、

四

「
羅
生
門
」
的
語
り
の
行
方

論
が
、
（
①
②
は
当
然
と
し
て
）
③
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
論
に
あ
っ
て

も
、
し
ば
し
ば
芥
川
の
発
言
や
想
定
さ
れ
る
彼
の
意
図
、
と
い
っ
た
、

謂
わ
ば
「
芥
川
龍
之
介
の
影
」
に
囚
わ
れ
す
ぎ
る
弊
に
陥
っ
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
そ
う
し
た
動
機
が
こ
の
小
説
に
対
す
る

膨
大
な
数
の
作
品
論
を
生
む
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

が
、
そ
の
枠
内
で
の
議
論
は
既
に
出
尽
く
し
て
い
る
観
が
あ
っ
た
の

で
、
今
回
敢
え
て
前
述
し
た
よ
う
な
立
場
を
取
っ
た
。
尤
も
、
完
全

に
作
者
に
「
死
」
を
宜
告
す
る
テ
ク
ス
ト
論
的
な
立
場
に
固
執
す
る

理
由
も
論
者
に
は
な
い
た
め
、
こ
こ
ま
で
展
開
し
て
き
た
論
か
ら
芥

川
作
品
へ
の
回
路
を
最
後
に
考
え
て
論
を
纏
め
た
い
。

「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
は
大
正
八
(
-
九
一
九
）
年
一
月
『
中
央

公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
回
想
で
あ
り
、
し
か
も
引
用
部
分
は
初
出
後
、

如―

単
行
本
採
録
に
あ
た
っ
て
削
除
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
た
め
、
扱
い
に

は
慎
重
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
羅
生
門
」

と
「
鼻
」
（
『
新
思
潮
』
大
正
五
〔
一
九
一
六
〕
年
一
一
月
十
五
日
）
が
、

（
実
際
の
執
筆
時
期
は
別
に
し
て
も
）
芥
川
の
中
で
は
連
続
し
た
意
識

の
下
に
書
か
れ
た
（
少
く
と
も
彼
に
そ
う
把
握
さ
れ
て
い
る
）
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

「
鼻
」
で
描
か
れ
る
と
こ
ろ
を
仮
に
以
下
の
よ
う
に
纏
め
て
み
よ

う
。
人
間
の
行
動
に
対
す
る
個
人
内
面
の
思
惑
と
そ
れ
を
裏
切
る
周

囲
の
評
価
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
き
に
、
最
終
的
に
そ
う
し
た
あ

り
よ
う
を
大
局
か
ら
相
対
化
し
て
い
く
視
点
ー
一
種
の
悟
り
I

を
主
人
公
た
る
「
内
供
」
が
獲
得
し
て
い
く
物
語
で
あ
る
、
と
。
す

る
と
、
対
す
る
「
羅
生
門
」
の
方
は
、
（
前
節
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え

る
な
ら
）
人
間
の
行
動
延
い
て
は
総
体
と
し
て
の
人
間
と
い
う
あ
り

方
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ

ぷ
ゼ

る
意
味
、
後
の
横
光
利
一
「
静
か
な
る
羅
列
」
（
『
文
芸
春
秋
』
大
正

十
四
〔
一
九
二
五
〕
年
七
月
）
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
、
大
局
か
ら

す
る
語
り
の
文
明
批
評
的
態
度
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

）
の
二
つ
の
短
篇
を
書
い
た
。
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世
の
中
は
箱
に
入
れ
た
り
愧
儡
師

「
鼻
」
を
書
い
た
と
き
、
芥
川
は
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
、
自
ら
も
同

人
と
し
て
積
極
的
に
編
集
に
関
っ
た
雑
誌
『
新
思
潮
』
（
第
四
次
）
の

後
記
「
編
輯
後
に
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
抱
負
を
述
べ
て
い
た
。

僕
は
こ
れ
か
ら
も
今
月
の
と
同
じ
ゃ
う
な
材
料
を
使
っ
て
創

作
す
る
つ
も
り
で
ゐ
る
。
あ
れ
を
単
な
る
歴
史
小
説
の
仲
間
入

を
さ
せ
ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。
勿
論
今
の
が
大
し
た
も
の
だ

と
は
思
は
な
い
が
。
そ
の
中
に
も
う
少
し
ど
う
に
か
出
来
る
だ

ら
う
。

な
る
ほ
ど
、
「
鼻
」
に
し
て
も
「
羅
生
門
」
に
し
て
も
、
「
単
な
る

歴
史
小
説
」
で
は
な
い
、
と
わ
ざ
わ
ざ
書
き
付
け
る
だ
け
の
意
図
は

充
分
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
芥
川
が
大
正
八
二
九
一
九
）
年
に
新
年
の
句
と
し
て
親

し
い
者
た
ち
に
書
き
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
言
う
「
世
の

中
」
に
は
、
広
義
に
人
の
営
み
と
し
て
の
文
明
ま
で
も
が
あ
る
い
は

含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
愧
儡
師
』
と
は
、
同
じ
時
期
に

刊
行
さ
れ
た
彼
の
著
作
集
（
大
正
八
〔
一
九
一
九
〕
年
一
月
新
潮

社
）
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
十
一
篇
の
小
説

が
執
筆
・
発
表
さ
れ
た
の
は
、
大
正
六
二
九
一
七
）
年
の
夏
以
降

大
正
七
(
-
九
一
八
）
年
の
間
、
こ
れ
は
丁
度
「
羅
生
門
」
が
改
稿

さ
れ
、
今
日
の
決
定
稿
へ
と
形
を
整
え
て
い
く
過
程
の
時
期
と
重
な

る
（
先
に
詳
述
し
た
通
り
、
小
幅
な
第
一
次
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
本

文
を
収
め
た
単
行
本
『
羅
生
門
』
は
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
五
月

刊
行
、
決
定
稿
を
収
録
し
た
「
鼻
』
は
翌
七
年
七
月
刊
）
。

特
に
末
尾
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
改
変
に
よ
っ
て
余
韻
が
生
ま
れ

る
、
な
ど
と
高
校
で
は
教
え
て
い
る
。

関
口
安
義
は
更
に
進
め
て
、
「
こ
れ
は
作
者
が
自
作
に
読
者
の
参
与

を
意
識
し
た
結
果
の
改
訂
と
い
っ
て
よ
い
」
と
し
、
そ
こ
に
芥
川
の

「
プ
ロ
作
家
意
識
の
芽
生
え
」
を
見
て
い
る
。
そ
れ
自
体
を
完
全
に

否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
畢
覚

あ
く
ま
で
結
果
で
あ
り
、
読
者
側
か
ら
見
た
場
合
の
効
果
に
足
場
を

置
い
て
の
言
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
内
的
な
構
成
意
識
と
い
う
面
か

ら
考
え
て
み
た
場
合
、
そ
れ
は
語
り
の
視
点
の
限
定
に
外
な
ら
な
い
。

視
野
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
逆
に
よ
り
多
く
の
情
報
を
（
可
能
性
と

し
て
）
呼
び
込
み
、
（
小
説
と
し
て
の
）
物
語
世
界
に
奥
行
き
を
出
す
、

も
し
く
は
幅
を
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
愧
儡
師
』
収
録
作
品
、
特

に
そ
の
中
で
も
「
地
獄
変
」
は
、
「
羅
生
門
」
最
終
改
稿
の
直
前
に
位

置
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、
ま
た
語
り
（
手
）
の
視
点
が
大
変
に
限
定
・

偏
向
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
関
聯
を
考
え
る
上
で
最
重
要
の

作
品
と
思
わ
れ
る
が
、
芥
川
が
そ
の
前
後
の
期
間
に
お
い
て
、
先
述
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し
た
よ
う
な
手
法
の
可
能
性
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
実
験
的
か
つ
積
極

的
に
活
用
し
始
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い

1”} 

う
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
や
が
て
は
「
藪
の
中
」
（
「
新
潮
j

大
正
十
一
〔
一
九
ニ
ニ
〕

年
一
月
）
に
お
け
る
、
主
観
的
語
り
の
み
が
複
数
存
在
す
る
一
方
、

絶
対
・
中
心
的
な
語
り
手
不
在
の
小
説
の
構
成
を
生
む
こ
と
に
つ
な

が
る
。
本
来
中
心
に
あ
る
は
ず
の
〈
行
為
者
〉
の
部
分
を
敢
え
て
テ

ク
ス
ト
（
の
表
面
）
か
ら
の
欠
落
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
、
（
文

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク

字
通
り
）
多
声
的
な
〈
物
語
〉
が
成
立
す
る
小
説
を
生
み
出
す
こ
と
。

未
だ
そ
こ
ま
で
の
明
晰
さ
と
方
法
的
鋭
さ
を
完
備
し
て
は
い
な
い
が
、

そ
の
こ
と
に
気
づ
き
始
め
た
の
が
「
羅
生
門
」
改
稿
で
あ
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
一
方
で
、
「
羅
生
門
」
決
定
稿
で
見
せ
た
よ
う
な
語
り
手

が
最
後
ま
で
語
り
切
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
技
法
の
枠
を
超
え

て
、
も
し
く
は
技
法
と
し
て
作
者
が
統
御
で
き
な
い
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま

で
行
き
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
「
像
盗
」
（
「
中
央
公
論
』
大
正
六

〔
一
九
一
七
〕
年
四
・
七
月
）
「
邪
宗
門
」
（
「
大
阪
毎
日
新
聞
』
夕
刊

大
正
七
〔
一
九
一
八
〕
年
十
月
二
十
三
日

i
十
二
月
十
三
日
・
『
東
京

日
日
新
聞
j

同
年
十
月
二
十
四
日
＼
十
二
月
十
八
日
）
「
路
上
」
（
『
大

阪
毎
日
新
聞
」
夕
刊
大
正
八
〔
一
九
一
九
〕
年
六
月
三
十
日

1
八

月
八
日
）
「
妖
婆
」
（
『
中
央
公
論
」
同
年
九
・
十
月
）
と
い
っ
た
、
語

り
手
が
物
語
を
最
後
ま
で
語
り
切
る
こ
と
の
な
い
、
謂
わ
ば
最
後
は

(3) 波
書
店

2
 

1
)
 

注

本
論
は
、
二

0
1
0
年
度
熊
本
国
語
国
文
学
会
（
同
年
十
二

月
四
日
於
熊
本
県
立
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。

会
場
の
内
外
で
御
指
摘
を
下
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
特

に
註
24
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
本
学
大
学
院
生
の
宮
崎
由
子
氏
か
ら
齋

さ
れ
た
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
別
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

※ 「
流
し
て
し
ま
っ
た
」
よ
う
な
、
「
失
敗
」
（
生
前
単
行
本
未
収
録
と
い

う
の
が
―
つ
の
証
左
と
な
ろ
う
）
・
未
完
の
作
品
群
を
生
ん
で
い
る
こ

と
も
一
方
で
は
確
か
で
あ
る
。

そ
の
あ
た
り
、
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
芥
川
の
創
作
に
お
け

る
語
り
の
構
成
と
〈
物
語
〉
成
立
と
の
関
聯
と
い
う
問
題
は
、
今
後

よ
り
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
纏
め
て
い
き
た
い
。

初
出
は
『
帝
国
文
学
』
大
正
四
(
-
九
一
五
）
年
十
一
月
、
初
刊
『
羅

生
門

J

(
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
五
月
阿
蘭
陀
書
房
）
。
以
後
、
『
鼻
」
（
大

正
七
〔
一
九
一
八
〕
年
七
月
春
陽
堂
）
他
に
収
録
さ
れ
た
。

以
下
、
『
今
昔
物
語
集
」
か
ら
の
引
用
は
、
国
文
叢
書
第
十
七
冊
『
今
昔

物
語
下
巻

j

(
池
辺
義
象
編
博
文
館
一
九
一
五
・
八
、
一
九
二
四
・
十
一

四
版
）
に
拠
る
。
同
書
の
底
本
は
丹
鶴
叢
書
本
。

以
下
、
「
羅
生
門
」
本
文
か
ら
の
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
」
第
一
巻
（
岩

一
九
九
五
・
十
一
）
に
拠
っ
た
。
そ
の
他
の
芥
川
作
品
の
引
用
も
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8
 

(
7
 

6
 

(
5
 同

全
集
に
拠
り
、
そ
の
際
に
ル
ビ
は
省
略
、
傍
点
・
傍
線
の
強
調
は
論
者

が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)

『
一
冊
の
講
座

芥
川
龍
之
介
J

(
有
精
堂

一
九
八
ニ
・
七
）
所
収
。

従
来
論
の
多
く
が
老
婆
の
中
に
見
出
す
も
の
、
そ
れ
は
小
乗
的
な
エ
ゴ

イ
ズ
ム
1

古
い
枠
組
と
し
て
の
道
徳
や
倫
理
観
（
感
）
に
捉
わ
れ
な
が
ら
、

そ
こ
か
ら
の
逸
脱
の
た
め
に
弁
疏
を
重
ね
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
人
間
の

弱
さ
と
も
言
い
換
え
ら
れ
、
論
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
作
者
・
芥
川
や
周

辺
の
人
間
関
係
、
作
中
で
は
老
婆
と
遡
返
す
る
以
前
の
、
羅
生
門
楼
下
の

「
下
人
」
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
存
在
に
触
れ
た
と
き

の
「
下
人
」
の
心
情
や
行
動
の
変
化
を
読
み
解
く
（
当
然
、
変
化
を
考
え

る
場
合
に
は
、
そ
の
前
段
も
含
め
て
問
題
と
さ
れ
る
）
と
い
う
の
が
、
「
下
人
」

と
老
婆
の
関
係
性
に
着
目
す
る
「
羅
生
門
」
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
中
央
公
論
』
大
正
六
(
-
九
一
七
）
年
四
・
七
月
。

『
大
阪
毎
日
新
聞
j

夕
刊
大
正
七
(
-
九
一
八
）
年
五
月
一
日

1

二
十
二
日
・
『
東
京
日
日
新
聞
」
同
二
日

1
二
十
二
日
に
そ
れ
ぞ
れ
連
載
。

こ
の
表
現
に
関
し
て
は
、
山
崎
甲
一
が
「
「
羅
生
門
」
の
文
脈
」
（
『
芥
川

龍
之
介
の
言
語
空
間
」
〔
笠
間
書
院
一
九
九
九
．
―
―
-
〕
所
収
。
初
出
「
「
羅

生
門
」
の
文
脈
ー
蛭
蝉
の
行
方
ー
」
は
『
鶴
見
大
学
紀
要
国
語
国
文
学
篇
j

二
十
四
昭
和
六
十
二
〔
一
九
八
七
〕
年
三
月
）
の
中
で
、
「
老
婆
の
述
懐
を
、

「
大
体
こ
ん
な
意
味
」
で
受
け
止
め
る
下
人
当
人
の
聞
き
方
を
問
題
に
す
る

一
文
と
し
て
」
（
改
稿
に
際
し
て
も
敢
え
て
）
「
残
し
た
も
の
」
と
い
う
見

方
を
提
示
し
、
「
自
己
満
足
的
に
聞
き
た
が
る
下
人
の
感
覚
」
を
問
題
に
し

て
い
る
。

~
 II 

二
0
0
四
・
四
）
で

更
に
杉
本
優
に
よ
っ
て
、
「
老
婆
の
お
そ
ら
く
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
弁
明

に
論
理
性
を
与
え
て
い
る
の
は
ま
ず
語
り
で
あ
り
、
語
ら
れ
る
世
界
に
即

せ
ば
、
〈
冷
然
と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
〉
下
人
の
思
考
で
あ
る
。
」

（
「
下
人
が
強
盗
に
な
る
物
語
ー
ー
！
「
羅
生
門
」
論
ー
|
r
」
『
日
本
近
代
文
学
j

四
十
一
平
成
元
〔
一
九
八
九
〕
年
十
月
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

場
面
の
そ
の
部
分
に
限
っ
て
言
え
ば
、
語
り
手
が
下
人
の
脳
内
と
同
期
（
シ

ン
ク
ロ
）
し
て
お
り
、
引
用
の
老
婆
の
弁
明
は
〈
語
り
手
の
翻
訳
〉
で
あ

、
、
、
、

る
と
同
時
に
「
下
人
」
の
理
解
で
あ
る
と
考
え
る
論
者
の
立
場
に
近
い
。

尚
、
伊
藤
一
郎
「
愧
儡
と
し
て
の
〈
作
者
〉
」
（
『
芥
川
龍
之
介
』
第
一
号

洋
々
社
一
九
九
―
•
四
）
は
作
中
に
「
人
格
に
な
っ
て
登
場
」
す
る
語

り
手
〈
作
者
〉
は
、
小
説
の
多
く
の
部
分
に
お
い
て
「
下
人
」
の
心
情
や

ポ
ジ
シ

a
ン

視
線
と
「
未
分
化
な
状
態
」
で
（
そ
の
よ
う
な
立
位
置
を
と
っ
て
）
存
在

し
て
い
る
そ
の
よ
う
に
読
者
の
前
に
立
ち
現
れ
て
い
る
こ
と
、
又
そ

、、

う
し
た
心
情
へ
の
「
同
化
」
「
融
合
」
は
、
「
下
人
」
に
対
し
て
し
か
行
っ

て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
小
説
の
構
造
的
枠
組
を
考
え
る
と
き

の
前
提
と
し
て
同
意
で
き
る
。

(
9
)

論
者
は
『
言
海
j

六
二
八
刷
（
昭
和
六
〔
一
九
三
一
〕
年
三
月
十
五
日
刊
）

を
底
本
に
し
た
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
（
筑
摩
書
房

確
認
し
た
。

(10) 

巻
二
十
七
（
同
叢
書
で
は
十
七
）
「
正
親
大
夫

□

若
時
値
鬼
語
第

十
六
」
。
注
3
前
掲
書
「
注
解
」
（
清
水
康
次
）
に
そ
の
指
摘
が
あ
る
。

「
死
人
の
骸
」
と
あ
る
部
分
、
今
日
通
行
の
本
文
で
は
「
死
人
ノ
骸
骨
」

と
な
っ
て
い
る
。
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(12)

夙
に
神
津
幸
穂
が
「
『
羅
生
門
j

の
方
法
『
方
丈
記
」
・
「
二
者
択
一
」

問
題
の
性
格
」
（
『
山
梨
大
学
国
語
・
国
文
と
国
語
教
育
』
平
成

十
二
（
二

0
0
0
)
年
八
月
）
の
中
で
、
羅
城
（
生
）
門
が
史
実
上
、
平

安
末
期
に
は
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
羅
生
門
の
荒

廃
は
京
都
の
町
の
荒
廃
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
平
安
時
代

末
期
」
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
芥
川
の
虚
構
で
あ
る
」
こ
と
に
対
し
て
注
意

を
喚
起
し
て
い
る
。
（
但
し
、
長
期
に
亙
り
倒
壊
と
再
建
が
繰
り
返
さ
れ
た

羅
生
門
を
、
「
〈
平
安
〉
初
期
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
期
間
し
か
実
在
し
な
い

門
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
い
。
）

(13)

但
し
、
こ
の
部
分
、
「
死
人
」
は
単
に
「
人
」
の
誤
り
か
、
と
い
う
説

も
あ
る
。
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
五
』
〔
岩
波
書
店

一
九
九
六
•
一
〕
森
正
人
脚
注
）

(14)

夙
に
清
水
康
次
「
『
羅
生
門
』
論
」
（
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
和

泉
書
院
一
九
九
四
・
四
。
初
出
は
「
『
羅
生
門
j

試
論
」
〔
『
女
子
大
文
学
』

三

十

一

昭

和

五

十

五

二

九

八

0
)
年
一
二
月
〕
）
に
、
「
下
人
に
行
為
を

促
し
て
い
る
の
は
、
生
理
的
な
、
感
情
的
な
憎
悪
で
あ
り
、
憎
悪
が
あ
ま

り
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
下
人
の
内
で
は
、
そ
れ
が
「
あ
ら

ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
に
ま
で
膨
張
し
、
自
身
は
正
義
の
位
置
に
押
し

あ
げ
ら
れ
た
」
と
い
う
観
点
が
あ
る
。

(15)

石
割
透
「
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
〈
髪
〉
に
纏
わ
る
〈
蛇
〉
と
〈
女
〉

」
（
『
日
本
近
代
文
学
j

五
十
二
平
成
七
〔
一
九
九
五
〕
年
五
月
）
に
、

「
下
人
が
抱
い
た
〈
憎
悪
〉
は
、
人
間
の
歴
史
的
な
習
慣
に
根
ざ
し
た
、
生

理
的
な
、
或
い
は
、
感
覚
的
な
次
元
の
、
不
安
感
や
嫌
悪
感
と
い
っ
た
も

ママ

の
だ
あ
っ
た
ろ
う
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

(16)

そ
う
し
た
視
点
で
の
言
及
は
よ
り
古
く
か
ら
あ
る
が
、
菊
地
弘
に
よ
る
、

「
老
婆
の
行
為
は
死
者
を
手
厚
く
弔
う
観
念
に
反
し
た
許
せ
な
い
も
の
だ
と

す
る
モ
ラ
ル
」
（
「
羅
生
門
」
『
芥
川
龍
之
介
意
識
と
方
法

j

〔明

治
書
院
一
九
八
ニ
・
十
〕
所
収
）
と
い
う
説
明
が
分
か
り
や
す
い
。

(17)

須
田
千
里
は
「
羅
生
門
で
語
ら
れ
た
こ
と
」
（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
『
研

究
年
報
」
三
十
八
平
成
六
〔
一
九
九
四
〕
年
十
二
月
）
の
中
で
、
芥
川

同
時
代
の
国
史
事
典
の
記
述
や
説
話
類
の
博
捜
か
ら
、
（
未
だ
強
盗
で
は
な

い
、
下
層
隷
属
民
と
し
て
の
）
「
下
人
」
が
「
聖
柄
の
太
刀
」
を
侃
い
て
い

る
こ
と
は
（
史
実
と
し
て
）
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
、
そ
こ
に
作
者
・
芥

川
の
文
献
解
釈
上
の
ミ
ス
の
伏
在
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
後
に
「
下
人
」
が

強
盗
に
転
じ
て
い
く
物
語
的
可
能
性
に
と
っ
て
は
、
「
太
刀
は
必
須
だ
っ
た
」

と
す
る
。

因
み
に
、
吉
田
城
に
よ
る
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
（
岩
波

書
店
一
九
九
八
•
一
）
収
録
の
「
羅
生
門
」
草
稿
に
対
す
る
綿
密
な
調
査

（
「
盗
人
の
誕
生
『
羅
生
門
」
推
敲
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
一
考
察
」

『
文
学
』
第
九
巻
四
号
〔
一
九
九
八
年
秋
号
〕
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

通
り
、
芥
川
は
該
小
説
（
今
日
の
「
羅
生
門
」
）
の
主
人
公
で
あ
る
男
の
持

ち
物
と
し
て
の
「
太
刀
」
に
は
相
当
に
気
を
使
い
、
何
度
も
そ
の
表
現
を

書
き
換
え
た
末
に
、
最
終
的
に
成
稿
に
見
る
よ
う
な
「
聖
柄
の
太
刀
」
に

行
き
着
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
歴
史
学
の
地
平
か
ら
見
て
そ
れ
が
妥

当
か
否
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
芥
川
に
よ
る
単
純
な
ミ
ス
と
い
う

こ
と
は
恐
ら
く
な
い
の
だ
ろ
う
。
（
物
語
的
可
能
性
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、

前
田
角
蔵
「
「
羅
生
門
」
論
老
婆
の
視
座
か
ら
ー
ー
」
〔
『
日
本
文
学
j

第
四
十
五
巻
二
号
平
成
八
(
-
九
九
六
）
年
二
月
〕
が
示
す
、
「
下
人
」
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が
そ
れ
を
「
ど
こ
か
で
拾
っ
て
来
た
」
と
い
う
推
測
も
、
興
味
深
い
。
）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
論
者
も
こ
の
「
羅
生
門
」
の
物
語
（
但
し
本
論
は
よ

り
抽
象
度
の
尚
い
そ
れ
を
抽
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
）
に
と
っ
て

「

太

刀

」

武

器
11
道
具
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
立
つ
。

(18)

田
中
実
「
批
評
す
る
〈
語
り
手
〉
『
羅
生
門
」
」
（
『
国
語
と
国
文
学
j

平
成
六
〔
一
九
九
四
〕
年
三
月
。
後
、
「
批
評
す
る
〈
語
り
手
〉
芥
川

龍
之
介
『
羅
生
門
j

」
と
改
題
し
て
『
小
説
の
力
新
し
い
作
品
論
の
た

め
に
j

〔
大
修
館
書
店
一
九
九
六
・
ニ
〕
所
収
。
こ
こ
で
は
後
者
を
参
照
）

に
「
老
婆
は
―
つ
の
生
命
体
と
し
て
こ
の
弱
肉
強
食
の
生
き
物
の
摂
理
を

生
き
る
た
め
に
生
き
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
「
鶉
が
死
肉
を
啄
む
こ
と
と
老

婆
が
髪
の
毛
を
抜
く
行
為
は
等
価
]
と
い
う
把
握
が
あ
る
。
尚
、
老
婆
は

生
存
と
い
う
単
一
目
的
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
、
環
境
・
条
件
的
に
可

能
な
範
囲
で
行
っ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
の
論
理
も
倫
理
的
意

味
も
（
語
り
手
や
「
下
人
」
の
解
釈
が
介
入
す
る
以
前
の
）
第
一
義
的
に

は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
指
摘
や
、
そ
う
し
た
表
象
と
し
て
の
「
腸
」
を

老
婆
の
そ
れ
に
重
ね
て
見
る
視
点
は
複
数
の
先
行
論
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

(19)

「
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
も
の
は
大
抵
は
確
か
に
動
物
的
で
あ

る
。
」
（
「
保
儒
の
言
葉
（
遺
稿
）
」
中
「
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
」
）
。
尚
、

こ
の
表
現
の
背
後
に
ニ
ー
チ
ェ
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
、
そ
の
意
味
で
「
か

つ
て
あ
な
た
が
た
は
猿
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
い
ま
も
人
間
は
、
ど
ん
な

猿
に
く
ら
べ
て
も
そ
れ
以
上
に
猿
で
あ
る
。
」
と
い
う
「
ツ
ア
ラ
ト
ス
ト
ラ
」

の
一
節
（
引
用
本
文
は
、
後
述
論
文
の
そ
れ
を
踏
襲
）
か
ら
「
『
羅
生
門
」

の
後
景
」
（
論
題
）
を
考
察
し
た
松
本
常
彦
の
論
（
『
近
代
文
学
考
j

九
〔
昭

和
六
十
一
(
-
九
八
六
）
年
十
一
月
〕
所
収
）
は
、
（
「
猿
」
の
意
味
づ
け

が
本
論
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
）
興
味
深
い
。

(20)

そ
の
部
分
、
「
不
意
に
右
の
手
を
面
胞
か
ら
離
し
て
、
老
婆
の
襟
上
を
つ

か
み
な
が
ら
、
噛
み
つ
く
よ
う
に
」
と
あ
る
。
「
面
胞
」
は
冒
頭
部
で
遅
疑

送
巡
す
る
下
人
を
描
く
と
き
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
そ

れ
か
ら
手
を
離
し
て
動
物
的
行
動
に
で
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
そ

ヒ
ュ
ー
マ
—
一
―T
ィ

れ
は
下
人
の
中
の
（
狭
義
の
）
人
間
性
の
象
徴
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

夙
に
山
崎
甲
一
・
注
8
前
掲
論
が
こ
の
場
面
に
関
し
て
、
「
下
人
の
変
形
し

た
精
神
や
感
受
性
に
な
お
消
え
ず
残
っ
て
い
た
、
い
わ
ば
最
後
の
倫
理
的

な
良
心
の
「
火
」
と
で
も
言
う
べ
き
」
も
の
を
、
下
人
が
「
み
ず
か
ら
そ

の
火
を
消
す
」
瞬
間
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
た
だ
、
山
崎
は
そ
の
「
火
」
を
、
「
面

胞
」
よ
り
も
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
「
右
の
手
」
に
見
出
し
、
「
面
胞
」
に
対

し
て
は
寧
ろ
「
自
己
懐
疑
や
葛
藤
や
「
迷
」
い
ば
か
り
を
生
む
、
居
心
地

が
悪
く
気
味
の
悪
い
場
所
」
の
表
象
と
意
味
づ
け
て
い
る
。

(21)

森
正
人
「
〈
羅
生
門
〉
へ
の
途
ー
方
法
の
獲
得
」
（
熊
本
大
学
文

学
会
『
文
学
部
論
叢
j

三
十
五
平
成
―
―
-
〔
一
九
九
一
〕
年
十
一
月
）
に
、

「
老
婆
の
行
為
と
言
葉
と
は
、
畜
生
の
所
業
で
あ
り
畜
生
の
論
理
で
あ
っ
た
」

と
あ
り
、
そ
こ
で
の
「
畜
生
」
に
は
六
道
の
畜
生
道
が
意
識
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
文
脈
で
言
え
ば
、
後
述
す
る
よ
う
な
「
下
人
」
の
動
き
は
、
「
畜
生
」

よ
り
寧
ろ
「
修
羅
」
の
そ
れ
で
あ
る
と
論
者
は
考
え
る
。

(22)

「
原
話
に
相
違
し
て
老
婆
の
着
衣
し
か
引
剥
し
な
い
の
は
、
こ
れ
が
一
種

の
象
徴
行
為
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
」
と
の
言
及
が
杉
本
優
・
注

8
前
掲
論

に
見
ら
れ
、
他
に
も
同
種
の
見
方
は
先
行
論
に
も
幾
つ
か
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
論
に
お
け
る
「
象
徴
」
の
向
う
先
、
つ
ま
り
老
婆
に
対
す
る
下
人
の
「
引

剥
」
行
為
に
見
出
さ
れ
る
意
味
は
、
い
ず
れ
も
本
論
と
は
異
な
る
。
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尚
、
老
婆
の
着
衣
に
関
し
て
、
前
田
角
蔵
・
注
l

7
前
掲
論
に
、
「
う

す
汚
れ
た
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
と
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
売
れ
る
見
込
み

な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な
」
い
と
い
う
、
作
中
の
現
実
に
照
ら
し
て
至
極
当

然
の
指
摘
が
あ
り
、
篠
崎
美
生
子
は
そ
の
発
想
の
延
長
上
に
、
そ
も
そ
も

下
人
に
そ
れ
を
売
る
気
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い

る
（
「
排
除
す
る
物
語
／
排
除
さ
れ
た
物
語
ー
|
'
も
う
ひ
と
つ
の
「
羅
生

門
」
」
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
『
国
文
学
研
究
j

―
二
三
平
成
九

〔
一
九
九
七
〕
年
十
月
）
。

(23)

竹
腰
幸
夫
が
「
『
羅
生
門
j

の
老
婆
」
（
『
静
岡
近
代
文
学
」
三
昭
和

六
十
三
〔
一
九
八
八
〕
年
七
月
）
の
中
で
、
「
下
人
」
の
行
為
が
「
老
婆
ヘ

の
単
な
る
い
じ
め
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

(24)

あ
る
い
は
〈
「
老
婆
」

11

「
猿
」
対
「
下
人
」

11

「
人
間
」
〉
の
構
図
か

ら
更
に
想
像
を
働
か
す
な
ら
、
こ
の
場
面
で
「
老
婆
」
の
着
衣
で
あ
る
「
檜

皮
色
の
着
物
」
は
「
猿
」
の
表
皮
11
毛
皮
の
表
象
で
あ
っ
て
、
「
人
間
」
側

の
「
下
人
」
は
そ
れ
を
奪
っ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
（
但
し
、
「
老
婆
」

の
「
桧
皮
色
の
着
物
」
に
実
際
の
毛
皮
ほ
ど
の
効
用
も
価
値
も
な
い
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
注
22
参
照
）

(25)

先
行
論
で
は
、
例
え
ば
、
森
常
治
「
芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
」
」
（
『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
三
十
巻
七
号
昭
和
四
十
〔
一
九
六
五
〕
年
六
月
）

マ
マ

が
、
「
崩
れ
か
か
っ
た
門
は
崩
壊
寸
前
の
人
間
の
文
化
を
表
わ
」
す
と
言
い
、

勝
倉
壽
一
「
『
羅
生
門
j

生
の
摂
理
」
（
『
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小

説
」
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
一
九
八
三
・
六
）
に
、
「
か
つ
て
権
威
・
秩
序
・

文
化
な
ど
の
善
の
象
徴
と
し
て
威
容
を
誇
っ
た
羅
生
門
」
の
荒
廃
は
云
倫
理
・

宗
教
が
解
体
し
て
自
然
界
へ
回
帰
す
る
人
間
文
化
の
終
末
を
暗
示
」
す
る
、

[
Q川
」
と
「
S
川
」
と
い
う
二
川
の
状
態
を
中
心
に
、
そ
の
流
域
で
起

こ
る
人
類
の
興
亡
を
、
特
定
の
「
人
物
」
に
焦
点
化
し
な
い
大
き
な
視
点

か
ら
描
く
。

(32)

一
月
四
日
附
南
部
修
太
郎
宛
、
同
日
附
薄
田
泣
菫
宛
、
十
九
日
附
大
田

黒
元
雄
宛
、
二
十
七
日
附
広
瀬
雄
宛
書
翰
に
こ
の
句
が
見
え
る
。

31 

れ
た
第
二
章
の
中
に
あ
る
。

一
九
二

O
・
I
)

な
ど
の
視
点
が
見
え
る
。

(
2
6
)今
野
哲
「
『
羅
生
門
j
論
生
を
希
求
す
る
か
た
ち
ー
—

r
」
(
『
二
松j

五
平
成
三
〔
一
九
九
こ
年
三
月
）
に
、
「
「
下
人
の
行
方
」
を
明
確
に
捕

捉
し
提
示
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
に
下
人
を
閉
じ
込
め

た
末
尾
の
改
変
に
よ
っ
て
、
「
作
者
」
の
位
相
は
作
品
世
界
に
お
け
る
絶
大

な
権
力
者
の
位
置
か
ら
の
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
」
と
い
う
言
及
が
あ
る
。

(27)

原
拠
末
尾
は
「
此
の
事
は
其
の
盗
人
の
人
に
語
け
る
を
聞
継
て
、
此
＜

語
り
伝
へ
た
る
と
や
。
」
で
あ
る
。

(28)

「
0
羅
城
門
平
安
城
の
正
門
也
、
朱
雀
大
路
の
中
心
に
当
り
て
朱
雀
門

と
遥
に
相
望
み
、
其
の
外
を
洛
外
と
な
す
」
（
注
2
前
掲
国
文
叢
書
『
今

昔

物

語

下

巻
j

の
頭
註
よ
り
）
。

(29)

「
羅
生
門
」
決
定
稿
で
描
か
れ
な
か
っ
た
そ
の
後
「
下
人
の
行
方
」

を
描
い
た
の
が
「
倫
盗
」
（
『
中
央
公
論
」
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
四
・
七
月
、

生
前
単
行
本
未
収
録
）
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
は
今
日
の
芥
川
研
究
で
は

定
説
化
し
て
い
る
。

(30)

「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
は
初
出
後
、
『
影
燈
籠
J

(
春
陽
堂

に
収
録
さ
れ
、
そ
の
際
に
第
二
、
六
章
が
削
除
さ
れ
た
。
引
用
部
は
削
除
さ
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(33)

前
注
の
南
部
・
薄
田
宛
書
翰
に
は
、
句
と
共
に
「
こ
れ
は
新
年
の
句
本

の
広
告
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
芥
川
の
「
言
い
訳
」
が
見
え
る
。

(
3
4
)
収
録
作
品
を
発
表
順
に
並
べ
る
と
以
下
の
通
り
。

「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
（
『
中
央
公
論
」
大
正
六
〔
一
九
一
七
〕
年
九
月
）
「
戯

作
三
昧
」
（
『
大
阪
毎
日
新
聞
j

夕
刊
同
年
十
月
二
十
日
＼
十
一
月
四
日
）

「
首
が
落
ち
た
話
」
（
『
新
潮
」
大
正
七
〔
一
九
一
八
〕
年
一
月
）
「
袈
裟
と

盛
遠
」
（
『
中
央
公
論
」
同
年
四
月
）
「
地
獄
変
」
（
『
大
阪
毎
日
新
聞
j

夕
刊

同
年
五
月
一
日
1
二
十
二
日
・
『
東
京
日
日
新
聞
j

同
二
日

1
二
十
二
日
）

「
蜘
蛛
の
糸
」
（
『
赤
い
鳥
」
同
年
七
月
）
「
開
化
の
殺
人
」
『
中
央
公
論
j

同

年
七
月
十
五
日
）
「
奉
教
人
の
死
」
（
『
三
田
文
学
j

同
年
九
月
）
「
枯
野
抄
」
（
『
新

小
説
j

同
年
十
月
）
「
る
し
へ
る
」
（
『
雄
弁
j

同
年
十
一
月
）
「
毛
利
先
生
」
（
『
新

潮
j

大
正
八
〔
一
九
一
九
〕
年
一
月
）

(35)

こ
れ
も
広
く
知
ら
れ
る
通
り
、
今
日
高
等
学
校
国
語
科
検
定
教
科
書
の

総
て
に
お
い
て
「
羅
生
門
」
が
収
録
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
定
番
教
材
」

と
し
て
の
状
態
が
長
く
続
い
て
い
る
。

(36)

関
口
安
義
『
「
羅
生
門
」
を
読
む
J

(
三
省
堂
一
九
九
ニ
・
一
）
。

(37)

「
羅
生
門
」
の
末
尾
改
稿
を
「
地
獄
変
」
と
関
聯
づ
け
て
述
べ
た
先
行
論
に
、

田
中
実
・
注
1

8
前
掲
論
文
、
池
上
貴
子
「
『
羅
生
門
j

論

末

尾

改

稿

を
軸
に
」
（
梅
光
学
院
大
学
『
日
本
文
学
研
究
」
三
十
九
平
成
十
六

年
〔
二

0
0
四
〕
年
一
月
）
等
が
あ
る
。

田
中
論
は
「
地
獄
変
」
の
「
大
殿
様
の
従
者
で
あ
る
実
体
的
な
〈
語
り
手
〉

の
裏
と
表
の
二
重
の
〈
語
り
〉
の
向
こ
う
に
、
そ
の
〈
語
り
手
〉
を
超
越

す
る
〈
語
り
手
を
超
え
る
語
り
〉
が
機
能
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
興

味
深
い
。
た
だ
、
同
論
は
「
羅
生
門
」
と
い
う
小
説
総
体
に
「
プ
ロ
ッ
ト

を
支
え
る
〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
〉
の
〈
内
的
必
然
性
〉
の
な
か
に
働
く
あ

る
一
定
の
方
向
を
示
す
表
現
、
こ
の
二
重
の
〈
語
り
〉
の
重
層
性
の
確
か

さ
」
を
見
出
し
、
そ
れ
が
末
尾
改
稿
に
よ
っ
て
よ
り
決
定
的
な
も
の
と
な
っ

た
、
と
い
う
見
方
に
立
っ
て
い
る
が
、
論
者
は
決
定
稿
に
関
し
て
も
「
羅

生
門
」
と
い
う
作
品
に
、
こ
う
し
た
謂
わ
ば
〈
奥
行
き
を
秘
め
て
（
そ
れ

を
顕
示
す
る
）
限
定
的
な
語
り
〉
の
手
法
が
そ
こ
ま
で
確
立
的
に
示
さ
れ

て
い
る
と
ま
で
は
言
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
改
稿
も
語
り
に
関
わ
る
・
大
幅
な

も
の
と
し
て
は
数
か
所
に
留
ま
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
「
羅
生

門
」
が
〈
作
家
〉
芥
川
に
関
し
て
示
し
て
い
る
こ
と
は
改
稿
を
含
め
て
手

法
の
発
見
、
そ
の
萌
芽
で
あ
っ
て
、
後
の
（
少
な
く
と
も
語
り
に
関
し
て
は
）

よ
り
完
成
度
の
高
い
諸
作
と
は
等
価
に
は
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
し

か
し
、
連
続
性
に
つ
い
て
は
強
く
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
）
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
池
上
論
が
読
み
取
っ
て
い
る
「
地
獄
変
」
の
語
り
の
、
「
意
識
的

に
対
象
を
囲
い
込
む
方
法
の
限
界
性
」
（
と
そ
の
こ
と
に
対
す
る
作
家
の
反

省
・
限
界
自
覚
、
下
降
傾
向
）
と
い
う
把
握
は
、
芥
川
晩
年
の
作
家
的
認

識
に
根
拠
を
求
め
、
そ
こ
か
ら
前
期
作
品
を
逆
照
射
す
る
や
り
方
に
基
づ

い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
、
あ
る
種
古
風
な
作
家
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
に
対
し
、
論
者
は
「
地
獄
変
」
ほ
か
諸
作
と
平
行
す
る
「
羅
生
門
」
改
稿
、

そ
し
て
「
藪
の
中
」
へ
と
続
く
正
に
そ
の
方
法
論
的
進
化
（
と
敢
え
て
言
う
）

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

の
只
中
で
の
作
品
の
動
態
（
そ
こ
に
は
勿
論
〈
失
敗
〉
や
〈
挫
折
〉
の
痕

も
含
ま
れ
る
）
を
、
特
に
語
り
（
手
）
の
側
面
か
ら
考
え
る
こ
と
を
企
図

し
て
い
る
。

-53-




