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は
じ
め
に

『
小
説
神
髄
』
は
︑
ご
く
簡
単
な
擬
古
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
わ
ざ

わ
ざ
現
代
語
訳
す
る
必
要
は
な
い
し
︑
近
代
文
学
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
も
の
な

ら
︑
当
然
︑
原
書
に
あ
た
っ
て
勉
強
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
︑
な
る
ほ
ど
そ
の

と
お
り
だ
と
は
思
う
け
れ
ど
も
︑
実
際
に
︑『
小
説
神
髄
』
を
原
書
の
ま
ま
読
ん
で
︑

正
し
く
理
解
で
き
る
人
は
︑
大
学
四
年
生
く
ら
い
で
も
ご
く
少
な
い
し
︑
と
く
に
︑

こ
の
本
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
︑
大
学
二
︑
三
年
生
で
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と

い
っ
て
も
い
い
︒
そ
こ
で
︑
い
く
ら
か
無
駄
な
仕
事
に
属
す
る
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
︑
あ
え
て
『
小
説
神
髄
』
の
現
代
語
訳
を
す
る
こ
と
に
し
た
︒
訳
に
ま
ち
が

い
や
不
適
切
な
表
現
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
識
者
の
𠮟
正
を
乞
う
︒

　

な
お
︑
注
は
︑
日
本
近
代
文
学
大
系
『
坪
内
逍
遥
選
集
』（
中
村
完
注
釈
︑
角
川

書
店
︑
昭
和
四
九
年
一
〇
月
（︑
岩
波
文
庫
『
小
説
神
髄
』（
宗
像
和
重
解
説
︑
二

〇
一
〇
年
六
月
（
に
詳
細
な
注
が
あ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
︒

ま
た
︑
柳
田
泉
『『
小
説
神
髄
』
研
究
』（
春
秋
社
︑
昭
和
四
一
年
（
に
詳
し
い
解

説
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
は
さ
ま
ざ
ま
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
で
︑
記
し
て
︑
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
︒
柳
田
氏
の
著
作
に
は
︑
本
文
の
解

釈
に
相
当
す
る
部
分
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
な
る
べ
く
直
訳
を
心
が
け
た
︒

　

日
本
近
代
文
学
大
系
は
︑『
逍
遥
選
集
』
別
冊
第
三
を
底
本
と
し
︑
初
版
本
（
松

月
堂
︑
明
治
一
八
～
一
九
年
（
を
参
照
し
た
と
あ
る
︒
な
お
︑
柳
田
泉
氏
に
よ
る

岩
波
文
庫
本
に
初
出
と
『
逍
遥
選
集
』
の
異
同
に
つ
い
て
の
注
記
が
あ
る
ほ
か
︑

宗
像
和
重
氏
の
解
説
本
は
︑『
逍
遥
選
集
』
を
底
本
と
し
︑
初
出
と
の
対
照
表
を

付
し
て
い
る
︒

　

本
稿
で
は
︑
若
き
日
の
逍
遥
の
口
吻
を
髣
髴
と
さ
せ
た
い
と
思
い
︑
初
出
本
に

拠
っ
た
︒
本
稿
は
︑『
小
説
神
髄
』
を
原
文
の
ま
ま
に
理
解
し
た
く
て
も
︑
で
き
ず

に
も
ど
か
し
が
っ
て
い
る
初
学
者
を
念
頭
に
お
い
て
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
前
号
よ
り
の
続
き
（

　

音
韻
転
換
も
意
義
転
換
も
︑
無
理
に
筆
を
曲
げ
た
跡
が
そ
の
文
章
の
上
に
現
れ

て
︑
作
者
の
苦
心
が
あ
か
ら
さ
ま
に
他
人
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
じ
つ
に
拙
い
︒
そ

翻
　
訳

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』（
十
（

坂

井
　

健
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う
じ
て
︑
こ
う
し
た
掛
詞
や
縁
語
を
使
い
た
い
と
き
は
︑
ま
ず
︑
第
一
に
︑
転
換

の
具
合
が
平
易
で
滑
ら
か
な
も
の
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
言
葉
を
換
え
て

い
う
な
ら
︑
ふ
つ
う
の
読
書
眼
の
あ
る
人
が
︑
た
だ
一
通
り
読
ん
だ
だ
け
で
︑
そ

の
転
換
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
︑
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
書
く
べ
き

で
あ
る
︒
も
っ
と
巧
妙
で
実
に
込
み
入
っ
た
転
換
で
も
︑
も
う
一
度
読
ん
で
み
る

と
す
ぐ
に
読
者
に
分
か
る
よ
う
に
書
く
べ
き
な
の
だ
︒
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
︑
ど

ん
な
に
巧
妙
な
転
換
で
あ
っ
て
も
︑
読
者
が
そ
の
意
味
を
理
解
し
に
く
く
て
苦
し

む
よ
う
で
あ
れ
ば
︑
お
も
し
ろ
く
な
い
︒
た
だ
︑
お
も
し
ろ
く
な
い
ば
か
り
で
は

な
く
︑
そ
の
す
べ
て
の
文
章
の
意
味
さ
え
も
︑
そ
の
た
め
に
分
か
り
に
く
く
な
る

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
自
分
の
友
人
何
某（（
（

が
か
つ
て
言
っ
た
こ
と
に
は
︑
転
換
法

は
︑
ま
こ
と
に
優
れ
た
文
章
の
表
現
法
で
あ
っ
て
︑
地
の
文
で
こ
れ
を
用
い
る
な

ら
︑
西
洋
の
国
々
の
文
章
に
も
︑
い
ま
だ
に
知
ら
れ
て
い
な
い
妙
趣
が
あ
る
が
︑

こ
れ
を
人
物
相
互
の
会
話
に
使
う
こ
と
は
と
て
も
不
都
合
な
こ
と
で
は
な
い
か
︒

な
ぜ
か
と
い
う
と
︑
掛
詞
や
縁
語
は
俗
に
い
う
洒
落
と
い
う
も
の
に
似
て
い
る
︒

と
い
う
の
は
︑
前
に
も
あ
げ
た
︑

「
短
き
蘆
の
ふ
し
あ
わ
せ
︑
逢
ず
な
り
し
を
う
ら
め
し
の
︑
近
江
と
は
た
が
名

附
け
ん
︒」
云
々
の
文
中
に
あ
る
「
近
江
」
の
字
は
「
逢
」
か
ら
転
じ
た
洒
落
で
は

な
い
か
︒
こ
の
よ
う
な
悲
哀
の
言
葉
の
中
に
洒
落
を
ま
じ
え
る
の
は
不
都
合
で
は

な
い
か
云
々
と
い
っ
て
い
た
︒
私
は
答
え
て
い
う
︒
そ
う
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う

な
洒
落
は
用
い
て
も
悪
く
は
な
い
︒
な
ぜ
か
と
い
う
と
非
情
の
地
名
で
さ
え
恨
め

し
く
思
っ
て
︑
な
げ
く
と
こ
ろ
は
︑
か
え
っ
て
淡
い
乙
女
の
情
合
ら
し
く
見
え
て
︑

意
地
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
例
は
︑
世
の
中
に
実
際
に
あ
る
こ
と
で

あ
る
︒
む
か
し
︑
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
に
ウ
ィ
ザ
ー
な
に
が
し（（
（

と
い
う
人
が
い
た
︒

あ
る
と
き
そ
の
家
運
が
衰
え
た
の
を
な
げ
い
て
詠
ん
だ
詩
に
︑

「
凋
む
て
ふ
名
に
も
し
る
し
や
わ
が
宿
に
か
か
る
な
げ
き
の
秋
を
見
む
と
は

（
し
ぼ
む
と
い
う
名
前
に
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
こ
と
だ
︒
私
の
家
に
こ
の
よ

う
な
悲
し
い
秋
が
や
っ
て
こ
よ
う
と
は
（」

　
〝T

he very nam
e of w

ither show
s decay

（
ウ
ィ
ザ
ー
（
凋
む
（
と
い
う

名
前
の
と
お
り
︑
家
運
は
傾
い
て
い
る（（
（

〟

　

と
い
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
我
が
国
で
は
︑
源
三
位
頼
政
が
平
等
院
で
芝
生
に
座

っ
て
︑
今
に
も
切
腹
を
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
︑
辞
世
の
句
に
と
い
っ
て

「
埋
木
の
花
さ
く
こ
と
も
な
か
り
し
に
身
の
な
る
こ
と
ぞ
悲
し
か
り
け
る
︒

（
埋
木
の
花
が
咲
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
︑
世
に
出
る
こ
と
も
な
か
っ
た
我
が
身

で
あ
る
の
に
︑
こ
の
よ
う
な
身
の
果
て
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
悲
し
い
こ
と

で
あ
る
よ（（
（

︒（」

　

と
詠
ま
れ
た
よ
う
な
も
の
も
︑
い
わ
ゆ
る
洒
落
を
ま
じ
え
て
い
る
が
︑
そ
の
痛

切
な
趣
に
お
い
て
は
︑
通
常
の
言
葉
に
ま
さ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　

ち
な
み
に
言
う
︒
転
換
法
は
お
お
む
ね
言
葉
が
冗
長
に
な
る
の
を
省
く
た

め
と
い
っ
た
が
︑
と
き
に
は
転
換
法
を
用
い
て
︑
か
え
っ
て
冗
長
に
な
る
こ

と
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑

「
別
れ
し
後
ぞ
う
き
事
を
︑「
黄
楊
の
小
櫛
の
」
告
る
間
も
︑
無
き
世
が

た
り
に
な
ら
ん
と
は
︑
思
ひ
が
け
な
や
︑「
黒
髪
の
︑
神
」
な
ら
ぬ
身
ぞ
是
非

も
な
き
︒」（
別
れ
た
後
も
︑
つ
ら
い
こ
と
を
黄
楊
の
小
櫛
の
「
つ
げ
」
で
は

な
い
が
︑
辻
占
が
告
げ
て
く
れ
る
間
も
な
く
世
間
の
評
判
に
な
っ
て
し
ま
お

う
と
は
︑
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑「
黒
髪
の
髪
」
の
「
か
み
」
で

は
な
い
が
︑
神
な
ら
ぬ
身
の
是
非
の
な
い
こ
と
だ
︒（
云
々
︒
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「
黄
楊
の
小
櫛
」
並
び
に
「
黒
髪
」
の
文
字
は
︑
す
な
お
に
文
章
を
書
い
て
い

く
と
き
に
は
不
要
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
「
告
げ
る
」
に
掛
け
︑「
神
な
ら
ぬ
」

の
掛
詞
に
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
の
は
︑
不
要
な
技
巧
で
あ
る
︒
思
う
に
︑
文

章
に
装
飾
を
添
え
よ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
筆
者
の
考
え
で
は
︑
こ

の
よ
う
な
掛
け
こ
と
ば
は
︑
な
る
べ
く
用
い
な
い
よ
う
に
し
て
︑
文
章
に
必
要
な

装
飾
の
よ
う
な
も
の
は
︑
ほ
か
の
方
法
に
求
め
る
こ
と
が
大
い
に
望
ま
し
い
こ
と

で
あ
ろ
う
︒
そ
の
理
由
は
︑
読
者
の
現
実
で
あ
る
と
の
感
覚
を
失
わ
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

古
い
歌
を
引
用
す
る
方
法
は
︑
古
代
の
物
語
で
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
︒
古
人
の
詩
歌
の
一
部
を
引
い
て
き
て
︑
地
の
文
章
の
助
け
と
し
︑
か

つ
︑
修
飾
を
与
え
る
方
法
で
あ
る
︒

「
月
お
ぼ
ろ
に
さ
し
出
て
池
ひ
ろ
く
山
こ
ぶ
か
き
わ
た
り
心
細
げ
に
見
ゆ

る
に
も
住
は
な
れ
た
ら
ん
岩
ほ
の
な
か
お
ぼ
し
や
ら
る
︒（
月
が
お
ぼ
ろ
に

さ
し
出
で
て
︑
池
は
広
く
︑
山
の
木
々
が
深
い
あ
た
り
が
︑
心
細
そ
う
に
見

え
る
に
つ
け
て
︑
世
の
中
か
ら
離
れ
た
岩
の
洞
窟
を
お
思
い
に
な
ら
れ
る
」

云
々
︒（『
源
氏
物
語
』
須
磨
の
巻（（
（

（

「
袖
ま
き
ほ
さ
ん
人
も
な
き
身
に
う
れ
し
こ
こ
ろ
ざ
し
に
こ
そ
は
と
宣
た

ま
ひ
て
（
添
い
寝
を
し
て
︑
涙
に
ぬ
れ
た
袖
を
絡
み
つ
け
て
乾
か
し
て
く
れ

る
人
も
な
い
身
に
と
っ
て
う
れ
し
い
お
心
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
（︑」

云
々
︒（『
同
前
』
末
摘
花（（
（

（

　

右
の
第
一
の
文
中
に
あ
る
「
岩
ほ
の
な
か
」
云
々
は
「
い
か
な
ら
ん
い
は
ほ
の

中
に
住
ま
ば
か
は
世
の
う
き
こ
と
の
き
こ
え
こ
ざ
ら
ん
（
ど
の
よ
う
な
岩
の
洞
窟

に
住
ん
だ
な
ら
世
の
中
の
嫌
な
事
を
聞
か
ず
に
済
む
こ
と
で
あ
ろ
う
か（（
（

（」
と
い

っ
た
古
歌
の
一
部
を
借
用
し
て
︑
地
の
文
章
の
言
葉
を
省
い
て
︑
言
外
に
意
味
を

含
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
第
二
の
文
中
に
あ
る
「
袖
捲
き
乾
さ
ん
」

云
々
は
︑「
淡
雪
は
け
ふ
は
な
降
り
そ
白
妙
の
袖
ま
き
ほ
さ
ん
人
も
あ
ら
な
く
に

（
淡
雪
よ
︑
今
日
は
降
ら
な
い
で
お
く
れ
︒
白
い
袖
を
絡
み
つ
け
て
乾
か
し
て
く

れ
る
人
も
い
な
い
の
だ
か
ら（（
（

（」
と
い
っ
た
古
歌
を
借
用
し
て
︑
言
葉
の
文
句
を

省
い
た
の
で
あ
る
︒
漢
詩
を
引
用
し
た
場
合
も
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
が
︑
今
は

記
憶
の
中
に
な
い
の
で
︑
こ
こ
に
は
そ
の
例
を
あ
げ
な
い
け
れ
ど
も
︑
そ
の
だ
い

た
い
の
様
子
を
言
う
な
ら
ば
︑
ま
ず
︑
人
物
の
形
容
な
ど
を
地
の
文
で
な
る
べ
く

細
か
に
写
し
出
し
た
う
え
で
︑
ま
だ
足
り
な
い
と
思
わ
れ
る
と
き
に
は
︑
そ
の
形

容
に
ふ
さ
わ
し
い
古
人
の
詩
句
を
抜
き
出
し
て
︑
そ
の
趣
き
を
補
う
の
で
あ
る
︒

西
洋
の
小
説
文
に
こ
の
方
法
を
用
い
る
者
は
非
常
に
多
い
︒
景
色
を
写
し
た
の
ち

に
︑「
ま
さ
に
こ
れ
は
」
の
二
字
を
置
い
て
︑
自
作
の
漢
詩
を
掲
げ
る
の
も
同
じ

趣
の
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
古
詩
を
用
い
て
雅
な
趣
が
あ
る
も
の
に
は
劣
っ
て
い
る
︒

　

題
目
構
成
の
方
法
は
︑
別
に
一
定
の
き
ま
り
も
な
い
の
で
︑
作
者
の
随
意
で
あ

る
の
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
︑
参
考
の
た
め
に
一
言
を
こ
こ
に
費
や
し
た
い
︒
あ

の
中
国
の
小
説
に
な
ら
っ
て
︑
対
句
の
よ
う
な
漢
文
を
二
行
に
並
べ
る（（
（

の
は
︑
古

臭
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
か
と
い
っ
て
︑「
第
一
回
何
々
の
こ
と
」
な
ど
と
あ
か

ら
さ
ま
に
掲
げ
る
の
も
︑
あ
ま
り
に
も
興
の
薄
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
だ
︒
西
洋
に

は
古
人
の
詩
歌
を
抜
き
出
し
て
題
目
の
代
わ
り
と
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
わ
が
国
に

も
古
人
の
発
句
を
引
用
し
て
題
に
代
え
た
作
者
も
あ
っ
た
︒
後
の
二
者
は
じ
つ
に

面
白
い
趣
向
か
と
思
わ
れ
る
︒
題
目
な
ど
ど
の
よ
う
に
し
て
も
良
い
よ
う
で
あ
る

が
︑
ま
た
︑
退
い
て
考
え
て
み
る
と
︑
読
者
の
注
意
を
引
く
た
め
の
一
つ
の
方
便

と
思
わ
れ
る
の
で
︑
そ
れ
な
り
の
新
た
な
工
夫
を
︑
題
名
を
つ
け
る
の
に
も
凝
ら
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す
の
が
良
い
︒

　

筆
者
は
︑
前
段
で
雅
俗
折
衷
の
読
本
の
文
体
の
文
例
を
あ
げ
る
と
い
っ
て
︑
馬

琴
の
文
だ
け
を
あ
げ
た
の
で
︑
中
に
は
誤
解
し
て
︑
馬
琴
翁
の
文
を
学
べ
と
い
っ

た
の
だ
と
思
う
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
は
な
は
だ
し
く
筆
者
の
意
見
と
ち

が
っ
て
い
る
︒
筆
者
は
︑
た
だ
雅
俗
の
折
衷
の
加
減
を
示
そ
う
と
し
て
︑
馬
琴
翁

の
文
を
引
用
し
た
だ
け
で
あ
る
︒
け
っ
し
て
馬
琴
翁
の
文
を
お
手
本
に
し
な
さ
い

と
い
っ
た
の
で
は
な
い
︒
馬
琴
翁
は
ま
っ
た
く
雅
俗
折
衷
体
の
大
家
で
あ
る
が
︑

あ
の
馬
琴
調
の
文
の
よ
う
な
も
の
は
︑
馬
琴
だ
け
が
独
り
書
く
こ
と
の
で
き
る
文

体
な
の
で
あ
っ
て
︑
後
代
の
人
が
学
ぼ
う
と
思
っ
て
も
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
文

体
な
の
だ
︒
無
理
に
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
︑
か
え
っ
て
問
題
が
起
き
る
︒
た
だ
︑

雅
言
と
俗
言
と
の
折
衷
の
加
減
に
だ
け
注
意
し
て
筆
を
運
ぶ
の
が
良
い
︒
も
し
そ

う
で
な
く
て
︑
馬
琴
の
文
だ
け
を
学
ぼ
う
と
す
れ
ば
︑
例
の
鋳
型
の
文
と
な
っ
て
︑

筆
の
動
き
の
進
退
も
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
︑
ち
ょ
う
ど
目
隠
し
を
し
て
盃
に
酒
を

注
ぐ
よ
う
な
不
都
合
が
起
き
る
だ
ろ
う
︒
雅
俗
の
分
量
を
標
準
と
し
て
文
を
綴
る

の
は
︑
ち
ょ
う
ど
酒
に
水
を
調
合
す
る
よ
う
な
も
の
だ
︒
目
隠
し
を
し
て
酒
を
注

ご
う
と
す
る
と
︑
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
盃
か
ら
あ
ふ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
︑

少
し
ず
つ
注
ぐ
よ
う
な
も
の
だ
︒
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
︑
あ
ふ
れ
て
席
を
汚
す
こ

と
が
あ
る
︒
足
り
な
い
の
は
も
と
よ
り
拙
く
︑
席
を
汚
す
の
は
ま
す
ま
す
見
苦
し

い
︒
酒
に
水
を
足
す
の
に
は
︑
そ
の
標
準
の
分
量
が
あ
る
︒
分
量
の
加
減
は
︑
酒

の
風
味
を
失
わ
な
い
よ
う
に
程
度
に
す
れ
ば
よ
い
︒
下
戸
に
飲
ま
せ
る
分
に
は
少

し
水
を
多
く
し
︑
上
戸
に
飲
ま
せ
る
分
に
は
さ
ら
に
水
を
減
ら
す
の
が
良
い
︒
そ

し
て
︑
そ
の
加
減
は
︑
た
だ
作
者
の
心
に
あ
っ
て
︑
他
人
の
指
図
を
必
要
と
し
な

い
の
で
︑
自
分
で
味
わ
い
︑
自
分
で
試
し
︑
そ
う
し
て
分
量
が
適
当
か
ど
う
か
を

自
由
に
考
え
て
決
め
る
べ
き
で
あ
る
︒
酒
は
︑
す
な
わ
ち
雅
言
で
あ
る
︒
水
は
︑

す
な
わ
ち
俗
言
で
あ
る
︒
雅
俗
折
衷
の
秘
訣
は
︑
酒
と
水
の
加
減
の
よ
う
な
も
の

だ
︒
折
衷
文
を
愛
す
る
作
者
は
︑
こ
の
意
味
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
︒

　

ち
な
み
に
言
う
︒
筆
者
の
友
人
何
某
が
︑
か
つ
て
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒

自
分
は
つ
く
づ
く
こ
の
頃
の
小
説
家
を
見
る
と
︑
お
お
む
ね
馬
琴
に
心
酔
す

る
も
の
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑
そ
の
文
は
ひ
た
す
ら
に
馬
琴
翁
の
文
を
真
似

て
︑
餓
え
た
よ
う
な
文
が
あ
り
︑
瘦
せ
た
よ
う
な
文
が
あ
る
︒
は
な
は
だ
し

い
の
は
︑
ま
っ
た
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
も
あ
る
こ
と
だ
︒
ま
っ

た
く
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
は
な
い
か
︒
馬
琴
翁
は
︑『
源
氏
物
語
』︑『
平
家
物

語
』︑『
太
平
記
』︑『
水
滸
伝
』︑『
西
遊
記
』
な
ど
の
文
を
折
衷
し
て
︑
あ
の

一
大
機
軸
を
つ
く
り
だ
し
た
の
だ
︒
い
わ
ゆ
る
馬
琴
翁
が
自
分
で
会
得
し
た

文
で
あ
っ
て
︑
杜
撰
な
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
︑
こ
じ
つ
け
も
あ
る
︒
と
は
い
っ

て
も
︑
馬
琴
翁
の
こ
じ
つ
け
や
杜
撰
さ
は
︑
翁
の
自
在
の
才
筆
に
よ
っ
て
臨

機
応
変
に
書
い
た
も
の
な
の
で
︑
時
に
よ
っ
て
は
︑
こ
じ
つ
け
や
杜
撰
さ
も

か
え
っ
て
不
思
議
に
魅
力
的
な
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
思
う
に
︑
翁
が
自
在
の
才

筆
に
よ
っ
て
自
分
で
加
減
し
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
な
の
に
今
の
作
者

た
ち
は
︑
そ
の
あ
た
り
を
少
し
も
考
え
な
い
の
か
︑
そ
れ
と
も
力
が
及
ば
な

い
の
か
︑
良
い
と
こ
ろ
も
悪
い
と
こ
ろ
も
馬
琴
を
ま
ね
て
︑
翁
の
杜
撰
な
文

句
を
さ
え
手
柄
顔
に
と
り
だ
し
て
き
て
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
は
い
け
な
い
文

句
の
続
き
に
︑
む
り
に
は
め
込
も
う
と
す
る
者
が
い
る
︒
ま
っ
た
く
ひ
ど
い

誤
り
で
は
な
い
か
︒
小
説
の
文
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
翁
の
根
拠
地
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
︑『
源
氏
物
語
』︑『
平
家
物
語
』︑『
太
平
記
』
な
ど
を
読
み
味

わ
っ
て
︑
そ
の
上
で
あ
ら
た
な
文
体
を
工
夫
す
る
の
が
良
い
︒『
源
氏
物
語
』︑
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『
平
家
物
語
』
な
ど
は
︑
実
に
名
文
の
傑
作
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
と
り
あ
げ

て
さ
ら
に
折
衷
の
文
を
作
る
な
ら
ば
︑
む
な
し
く
馬
琴
翁
だ
け
を
小
説
文
壇

に
勧
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︑
い
や
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
馬
琴
を
学
ぶ
な
ら

ば
︑
か
り
に
そ
の
精
髄
を
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
︑
結
局
︑
馬

琴
の
二
番
煎
じ
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
の
上
に
出
る
こ
と
は
難
し
い
︒
昔
の
小
説

文
を
と
り
あ
げ
て
新
た
に
折
衷
の
文
を
作
る
な
ら
ば
︑
そ
の
文
は
一
家
の
文

で
あ
る
︒
他
人
の
文
で
は
な
い
︒
馬
琴
の
文
と
対
抗
す
る
こ
と
も
で
き
︑
ま

た
︑
そ
れ
を
し
の
ぐ
こ
と
も
で
き
る
︒
じ
つ
に
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
︑

と
言
っ
た
こ
と
だ
︒
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
よ
︒

（
乙
（
草
双
紙
体
は
雅
俗
折
衷
文
の
一
種
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
読
本
体
と
ち
が

っ
て
い
る
理
由
は
︑
た
ん
に
俗
諺
を
使
う
こ
と
が
多
い
の
と
︑
漢
語
を
使
う
こ
と

が
少
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
壮
大
で
豪
壮
な
様
子
の
形
容
を
の
べ
る
と

き
に
︑
例
の
雅
文
体
と
同
じ
不
便
・
不
如
意
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
︒
と
は
い
っ

て
も
︑
漢
語
を
用
い
る
こ
と
を
︑
と
く
に
嫌
う
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
︑
こ

れ
か
ら
こ
の
文
体
を
用
い
る
作
者
は
︑
そ
の
時
々
の
便
宜
に
応
じ
て
多
少
の
漢
語

を
取
り
い
れ
て
︑
先
ほ
ど
の
不
都
合
を
補
う
と
し
て
も
︑
け
っ
し
て
不
都
合
は
な

い
だ
ろ
う
︒
思
う
に
︑
こ
の
文
体
の
文
章
で
︑
漢
語
を
な
る
べ
く
使
わ
な
い
よ
う

に
し
た
の
は
︑
仮
名
文
字
だ
け
で
書
い
て
い
る
の
で
︑
読
者
が
こ
れ
を
読
ん
だ
時

に
分
か
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
草
双
紙
と

い
う
も
の
は
︑
も
っ
ぱ
ら
女
子
供
な
ど
の
楽
し
み
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
な
の

で
︑
な
る
べ
く
漢
語
を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
た
の
も
︑
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
だ

ろ
う
︒

　

草
双
紙
文
体
に
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
っ
て
︑
あ
る
も
の
は
読
本
体
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
も
の
も
あ
り
︑
あ
る
も
の
は
俗
文
体
に
近
い
も
の
も
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
山
東
京
山
︑
柳
亭
種
彦
の
文
章
に
は
︑
お
も
に
上
方
の
俗
言
を
用
い

て
草
双
紙
の
台
詞
を
綴
っ
て
い
る
が
︑
柳
下
亭
種
員
︑
ま
た
は
︑
万
亭
応
賀
な
ど

は
︑
お
お
く
雅
語
を
ま
じ
え
て
使
っ
て
い
る
︒
次
に
︑
二
︑
三
の
文
例
を
挙
げ
る
︒

よ
く
読
ん
で
︑
そ
の
ち
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
ほ
し
い
︒

「
そ
れ
お
そ
ば
へ
と
突
遣
ら
れ
︑
深
雪
は
は
た
と
こ
け
か
か
り
「
マ
ア
兄

さ
ん
の
悪
ら
し
い
︑
斯
う
く
く
ら
ず
と
も
可
こ
と
を
︑
嘸
か
し
お
手
が
痛
み

ま
せ
う
︑
ぶ
し
つ
け
な
が
ら
」
と
結
び
目
の
︑
堅
き
に
歯
ま
で
て
つ
だ
ふ
て
︑

漸
々
ほ
ど
け
ば
権
三
も
に
つ
こ
り
「
ま
ち
が
ふ
て
そ
の
後
は
︑
と
ん
と
お
目

に
か
か
り
ま
せ
ぬ
︑
健
た
つ
し
やで
お
目
で
た
い
︑
又
そ
の
う
ち
に
」
と
立
つ
の
を
引

と
め
︑（（
乳
母
の
お
室
に
（
そ
れ
お
そ
ば
へ
︑
と
突
き
や
ら
れ
︑
深
雪
は
︑

ば
た
り
と
転
び
か
け
︑「
ま
あ
兄
さ
ん
の
憎
ら
し
い
こ
と
︒
こ
ん
な
に
結
ば

な
く
て
も
い
い
も
の
を
︑
さ
ぞ
か
し
お
手
が
痛
む
で
し
ょ
う
︒
ぶ
し
つ
け
な

が
ら
」
と
結
び
が
堅
い
の
で
︑
歯
ま
で
使
っ
て
や
っ
と
ほ
ど
く
と
︑
権
三
も

に
っ
こ
り
し
て
︑「
ま
ち
が
っ
て
そ
の
後
は
︑
少
し
も
お
目
に
か
か
り
ま
せ
ん
︒

お
元
気
で
結
構
で
す
︒
ま
た
そ
の
う
ち
に
」
と
︑
立
つ
の
を
引
き
と
め
て
（

云
々
︒（
種
彦（（（
（

（

「
村
荻
あ
た
り
を
見
回
し
て
︑
料
紙
硯
を
取
い
だ
し
︑
墨
す
り
な
が
す
そ

の
処
へ
何
心
な
く
来
か
か
る
夏
野
「
お
あ
つ
い
の
に
何
処
へ
の
お
ふ
み
︑
も

う
黄
昏
で
お
暗
か
ら
う
︑
お
手
燭
あ
げ
ま
せ
う
」
と
声
か
け
ら
れ
て
ふ
り
か

へ
り
「
久
し
う
居
や
る
其
方
に
は
︑
何
も
か
く
す
事
は
な
い
︑
君
吉
さ
ま
が

こ
の
お
ふ
み
を
持
て
ご
ざ
つ
て
︑
母
さ
ま
へ
あ
げ
よ
う
︑
い
い
や
取
る
ま
い
︑

と
あ
ら
そ
ふ
て
ご
ざ
る
や
う
す
を
遠
目
に
見
た
ゆ
ゑ
︑
お
両ふ
た
り人

の
お
つ
し
ゃ
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る
事
は
聞
え
ね
ど
︑
ど
う
し
た
訳
か
と
お
と
ど
め
ま
を
し
︑
取
上
げ
て
つ
く

づ
く
見
れ
ば
︑
当
名
の
処
へ
ち
ら
し
が
き
︑
風
に
な
び
か
ぬ
村
荻
の
も
と
へ

と
あ
る
は
︑
光み
つ

氏う
じ

さ
ま
よ
り
妾わ
ら
わの
処
へ
来
た
お
ふ
み
︑
年
の
ゆ
か
ぬ
あ
の
お

子
が
取
違
へ
て
︑
母
さ
ま
へ
持
て
お
い
で
な
さ
れ
た
れ
ど
︑
い
い
や
︑
そ
れ

は
娘
ぢ
や
と
流
石
に
あ
な
た
も
お
つ
し
ゃ
り
か
ね
︑
ひ
ょ
ん
な
事
で
や
り
つ

か
へ
し
つ
︑
妾
が
目
に
か
か
ら
ぬ
と
毫と
ん
と末
は
て
は
つ
か
ぬ
と
こ
ろ
︒（
村
萩

は
あ
た
り
を
見
回
し
て
︑
料
紙
と
硯
を
取
り
出
だ
し
︑
墨
を
摺
り
流
す
そ
の

と
こ
ろ
へ
︑
何
と
は
な
し
に
来
か
か
っ
た
夏
野
か
ら
「
お
暑
い
の
に
ど
な
た

へ
の
お
手
紙
で
す
か
︒
も
う
黄
昏
で
暗
い
で
し
ょ
う
か
ら
︑
手
燭
を
差
し
上

げ
ま
し
ょ
う
︒」
と
声
を
掛
け
ら
れ
て
振
り
返
り
︑「
長
く
仕
え
て
い
る
そ
な

た
に
は
︑
何
も
か
く
す
こ
と
は
な
い
︒
君
吉
様
が
こ
の
手
紙
を
︑
持
っ
て
ら

っ
し
ゃ
っ
て
︑
お
母
様
に
あ
げ
よ
う
︑
い
い
や
︑
も
ら
わ
な
い
︑
と
言
い
争

っ
て
ご
ざ
い
ま
す
様
子
を
︑
遠
目
に
見
た
の
で
︑
二
人
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
こ
と
は
聞
え
な
い
け
れ
ど
︑
ど
う
し
た
わ
け
か
と
お
と
ど
め
申
し
て
︑
手

紙
を
取
り
上
げ
て
つ
く
づ
く
見
る
と
︑
宛
名
の
と
こ
ろ
へ
散
ら
し
書
き
で
︑

「
風
に
靡
か
ぬ
村
荻
の
も
と
へ
」
と
あ
る
の
は
︑
光
氏
様
よ
り
私
の
と
こ
ろ

へ
来
た
お
手
紙
︒
年
の
い
か
な
い
あ
の
お
子
が
︑
ま
ち
が
っ
て
お
母
様
へ
も

っ
て
お
い
で
な
さ
っ
た
け
れ
ど
︑
い
い
や
そ
れ
は
娘
じ
ゃ
と
︑
さ
す
が
に
お

母
様
も
仰
い
か
ね
︑
ひ
ょ
ん
な
こ
と
で
つ
き
か
え
し
た
︒
私
の
目
に
入
ら
な

い
と
︑
と
ん
と
決
着
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒」
云
々
︒（
同
前（（（
（

（

　

右
の
二
文
章
の
よ
う
な
も
の
は
︑
ひ
じ
ょ
う
に
俗
言
を
多
く
ま
じ
え
て
い
る
も

の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
俗
言
は
︑
昔
の
江
戸
言
葉
に
似
て
い
る
よ
り
は
︑
む

し
ろ
上
方
言
葉
に
似
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
思
う
に
︑
上
方
の
言
葉
の
よ
う
な
も

の
は
︑
非
常
に
雅
言
に
近
い
の
で
︑
地
の
文
と
台
詞
と
の
食
い
違
い
を
な
る
べ
く

少
な
く
し
て
書
こ
う
と
し
て
︑
作
者
が
注
意
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

「
い
な
い
な
そ
れ
は
偽い
つ

言は
り

な
ら
ん
︑
姿
は
賤
し
く
や
つ
す
と
も
阿お
こ
と女
は
正

し
く
匹
婦
に
あ
ら
ず
︒
あ
ま
つ
さ
へ
女
子
に
に
げ
な
く
︑
心
の
う
ち
に
大
望

を
︑
思
ひ
た
つ
身
と
み
た
は
僻ひ
が

目め

か
︒
お
の
れ
は
年と
し

比ご
ろ

世
の
人
を
︑
相
す
る

こ
と
を
修
行
な
し
︑
そ
の
術
妙
を
得
た
る
ゆ
ゑ
︑
最
前
お
こ
と
が
街
道
に
︑

馬
ひ
き
な
が
ら
た
た
ず
む
を
︑
一
目
み
る
よ
り
凡
人
な
ら
ぬ
︑
者
と
は
早
く

も
見
極
め
て
︑
窃
か
に
問
ふ
べ
き
事
あ
れ
ば
︑
す
す
む
る
言
葉
を
さ
い
は
い

に
︑
馬
か
り
う
け
し
も
人
と
だ
え
し
︑
こ
の
あ
た
り
に
来
り
し
上
︑
素
性
を

問
は
ん
為
ぞ
か
し
︒（
中
略
（
と
言
葉
を
尽
く
し
て
い
ふ
を
き
き
︑
少
女
は

し
ば
し
黙
然
た
り
し
が
︑
や
や
あ
つ
て
泰
然
と
形
を
あ
ら
た
め
︑
翁
に
む
か

ひ
て
︑
お
ん
身
が
明
察
感
じ
入
る
︒
星
を
さ
し
た
る
そ
の
こ
と
ば
︑
今
は
つ

つ
ま
ん
要
あ
ら
ね
ば
︑
い
か
に
も
実ま
こ
とを

告
ぐ
べ
き
が
︑
そ
れ
よ
り
先
き
妾
も

ま
た
︑
お
こ
と
に
乞
は
ん
も
の
こ
そ
あ
れ
︑
き
き
入
れ
て
た
ま
ふ
べ
き
や
︑

と
言
葉
も
に
は
か
に
あ
ら
た
ま
り
︒（
い
や
い
や
そ
れ
は
噓
で
し
ょ
う
︒
姿

は
賤
し
く
や
つ
し
て
い
て
も
︑
あ
な
た
様
は
決
し
て
た
だ
の
女
で
は
な
い
で

し
ょ
う
︒
そ
の
う
え
︑
女
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
︑
心
の
中
に
大
望
を
︑
思
い

立
っ
て
い
る
身
と
見
た
の
は
ま
ち
が
い
で
し
ょ
う
か
︒
私
は
日
ご
ろ
こ
の
世

の
人
の
人
相
を
見
る
こ
と
を
修
行
し
て
︑
そ
の
術
は
妙
を
得
た
も
の
で
あ
る

か
ら
︑
先
ほ
ど
あ
な
た
が
街
道
に
︑
た
た
ず
ん
で
い
る
の
を
︑
一
目
見
る
よ

り
凡
人
で
は
な
い
も
の
と
早
く
も
見
極
め
て
︑
ひ
そ
か
に
聞
き
た
い
こ
と
が

あ
る
の
で
︑
馬
に
乗
る
の
を
勧
め
ら
れ
た
の
を
幸
い
に
︑
馬
を
借
り
受
け
︑

人
通
り
も
途
絶
え
た
こ
の
辺
り
に
来
た
う
え
で
︑
素
性
を
問
お
う
と
し
た
か



九
三

佛
教
大
学　

文
学
部
論
集　

第
一
〇
五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

ら
で
あ
る
︒（
中
略
（
と
言
葉
を
尽
く
し
て
言
う
の
を
聴
い
て
︑
少
女
は
し

ば
ら
く
黙
っ
て
い
た
が
︑
や
や
あ
っ
て
泰
然
と
態
度
を
あ
ら
た
め
︑
翁
に
向

か
っ
て
︑
あ
な
た
の
御
明
察
感
じ
入
り
ま
す
︒
図
星
を
指
し
た
そ
の
言
葉
︑

今
は
隠
す
必
要
も
な
い
の
で
︑
い
か
に
も
事
実
を
告
げ
ま
し
ょ
う
が
︑
そ
れ

に
先
立
っ
て
︑
私
も
ま
た
︑
あ
な
た
に
お
願
い
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

聞
き
入
れ
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
︑
と
言
葉
も
に
わ
か
に
あ
ら
た
ま
り
︒」
云
々
︒

（
種
員（（（
（

（

「
伊
達
五
郎
そ
の
儘
た
た
ず
み
︑
五
人
の
も
の
の
潜
び
た
る
く
さ
む
ら
に

き
つ
と
目
を
つ
け
︑
何
事
か
い
は
ん
と
せ
し
が
︑
思
ひ
か
へ
す
由
や
あ
り
け

ん
︑
傘
う
ち
ひ
ら
き
ふ
り
か
た
げ
︑
声
さ
へ
い
と
ど
高
々
と
︑
こ
の
も
の
ど

も
を
手
の
下
に
う
つ
は
如
何
な
る
鬼
神
か
︑
人
間
業
に
は
よ
も
あ
ら
じ
︑
と

わ
づ
か
に
謡
ふ
熊
坂
に
︑
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
な
ぎ
な
た
の
︑
形
に
似
た
る
月

影
は
︑
雨
後
の
雲
間
に
研
ぎ
だ
さ
れ
︑
こ
こ
に
青あ
お

墓は
か

あ
ら
な
く
て
︑
旅
の
や

ど
り
は
あ
な
た
ぞ
と
︑
あ
ゆ
ま
ん
と
し
て
二
足
三
足
︑
よ
ろ
め
き
な
が
ら
ふ

み
と
ど
ま
り
︑
呵か
ら

々か
ら

と
高
笑
ひ
︑
裕
々
と
し
て
あ
ゆ
み
ゆ
く
︒（
伊
達
五
郎
は
︑

そ
の
ま
ま
た
た
ず
み
︑
五
人
の
も
の
が
潜
ん
で
い
る
草
む
ら
に
き
っ
と
目
を

つ
け
︑
何
事
か
を
言
お
う
と
し
た
が
︑
思
い
返
す
わ
け
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︑

か
さ
を
う
ち
ひ
ら
い
て
ふ
り
か
た
む
け
︑
声
さ
え
実
に
高
々
と
︑「
こ
の
も

の
ど
も
を
手
の
下
に
う
つ
は
如
何
な
る
鬼
神
か
︑
人
間
業
に
は
よ
も
あ
ら

じ
」
と
わ
ず
か
に
謡
う
熊
坂
に
︑
振
り
仰
い
で
み
る
と
︑
な
ぎ
な
た
の
形
に

似
た
月
の
姿
は
︑
雨
の
あ
と
の
雲
間
に
研
ぎ
だ
さ
れ
た
よ
う
に
輝
き
︑
こ
こ

は
青
墓
で
は
な
い
け
れ
ど
︑
旅
の
宿
り
は
あ
ち
ら
で
あ
る
と
︑
よ
ろ
め
き
な

が
ら
踏
み
と
ど
ま
り
︑
か
ら
か
ら
と
高
笑
い
し
て
︑
悠
々
と
歩
い
て
い
く（（（
（

︒」

云
々
︒（
同
前
（

　

右
の
二
つ
の
文
章
の
よ
う
な
も
の
は
︑
ほ
と
ん
ど
読
本
体
と
区
別
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
種
彦
翁
で
さ
え
も
︑『
偽
紫
田
舎
源
氏
』
の
文
章
に
は

多
く
雅
語
を
ま
じ
え
て
使
っ
て
︑
地
の
文
と
台
詞
を
綴
り
だ
し
て
い
る
︒
思
う
に
︑

草
双
紙
の
文
章
に
は
近
代
の
俗
語
が
多
い
の
で
︑
も
っ
ぱ
ら
俗
語
だ
け
を
用
い
る

と
き
に
は
︑
時
代
の
違
っ
た
人
々
や
物
事
の
あ
り
さ
ま
を
叙
述
す
る
の
に
不
都
合

が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
︒

　

結
局
の
と
こ
ろ
︑
草
双
紙
体
は
現
代
物
語
の
文
章
に
は
至
極
適
当
な
も
の
だ
け

れ
ど
も
︑
時
代
物
語
を
描
く
に
は
い
ま
だ
適
当
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
︒
何
故
か

と
い
う
と
︑
す
で
に
前
に
も
論
じ
た
よ
う
に
︑
足
利
時
代
︑
あ
る
い
は
︑
ま
た
︑

保
元
の
こ
ろ
の
人
の
言
葉
を
︑
田
舎
言
葉
や
俗
語
で
書
い
た
な
ら
ば
︑
た
だ
何
と

な
く
︑
偽
物
じ
み
て
︑
そ
の
情
合
が
移
ら
な
い
ば
か
り
だ
け
で
な
く
︑
ま
た
︑
こ

の
間
の
田
舎
言
葉
︑
俗
語
で
は
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
言
葉
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
思

う
に
︑
昔
の
人
情
︑
風
俗
は
︑
今
と
は
じ
つ
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の

ふ
だ
ん
の
の
言
葉
の
よ
う
な
も
の
も
︑
ま
た
し
た
が
っ
て
異
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

か
り
に
︑
ま
た
︑
作
者
の
才
筆
に
よ
っ
て
︑
巧
み
に
こ
う
し
た
不
都
合
を
覆
い
隠

す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
︑
別
に
も
う
一
つ
の
不
都
合
が
あ
る
︒
こ
れ
を
ま
っ

た
く
除
こ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
決
し
て
望
む
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
な
の
だ
︒
た

と
え
ば
︑
草
双
紙
の
作
者
た
ち
が
時
代
物
語
を
書
く
に
あ
た
っ
て
︑
豪
傑
あ
る
い

は
紳
士
な
ど
の
言
葉
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
は
︑
だ
い
た
い
雅
語
を
ま
じ
え

て
︑「
そ
な
た
」
と
い
う
べ
き
と
き
も
「
お
こ
と
」
と
言
わ
せ
︑「
こ
う
こ
う
し
や

れ
」
と
い
う
べ
き
と
き
も
「
こ
う
こ
う
し
給
え
』
な
ど
と
言
わ
せ
な
ど
す
る
︒
と

こ
ろ
が
︑
下
流
の
人
物
の
男
女
の
中
に
は
「
ご
ざ
ん
せ
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
︑
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「
憎
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
下
流
社
会
は
︑
だ
い
た

い
に
お
い
て
現
代
物
語
の
趣
が
あ
っ
て
︑
他
の
時
代
の
形
に
作
っ
て
書
い
た
上
流

社
会
の
趣
と
は
ま
る
で
雲
泥
の
ち
が
い
が
あ
る
︒
よ
く
よ
く
考
え
て
読
ん
で
い
く

な
ら
ば
︑
同
国
人
と
も
思
わ
れ
な
い
し
︑
同
じ
時
代
の
人
間
と
も
思
わ
れ
な
い
点

が
多
い
︒
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
不
都
合
を
な
く
す
る
た
め
に
︑
下
流

の
人
物
の
言
葉
の
中
に
多
く
雅
語
を
と
り
ま
じ
え
て
︑
そ
の
言
葉
を
さ
え
描
き
出

し
た
な
ら
ば
︑
例
の
読
本
体
の
文
と
な
っ
て
︑
草
双
紙
体
に
特
別
に
あ
る
長
所
を

失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
も
ま
た
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
︒

 

（
以
下
次
号
（

︹
注
︺

（
１
（ 友
人
何
某
・
未
詳
︒

（
２
（ ウ
ィ
ザ
ー
な
に
が
し
・George, W

ither

（
一
五
八
八
～
一
六
六
七
（
イ
ギ
リ
ス

の
詩
人
︒

（
３
（ （
凋
む
（
と
い
う
名
前
の
と
お
り
︑
家
運
は
傾
い
て
い
る
・
英
語
のw

ither

が

「
し
ぼ
む
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
と
︑
自
分
の
姓
のw

ither
を
か
け
て
い
る
︒

（
４
（ 埋
木
の
花
さ
く
こ
と
も
な
か
り
し
に
身
の
な
る
こ
と
ぞ
悲
し
か
り
け
る
・『
平
家

物
語
』
巻
の
四
「
宮
御
最
期
」
で
源
頼
政
が
自
害
す
る
と
き
の
辞
世
の
歌
︒「
花
」

と
「
身
（
実
（」
は
縁
語
︒

（
５
（ 月
お
ぼ
ろ
に
さ
し
出
で
池
ひ
ろ
く
山
こ
ぶ
か
き
わ
た
り
心
細
げ
に
見
ゆ
る
に
も
住

は
な
れ
た
ら
ん
岩
ほ
の
な
か
お
ぼ
し
や
ら
る
・『
源
氏
物
語
』
須
磨
の
巻
で
源
氏

が
花
散
里
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
︒
花
散
里
の
邸
内
の
庭
の
荒
れ
た
さ
ま
に
︑
源

氏
が
こ
れ
か
ら
行
く
で
あ
ろ
う
自
分
の
将
来
の
住
み
か
を
重
ね
て
み
て
い
る
心
情

を
描
写
し
て
い
る
︒

（
６
（ 袖
ま
き
ほ
さ
ん
人
も
な
き
身
に
う
れ
し
こ
こ
ろ
ざ
し
に
こ
そ
は
と
宣
た
ま
ひ
て
・

『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」
で
︑
末
摘
花
が
源
氏
の
正
月
の
晴
れ
着
に
添
え
て
贈
っ

た
「
か
ら
こ
ろ
も
君
が
心
の
つ
ら
け
れ
ば
た
も
と
は
か
く
ぞ
そ
ぼ
ち
つ
つ
の
み

（
あ
な
た
の
心
が
冷
た
く
て
つ
ら
い
の
で
︑
私
の
袂
は
こ
ん
な
に
涙
に
ぬ
れ
て
い

ま
す
︒（」
と
い
う
歌
を
受
け
て
︑
古
歌
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
冗
談
交
じ
り
に
︑
感

謝
の
気
持
ち
を
言
い
表
す
場
面
︒

（
７
（ 『
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
一
八
下
︒

（
８
（ 『
万
葉
集
』
巻
一
〇
冬
・
雑
歌
︒

（
９
（ 対
句
の
よ
う
な
漢
文
を
二
行
で
並
べ
る
・
た
と
え
ば
︑『
金
瓶
梅
』
第
一
回
は

「
西
門
慶
十
兄
弟
を
熱
結
す
／
武
二
郎
親
哥
嫂
を
冷
遇
す
」（『
金
瓶
梅
』
巻
一
︑
春

風
居
士
訳
述
︑
兎
屋
誠
︑
明
治
一
五
年
一
〇
月
に
よ
る
︒（
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
︒

な
お
︑
逍
遥
の
『
当
世
書
生
気
質
』
も
︑「
第
一
回　

鉄
石
の
勉
強
心
も
変
は
る
な

ら
ひ
の
飛
鳥
山
に
／
物
い
ふ
花
を
見
る
書
生
の
運
動
会
」
の
よ
う
に
︑
漢
文
で
は

な
い
が
︑
同
じ
形
を
踏
襲
し
て
い
る
︒

（
（（
（ そ
れ
お
そ
ば
へ
と
突
遣
ら
れ
︙
立
つ
の
を
引
き
と
め
・
柳
亭
種
彦
『
邯
鄲
諸
国
物

語　

播
磨
の
巻
』
ヒ
ロ
イ
ン
深
雪
が
︑
兄
に
両
手
を
縛
ら
れ
た
恋
人
の
権
三
の
縄

を
ほ
ど
く
場
面
︒
遠
慮
し
て
恋
人
の
そ
ば
に
近
づ
こ
う
と
し
な
い
深
雪
の
こ
と
を
︑

乳
母
の
お
室
が
じ
れ
っ
た
が
っ
て
︑
深
雪
を
権
三
の
そ
ば
へ
と
突
き
飛
ば
す
と
こ

ろ
︒

（
（（
（ 村
荻
あ
た
り
を
見
回
し
て
︙
妾
が
目
に
か
か
ら
ぬ
と
毫
末
は
て
は
つ
か
ぬ
と
こ

ろ
︒・
柳
亭
種
彦
『
偐
紫
田
舎
源
氏　

第
三
編
』・
主
人
公
光
氏
（
み
つ
う
じ
（
が

方
違
え
に
家
臣
の
家
に
宿
泊
し
︑
娘
の
村
荻
と
の
面
会
を
希
望
す
る
が
︑
た
ま
た

ま
不
在
だ
っ
た
の
で
︑
年
の
近
い
義
理
の
母
空
衣
が
村
荻
に
扮
し
て
面
会
す
る
︒

光
氏
は
︑
良
人
の
い
な
い
娘
の
村
荻
と
思
い
込
ん
で
肉
体
関
係
を
要
求
す
る
が
︑

良
人
の
あ
る
身
で
あ
る
空
衣
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
を
心
残
り
に
思
っ
た

光
氏
が
︑
召
し
出
し
て
寵
愛
し
て
い
た
空
衣
の
弟
君
吉
に
託
し
て
︑
艶
書
を
送
る
︒

君
吉
は
︑
源
氏
の
思
い
人
が
空
衣
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
︑
空
衣
に
渡

そ
う
と
し
た
が
︑
空
衣
は
受
け
取
ら
な
い
︒
そ
こ
へ
村
荻
が
現
わ
れ
て
艶
書
を
取

り
上
げ
︑
読
ん
で
み
る
と
自
分
へ
の
宛
名
が
あ
る
の
で
︑
返
事
を
し
よ
う
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
へ
︑
腰
元
の
夏
野
が
声
を
掛
け
る
場
面
︒

（
（（
（ 柳
亭
種
員
『
白
縫
譚
』
上
巻
二
十
一
編
︒
滅
ぼ
さ
れ
た
大
友
宗
麟
の
娘
ヒ
ロ
イ
ン

若
菜
姫
が
馬
子
に
身
を
窶
し
て
い
る
の
を
︑
大
友
宗
麟
の
遺
臣
で
人
相
見
に
た
け

た
大
内
伝
内
が
そ
の
正
体
を
見
破
り
声
を
掛
け
る
場
面
︒



九
五

佛
教
大
学　

文
学
部
論
集　

第
一
〇
五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

（
（（
（ 柳
亭
種
員
『
白
縫
譚
』
上
巻
二
十
三
編
︒
親
思
い
の
力
士
三
笠
山
伊
達
五
郎
に
毒

を
盛
ろ
う
と
す
る
計
略
が
露
見
し
︑
土
俵
上
で
も
散
々
打
ち
負
か
さ
れ
た
悪
人
力

士
大
蛇
川
鱗
太
夫
が
遺
恨
を
晴
ら
そ
う
と
︑
草
む
ら
に
ひ
そ
ん
で
待
ち
受
け
る
場

面
︒
こ
の
直
前
に
は
︑
鱗
太
夫
の
兄
が
闇
討
ち
を
掛
け
る
が
︑
伊
達
五
郎
に
投
げ

飛
ば
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
︒
残
っ
た
鱗
太
夫
一
味
五
人
を
打
ち
倒
そ
う
と
す
る
が
︑

思
い
か
え
す
場
面
︒

 

　
「
こ
の
も
の
ど
も
を
手
の
下
に
う
つ
は
如
何
な
る
鬼
神
か
︑
人
間
業
に
は
よ
も

あ
ら
じ
」
は
謡
曲
『
熊
坂
』
の
一
節
︒
盗
賊
の
頭
︑
熊
坂
長
範
が
自
分
の
手
下
を

次
々
と
打
ち
取
っ
て
い
く
源
義
経
に
対
し
て
何
者
か
と
恐
れ
る
場
面
︒
熊
坂
長
範

は
︑
義
経
が
金
売
り
吉
次
と
奥
州
に
下
る
際
︑
青
墓
の
宿
で
そ
の
黄
金
を
奪
う
た

め
︑
長
刀
を
も
っ
て
義
経
一
行
を
襲
っ
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
お
り
︑「
な
ぎ

な
た
の
︑
形
に
似
た
る
月
影
は
」︑
お
よ
び
︑「
青
墓
に
あ
ら
な
く
て
」
は
︑
そ
れ

を
踏
ま
え
た
描
写
で
あ
る
︒

 

（
さ
か
い　

た
け
し　

日
本
文
学
科
（

 

二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
六
日
受
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