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健

『
小
説
神
髄
』
の
本
当
の
敵

│
│
馬
琴
で
は
な
か
っ
た
│
│

　
坪
内
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』
は
曲
亭
馬
琴
の
『
南
総
里
見

八
犬
伝
』
に
代
表
さ
れ
る
勧
善
懲
悪
主
義
を
否
定
し
、
写
実

主
義
の
主
張
を
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

確
か
に
そ
の
よ
う
な
一
面
も
あ
る
が
、「
緒
言
」
を
手
掛
か
り

に
考
え
て
い
く
と
、
馬
琴
の
勧
善
懲
悪
主
義
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
馬
琴
の
亜
流
、
勧
善
懲
悪
主
義
を
隠
れ
蓑
と
し
て
読

者
に
媚
び
る
劣
悪
な
小
説
を
量
産
し
て
い
た
『
小
説
神
髄
』

発
表
当
時
の
戯
作
者
た
ち
を
直
接
の
批
判
の
対
象
と
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
戯
作
者
た

ち
も
、
自
分
た
ち
が
『
小
説
神
髄
』
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
創
作
を
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

（
一
）「
緒
言
」
原
文
と
先
行
研
究

（
二
）
明
治
十
年
代
の
小
説
界

（
三
）
高
畠
藍
泉
の
活
躍

（
四
）
批
判
さ
れ
た
人
た
ち
の
反
応

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　
坪
内
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』
は
、
曲
亭
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬

伝
』
に
代
表
さ
れ
る
勧
善
懲
悪
主
義
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
通
説
で
あ
る
。
早
く
は
森
鷗
外
が
「
馬
琴
日
記
鈔
の
後
に

書
く
」（
明
治
四
四
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

馬
琴
を
再
び
葬
つ
た
小
説
神
髄
は
、
恥
か
し
い
書
だ
と
、
坪
内

君
が
僕
に
言
は
れ
た
。
あ
れ
は
坪
内
君
の
恥
ぢ
な
く
て
も
好
い

書
だ
と
思
ふ
。
な
ぜ
と
い
ふ
に
、
あ
れ
は
あ
の
時
出
な
く
て
は

は
ら
な
か
つ
た
書
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
神
代
種
亮
「
逍
遥
先
生
の
事
ど
も
」（『
太
陽
』
昭
和
三
年

一
月
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
文
で
あ
る
。「
再
び
葬
つ
た
」
と
い

う
の
は
、
明
治
維
新
で
一
旦
葬
ら
れ
た
戯
作
が
明
治
十
五
年
頃
か
ら

馬
琴
を
中
心
に
復
刻
さ
れ
、
再
び
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
の
を
『
小

説
神
髄
』
が
「
再
び
葬
っ
た
」
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
同
じ
記
事
で

神
代
氏
は
、
幸
田
露
伴
の
次
の
よ
う
な
直
話
も
紹
介
し
て
い
る
。

「
小
説
神
髄
」
が
出
た
時
に
は
、
本
は
北
海
道
で
読
ん
だ
。

（
私
は
十
九
歳
の
時
往
つ
て
、
二
十
一
歳
の
時
東
京
へ
帰
つ

た
。）
そ
の
論
は
よ
く
記
憶
し
て
は
ゐ
な
い
が
、
先
づ
、
在
来

の
小
説
家
は
功
利
主
義
で
あ
つ
た
、
ダ
イ
ダ
ク
チ
ツ
ク
で
あ
つ

た
。
最
も
世
人
に
愛
せ
ら
れ
て
ゐ
た
馬
琴
を
始
め
と
し
て
、
皆
、

世
の
中
の
訓
へ
の
為
め
と
云
ふ
事
を
眼
目
に
し
て
ゐ
た
。
近
松

以
来
、
さ
う
で
あ
る
さ
う
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
覆
さ
れ
た
の

だ
か
ら
、
私
に
と
つ
て
も
シ
ヨ
ツ
ク
で
あ
つ
た
。
私
の
知
人
に

に
も
さ
う
で
あ
つ
た
。
今
思
ひ
返
し
て
見
る
と
、
是
れ
程
大
き

な
動
揺
を
与
へ
た
も
の
は
、
他
に
無
か
つ
た
。

　
逍
遥
自
身
も
「
回
憶
漫
談
（
其
一
）」（『
早
稲
田
文
学
』
大
正
一

四
年
七
月
）
で
「『
小
説
神
髄
』
は
馬
琴
の
余
り
に
偏
し
た
勧
懲
主

義
を
非
難
す
る
の
を
其
根
本
義
と
し
て
書
い
た
も
の
に
は
違
い
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）

の
『
小
説
神
髄
』
に
つ
い
て
の
「
小
説
の
改
良
を
め
ざ
し
、
そ
の
新

指
標
を
示
し
た
。
勧
善
懲
悪
主
義
な
ど
の
功
利
的
な
見
方
を
排
し
、

人
間
の
内
面
を
描
く
こ
と
を
第
一
義
と
し
、
世
態
、
人
情
、
風
俗
な

ど
を
写
実
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
主
張
。
近
代
に
お
け
る
最
初
の
文

学
理
論
書
。」
と
い
う
説
明
も
、
こ
う
し
た
見
方
に
基
づ
く
と
考
え

て
い
い
だ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
鷗
外
に

し
ろ
、
露
伴
に
し
ろ
、
逍
遥
に
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
文

章
は
、
ど
れ
も
明
治
の
末
か
ら
大
正
あ
る
い
は
昭
和
に
か
け
て
の
も

の
（
露
伴
の
直
話
は
時
期
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
や
は
り
そ
の
頃
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の
も
の
だ
ろ
う
。）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古

色
蒼
然
た
る
い
い
方
に
な
る
が
、
日
本
文
学
の
近
代
化
が
一
段
落
し

た
時
代
に
近
代
文
学
の
草
創
期
を
振
り
返
っ
て
『
小
説
神
髄
』
の
価

値
を
回
想
し
た
文
章
な
の
だ
。

　
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
小
説
神
髄
』
は
馬
琴
の
勧
善

懲
悪
を
批
判
し
、
日
本
文
学
の
近
代
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
、
と
い

う
見
方
は
正
し
い
。
そ
し
て
、
実
際
、「
小
説
の
主
眼
」
の
中
で
も
、

「『
八
犬
伝
』
中
の
八
士
の
如
き
は
、
仁
義
八
行
い
の
化
物
に
て
、

決
し
て
人
間
と
は
い
ひ
難
か
り
」
と
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
条
件
が
付
い
て
い
て
、「
人
情
を
主
脳
と
し
て

こ
の
物
語
を
論
ひ
な
ば
、
瑕
な
き
玉
と
は
称
へ
が
た
し
」
と
い
う
の

で
あ
る
。「
小
説
の
主
眼
」
は
、
有
名
な
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な

り
。
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。」
で
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、

勧
善
懲
悪
の
た
め
に
人
情
が
疎
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
、

欠
点
が
な
い
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

「
緒
言
」
に
即
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
、『
小
説
神
髄
』
は
馬
琴
そ
の

も
の
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
馬
琴
の
亜
流
を
批
判
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
か
で
あ
る
。

　
『
小
説
神
髄
』
の
発
行
か
ら
比
較
的
近
い
明
治
二
十
二
年
、
先
に

引
い
た
鷗
外
も
、「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」（『
柵
草
紙
』
二

号
、
明
治
二
二
年
一
一
月
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

春
の
屋
等
の
起
る
や
往
時
曲
亭
の
末
流
が
時
と
し
て
実
際
上
有

り
得
べ
か
ら
ざ
る
人
物
を
作
り
〝
道
徳
と
い
ふ
模
型
を
つ
く
り

て
力
め
て
脚
色
を
其
内
に
て
工
夫
な
さ
ま
く
欲
り
す
る
か
ら
に

（
一
四
）〟
知
ら
ず
識
ら
ず
彼
、
餖
飣
、
補
綴
の
弊
に
陥
り
、

心
理
的
観
察
の
法
を
忘
れ
た
る
流
儀
を
痛
斥
し
た
り

　
「
春
の
屋
」
は
逍
遥
を
指
す
。「
曲
亭
」
は
馬
琴
。「（
一
四
）」
と

あ
る
の
は
、
鷗
外
が
つ
け
た
注
で
、
出
典
が
『
小
説
神
髄
』
の
「
緒

言
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
逍
遥
は
、『
小
説
神

髄
』
の
序
文
で
『
小
説
神
髄
』
が
出
さ
れ
た
当
時
、
馬
琴
の
亜
流
が

実
際
あ
り
え
な
い
よ
う
な
人
物
を
作
り
出
し
、
道
徳
と
い
う
鋳
型
を

作
っ
て
そ
の
中
で
脚
色
を
工
夫
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
、
い
た
ず
ら
に
古
人
の
例
に
な
ら
っ
て
文
章
を
綴
る
弊

害
に
陥
り
、
心
理
的
な
観
察
を
疎
か
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
激
し

く
非
難
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
同
時
代
的
に
は
『
小
説
神
髄
』
は
、
馬
琴
そ
の
も
の

と
い
う
よ
り
、
そ
の
亜
流
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
最
近
で
も
、
柏
木
隆
雄
氏
が
「
馬

琴
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
実
は
馬
琴
の
亜
流
を
こ
そ
大
い
に

非
難
、
攻
撃
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る（
１
）。

　
こ
こ
で
い
う
馬
琴
の
亜
流
、
す
な
わ
ち
、『
小
説
神
髄
』
執
筆
時
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の
非
難
、
攻
撃
の
対
象
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
？
柏
木
氏
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
他
の
先
行
論
は
ど
う

扱
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

（
一
）「
緒
言
」
原
文
と
先
行
研
究

　
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
原
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

革
新
の
変
あ
る
に
際
し
て
、
戯
作
者
暫
く
跡
を
断
ち
て
小
説
し

た
が
つ
て
衰
へ
し
が
、け
ふ
此
頃
に
至
る
に
及
び
て
、ま
た
〳
〵

大
い
に
復
興
し
て
、
物
語
の
い
づ
べ
き
時
と
や
な
り
け
む
、

こ
ゝ
か
し
こ
に
て
さ
ま
〴
〵
な
る
稗
史
、
物
語
を
出
版
し
て
新

奇
を
競
ふ
こ
と
と
は
な
り
け
り
。
甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
新
聞
、

雑
誌
の
た
ぐ
ひ
に
す
ら
、
い
と
陳
腐
し
き
小
説
を
翻
案
し
つ
ゝ

載
る
も
あ
り
。
勢
ひ
斯
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
今
我
が
国
に
行
は

る
ゝ
小
説
、
稗
史
は
其
類
、
其
数
幾
千
万
と
も
限
り
を
し
ら
ず
、

汗
牛
充
棟
な
ん
ど
と
言
は
む
は
な
か
〳
〵
に
お
ろ
か
な
る
ば
か

り
に
な
む
。（
中
略
）
小
説
と
い
ひ
稗
史
と
だ
に
い
へ
ば
、
い

か
な
る
拙
劣
き
物
語
に
て
も
、
い
か
な
る
鄙
俚
げ
な
る
情
史
に

て
も
、
飜
案
に
て
も
、
飜
訳
に
て
も
、
飜
刻
に
て
も
、
新
著
に

て
も
玉
石
を
問
は
ず
、
優
劣
を
選
ば
ず
、
み
な
お
な
じ
さ
ま
に

も
て
は
や
さ
れ
、
世
に
行
は
る
ゝ
は
妙
な
ら
ず
や
。
実
に
小
説

全
盛
の
未
曽
有
の
時
代
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
さ
れ
ば
戯
作
者
と

い
は
る
ゝ
輩
も
極
め
て
小
少
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
お
ほ
か
た
は
皆

飜
案
家
に
し
て
、
作
者
を
も
つ
て
見
る
べ
き
も
の
は
い
ま
だ
一

人
だ
も
あ
ら
ざ
る
也
。
故
に
近
来
刊
行
せ
る
小
説
、
稗
史
は
こ

れ
も
か
れ
も
、
馬
琴
、
種
彦
の
糟
粕
な
ら
ず
ば
一
九
、
春
水
の

贋
物
多
か
り
。
蓋
し
こ
の
あ
ひ
だ
の
戯
作
者
流
は
ひ
た
す
ら
李

笠
の
語
を
師
と
し
て
意
を
勧
懲
に
発
す
る
を
ば
小
説
、
稗
史
の

主
脳
と
こ
ゝ
ろ
え
、
道
徳
と
い
ふ
模
型
を
造
り
て
力
め
て
脚
色

を
其
内
に
て
工
夫
な
さ
ま
く
欲
り
す
る
か
ら
に
、
強
ち
古
人
の

糟
粕
を
ば
嘗
め
む
と
す
る
に
は
あ
ら
ざ
め
れ
ど
、
も
と
其
範
囲

広
か
ら
ね
ば
、
覚
え
ず
同
轍
同
趣
向
の
稗
史
を
も
の
す
る
も
の

な
る
べ
し
。
是
れ
豈
に
遺
憾
な
ら
ざ
ら
む
や
。
さ
は
あ
れ
斯
や

う
に
な
り
も
て
来
る
も
そ
の
罪
偏
へ
に
拙
劣
な
る
作
者
の
上
に

あ
り
と
い
は
む
歟
。
否
、
活
眼
な
き
四
方
の
読
者
ま
た
あ
づ
か

り
て
力
あ
る
な
り
。
其
故
い
か
に
と
な
れ
ば
、
古
来
我
が
国
の

な
ら
は
し
と
し
て
、
小
説
を
も
て
教
育
の
一
方
便
の
や
う
に
思

ひ
て
、
し
き
り
に
奬
誡
勧
善
を
ば
そ
の
主
眼
な
り
と
唱
へ
な
が

ら
、
な
ほ
実
際
の
場
合
に
於
て
は
ひ
た
す
ら
殺
伐
惨
酷
な
る
、

若
し
く
は
頗
る
猥
褻
な
る
物
語
を
の
み
め
で
よ
ろ
こ
び
、
他
の

か
た
く
る
し
き
筋
の
事
は
目
を
住
め
て
だ
に
見
る
人
稀
れ
な
り
。

併
し
て
作
者
の
見
識
な
き
、
総
じ
て
与
論
の
奴
隷
に
し
て
流
行

の
犬
な
ら
ざ
る
な
け
れ
ば
、
競
う
て
時
好
に
媚
む
と
し
て
彼
の

残
忍
な
る
稗
史
を
あ
み
彼
の
陋
猥
な
る
情
史
を
綴
り
、
世
の
流
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行
に
し
た
が
ふ
も
の
か
ら
、
勧
善
と
い
ふ
お
も
む
き
の
名
義
も

さ
す
が
に
抛
棄
が
た
さ
に
、
し
ひ
て
勧
善
の
主
旨
を
加
へ
て
人

情
を
ま
げ
、
世
態
を
た
わ
め
て
無
理
な
る
脚
色
を
な
す
こ
と
な

り
け
り
。
此
に
於
て
か
拙
劣
な
る
趣
向
は
ま
す
ま
す
拙
く
し
て
、

大
人
、
学
者
の
眼
を
以
て
は
ほ
と
ほ
と
読
む
に
堪
へ
が
た
か
り
。

是
れ
併
し
な
が
ら
、
作
者
も
た
ゞ
い
た
づ
ら
に
稗
史
を
弄
し
て
、

真
の
稗
史
の
主
眼
を
さ
と
ら
ず
、
彼
の
謬
妄
な
る
旧
慣
を
む
な

し
く
墨
守
な
す
に
因
れ
る
の
み
。
豈
に
笑
ふ
べ
き
の
極
な
ら
ず

や
。
否
、
を
し
む
べ
き
の
限
り
な
ら
ず
や
。（
引
用
『
逍
遥
選

集
』。
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
以
下
同
様
）

　
先
の
鷗
外
の
批
判
は
、「
近
来
刊
行
せ
る
小
説
、
稗
史
は
こ
れ
も

か
れ
も
、
馬
琴
、
種
彦
の
糟
粕
な
ら
ず
ば
一
九
、
春
水
の
贋
物
多
か

り
」「
道
徳
と
い
ふ
模
型
を
造
り
て
力
め
て
脚
色
を
そ
の
内
に
て
工

夫
な
さ
ま
く
欲
り
す
る
か
ら
に
、
強
ち
古
人
の
糟
粕
を
ば
嘗
め
む
と

す
る
に
は
あ
ら
ざ
め
れ
ど
、
も
と
そ
の
範
囲
広
か
ら
ね
ば
、
覚
え
ず

同
轍
同
趣
向
の
稗
史
を
も
の
す
る
も
の
な
る
べ
し
」「
し
ひ
て
勧
善

の
主
旨
を
加
へ
て
人
情
を
ま
げ
、
世
態
を
た
わ
め
て
無
理
な
る
脚
色

を
な
す
こ
と
な
り
け
り
」
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
さ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
『
小
説
神
髄
』
の
研
究

は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
川
副
国
基
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（
２
）。

明
治
に
入
っ
て
万
亭
応
賀
・
梅
亭
金
鵞
・
二
世
春
水
（
染
崎
延

房
）・
仮
名
垣
魯
文
・
三
世
種
彦
（
高
畠
藍
泉
。
明
治
十
五
年

以
後
三
世
種
彦
を
名
乗
る
）・
山
々
亭
有
人
（
條
野
採
菊
）
な

ど
が
戯
作
界
に
活
躍
し
た
が
（
興
津
要
「
転
換
期
の
文
学
」
昭

三
五
・
十
二
　
早
大
出
版
部
　
に
詳
し
い
）、
し
か
し
、
か
れ

ら
の
意
識
は
ま
こ
と
に
低
く
、
み
ず
か
ら
を
「
下
劣
賤
業
」
の

徒
と
見
て
い
た
こ
と
は
、
明
治
五
年
の
政
府
の
「
三
条
の
教

憲
」
に
対
し
て
こ
た
え
た
か
れ
ら
の
「
著
作
道
書
き
上
げ
」
を

読
ん
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
ま
さ
し
く
逍
遥
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
先
輩
馬
琴
・
種
彦
・
一
九
・
春
水
の
糟
粕
な

め
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
開
化
の
風
潮
を
風
俗
的
・

表
面
的
に
と
り
い
れ
て
は
い
て
も
な
ん
ら
の
創
意
・
独
創
も
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
江
戸
末
期
以
来
の
伝
統
通
り
に
、

小
説
の
主
眼
を
勧
懲
に
あ
る
と
考
え
、
狭
い
道
徳
の
鋳
型
の
な

か
で
趣
向
を
こ
ら
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
次
第
に
マ

ン
ネ
リ
ズ
ム
に
堕
し
た
こ
と
も
ま
さ
に
逍
遥
の
指
摘
通
り
で

あ
っ
た
。

　
万
亭
応
賀
・
梅
亭
金
鵞
・
染
崎
延
房
・
仮
名
垣
魯
文
・
高
畠
藍

泉
・
山
々
亭
有
人
等
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
活
動
を
つ
づ
け
た
戯

作
者
全
般
を
指
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
当
時
の
戯
作
界
の

状
況
、
お
よ
び
個
々
の
戯
作
者
に
つ
い
て
は
、
川
副
氏
も
あ
げ
て
い
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る
興
津
氏
の
著
書
に
詳
し
い
。

　
前
田
愛
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（
３
）。

　
逍
遥
は
明
治
十
年
代
後
半
の
文
学
状
況
を
「
小
説
全
盛
の
未

曽
有
の
時
代
」
と
規
定
し
た
。
そ
れ
は
同
時
代
の
小
説
に
、
翻

刻
に
よ
る
戯
作
の
復
活
を
加
え
た
「
小
説
全
盛
」
な
の
で
あ
っ

た
。『
小
説
神
髄
』
が
標
榜
し
た
馬
琴
批
判
の
背
景
に
は
、
こ

の
翻
刻
ブ
ー
ム
に
支
え
ら
れ
た
馬
琴
の
復
活
が
あ
っ
た
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
明
治
十
年
代
後
半
、
お
び
た
だ
し
い
小
説
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に

加
え
、
馬
琴
を
中
心
と
す
る
戯
作
が
復
刻
さ
れ
た
「
馬
琴
の
復
活
」

が
『
小
説
神
髄
』
に
お
け
る
馬
琴
批
判
の
背
景
に
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。「
馬
琴
を
再
び
葬
っ
た
」
と
前
に
鷗
外
が
述
べ
た
所
以
で
あ

る
。

　
柳
田
泉
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（
４
）。
氏
は
、
原
文
に
適
宜

補
足
を
加
え
な
が
ら
、
大
雑
把
に
現
代
語
訳
を
す
る
と
い
う
形
で
注

釈
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
の
一
節
で
あ
る
。

こ
の
ご
ろ
刊
行
さ
れ
た
小
説
稗
史
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
馬
琴
、

種
彦
の
糟
粕
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
一
九
、
春
水
の
似
せ
も
の
が

多
い
。
そ
の
例
は
、
何
々
膝
栗
毛
と
い
う
名
の
小
説
の
い
か
に

多
い
か
を
考
え
て
も
わ
か
ろ
う
。

　
こ
れ
は
「
近
来
刊
行
せ
る
小
説
、
稗
史
は
こ
れ
も
か
れ
も
、
馬
琴
、

種
彦
の
糟
粕
な
ら
ず
ば
一
九
、
春
水
の
贋
物
多
か
り
。」
の
説
明
で

あ
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
氏
は
、
例
え
ば
仮
名

垣
魯
文
の
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』（
明
治
三
年
～
九
年
）
な
ど
を
念

頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
だ
。

　
中
村
完
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。『
坪
内
逍
遥
集（
５
）』
の

補
注
で
あ
る
。「
新
聞
、
雑
誌
の
た
ぐ
ひ
に
す
ら
、
い
と
陳
腐
し
き

小
説
を
翻
案
し
つ
ゝ
」
に
つ
い
て
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
新
聞
、
雑
誌
の
「
つ
づ
き
も
の
」
は
、
明
治
一
二
年
に
は
高

橋
阿
伝
物
の
流
行
が
刺
激
と
な
っ
て
創
作
活
発
と
な
り
、
題

材
・
表
現
の
多
様
化
と
と
も
に
勧
懲
の
公
式
を
離
れ
る
勢
い
を

み
せ
た
が
、
一
四
年
に
は
極
度
の
低
落
ぶ
り
を
示
し
た
。
そ
の

低
落
の
象
徴
が
戯
作
の
代
表
的
作
家
仮
名
垣
魯
文
と
高
畠
藍
泉

に
集
中
的
に
み
ら
れ
た
。
噂
話
に
取
材
し
た
魯
文
の
芸
者
物

「
雪
間
月
猫
影
響
」
は
「
人
情
」
の
歪
形
化
に
お
い
て
、
講
談

種
を
借
り
た
藍
泉
の
「
岡
山
紀
聞
筆
之
命
毛
」
は
勧
懲
枠
へ
の

「
人
情
」
の
は
め
こ
み
に
お
い
て
、「
翻
案
」
な
み
の
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
趨
勢
の
ま
ま
、
一
六
年
に
戯
作
発
表
数
、

戯
作
を
載
せ
る
新
聞
・
雑
誌
が
急
増
し
、
こ
の
事
態
を
逍
遥
は
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憂
慮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
逍
遥
は
の
ち
に
「
新
旧
過
渡
期
の
回

想
」
に
、
化
政
度
以
後
の
読
本
・
草
双
紙
が
「
材
源
」「
趣
向

の
源
泉
」
の
枯
渇
を
「
講
釈
物
の
翻
案
と
草
双
紙
化
」
に
求
め

た
事
実
を
指
摘
し
、
幕
末
─
明
治
初
年
を
翻
案
時
代
と
み
て
い

る
。

　
氏
は
、『
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
』（
明
治
十
二
年
）
の
ヒ
ッ
ト
が
契
機

と
な
っ
て
毒
婦
物
が
流
行
し
、
新
聞
・
雑
誌
の
の
「
つ
づ
き
も
の
」

が
流
行
し
た
こ
と
、
特
に
、
仮
名
垣
魯
文
の
『
雪
間
月
猫
影
響
』

（
明
治
一
四
年
）、
高
畠
藍
泉
の
『
岡
山
紀
聞
筆
之
命
毛
』（
明
治
一

四
年
、
た
だ
し
、
単
行
本
は
一
五
年
）
の
よ
う
な
作
品
が
流
行
し
、

十
六
年
に
戯
作
を
載
せ
る
新
聞
・
雑
誌
が
急
増
し
た
状
況
に
対
す
る

逍
遥
の
憂
慮
を
想
定
し
て
い
る
。

　
『
小
説
神
髄
』（
岩
波
文
庫
、
改
版
、
二
〇
一
〇
年
、
宗
像
和
重

解
説
）
は
「
幾
千
万
と
も
限
り
を
し
ら
ず
」
に
注
を
付
け
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る（
６
）。

当
時
の
小
説
の
流
行
に
つ
い
て
は
、「
小
説
本
の
再
び
大
流
行

の
世
と
な
り
（
中
略
）
馬
琴
の
八
犬
伝
春
水
の
梅
暦
種
彦
の
田

舎
源
氏
一
九
の
膝
栗
毛
は
申
す
ま
で
も
な
く
其
他
中
本
小
本
端

本
欠
本
見
る
に
も
足
ら
ぬ
戯
作
本
ま
で
洛
陽
の
紙
価
素
よ
り
貴

き
に
拘
は
ら
ず
頻
り
に
印
行
せ
ら
る
ゝ
は
実
に
驚
く
計
り
」

（
可
愛
楼
晴
雪
「
小
説
本
を
読
む
の
得
失
」『
読
売
新
聞
』
明

治
一
六
年
五
月
三
一
日
）
な
ど
の
証
言
が
あ
る
。

　
先
の
中
村
氏
の
指
摘
は
、
主
に
新
聞
・
雑
誌
の
つ
づ
き
物
の
流
行

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
単
行
本
が
盛
ん
に
発
行
さ
れ

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
改
版
の
岩
波
文
庫
『
小
説
神
髄
』
以
後
の
『
小
説
神
髄
』
の
研
究

で
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
『
小
説
神
髄
』
の
批
判
は
、
川
副
氏
の
説
く
よ
う
に
、
広
く
は
、

明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
戯
作
者
全
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
が
、「
け
ふ
此
頃
に
至
る
に
及
び
て
、
ま
た
〳
〵
大
い
に
復

興
し
て
」
と
い
う
本
文
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、「
序
文
」
の
執
筆

時
期
に
則
っ
て
考
え
た
方
が
よ
り
批
判
の
対
象
を
絞
る
こ
と
が
で
き

る
は
ず
だ
。『
小
説
神
髄
』
の
稿
の
成
立
が
柳
田
泉
氏
の
説
く
よ
う

に（
７
）

、
明
治
十
六
年
で
あ
る
に
し
て
も
、「
緒
言
」
の
執
筆
時
期
は
、

同
じ
く
逍
遥
訳
『
慨
世
士
伝
』（
明
治
一
八
年
二
月
）
の
序
文
に
酷

似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
逍
遥
の
念
頭
に
は
、『
著
作
道
書
キ
上
ゲ
』
や
『
西
洋
道
中
膝
栗

毛
』
な
ど
の
明
治
の
始
め
の
こ
ろ
の
文
壇
の
状
況
で
は
な
く
、『
鳥

追
阿
松
海
上
新
話
』（
明
治
一
一
）『
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
』（
明
治
一

二
年
）
年
な
ど
の
毒
婦
物
の
流
行
、
そ
れ
に
続
く
新
聞
・
雑
誌
の
続

き
物
の
流
行
と
そ
れ
に
と
も
な
う
戯
作
出
版
の
隆
盛
の
時
期
、
特
に
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『
小
説
神
髄
』
出
版
の
直
前
で
あ
る
明
治
十
七
年
こ
ろ
ま
で
の
状
況

が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
。
な
お
、
新
聞
・
雑
誌
の
続
き
物
の
流

行
と
小
説
出
版
の
隆
盛
は
、
対
立
し
た
現
象
で
は
な
い
。
新
聞
で
続

き
物
が
評
判
を
と
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
単
行
本
化
し
て
売
る
こ

と
が
常
態
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
明
治
十
年
代
の
小
説
界

　
で
は
、
明
治
十
年
代
の
小
説
界
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
？
逍
遥
の
回
想
を
見
て
み
よ
う
。

　
当
時
の
文
壇
の
事
情
に
つ
い
て
逍
遥
自
身
は
「
新
旧
過
渡
期
の
回

想
」（『
早
稲
田
文
学
』
二
二
九
号
、
大
正
一
四
年
三
月
）
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

山
山
亭
有
人
が
條
野
伝
平
の
本
名
で
、
落
合
芳
幾
ら
と
共
に

『
東
京
日
々
新
聞
』
の
発
刊
に
参
加
し
た
の
は
、
明
治
五
年
、

二
世
春
水
の
染
崎
延
房
や
転
々
堂
主
人
の
高
畠
藍
泉
（
後
の
三

世
種
彦
）
が
『
平
仮
名
絵
入
新
聞
』
を
出
し
た
の
は
同
八
年
、

魯
文
が
横
浜
で
『
仮
名
読
新
聞
』
を
出
し
た
の
も
同
年
、
野
村

文
雄
の
『
団
々
珍
聞
』
へ
梅
亭
金
鵞
が
入
社
に
し
て
最
後
の
人

情
本
を
書
い
た
の
は
十
年
。
蓋
し
世
と
共
に
読
書
社
会
の
形
成

が
著
し
く
推
移
し
て
戯
作
者
ら
に
職
業
替
へ
の
余
儀
な
さ
を
自

覚
せ
し
め
た
の
で
あ
つ
た
。

　
此
際
、
興
味
本
位
の
出
版
物
に
二
様
の
新
傾
向
が
現
れ
た
。

一
は
現
前
の
政
治
的
活
劇
（
事
実
譚
）
を
新
体
の
絵
入
読
本
に

綴
つ
て
出
す
こ
と
で
あ
り
、
一
は
同
じ
く
主
と
し
て
街
談
巷
説

を
、
無
論
、
勝
手
に
潤
色
し
て
、
表
紙
絵
や
中
絵
は
、
草
双
紙

式
其
儘
を
襲
用
し
つ
ゝ
、
文
章
を
比
較
的
新
体
に
す
る
共
に
、

傍
訓
附
き
の
漢
字
沢
山
な
も
の
と
し
て
、
走
り
読
み
に
便
な
ら

し
め
て
刊
行
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
ニ
種
と
も
に
、
和
紙
で
、

前
者
は
半
紙
大
が
通
例
で
あ
り
、
後
者
は
草
双
紙
大
で
あ
つ
た
。

前
者
の
代
表
は
梅
村
春
輔
の
『
復
古
夢
物
語
』、『
春
雨
文
庫
』、

『
近
世
桜
田
紀
聞
』
な
ど
で
あ
る
。
荻
原
乙
彦
（
梅
暮
里
谷

峨
）
な
ど
を
も
此
仲
間
に
加
へ
可
き
で
ら
う
。
私
が
維
新
の
大

活
劇
に
関
す
る
初
知
識
を
得
た
の
は
、
主
と
し
て
彼
れ
ら
の
作

に
依
つ
て
ゞ
あ
つ
た
。
そ
れ
は
多
分
明
治
八
九
年
頃
で
あ
つ
た

ら
う
。

　
傍
訓
附
き
漢
字
沢
山
の
新
草
双
紙
は
、
三
田
村
鳶
魚
君
が
故

あ
つ
て
特
に
取
調
べ
て
を
ら
れ
る
が
、
其
形
式
、
内
容
と
も
に

此
過
渡
期
を
代
表
す
べ
き
一
種
の
出
版
物
で
あ
つ
て
、
其
数
は

存
外
夥
し
く
あ
る
ら
し
い
。
其
作
者
は
主
と
し
て
第
二
流
の
旧

草
双
紙
作
者
ら
で
あ
つ
た
。
十
年
前
後
に
魯
文
、
種
清
、
梅
彦
、

転
々
堂
、
彦
作
（
久
保
田
）、
泉
柳
亭
、
勘
造
（
岡
本
）（
？
）

な
ど
。
其
他
は
思
ひ
出
せ
な
い
。
絵
は
芳
幾
や
国
政
や
周
延
が

専
ら
担
当
し
て
ゐ
た
と
思
ふ
が
、
い
づ
れ
も
、
草
双
紙
全
盛
期
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の
そ
れ
と
は
似
て
も
似
附
か
ぬ
、
構
図
も
筆
致
も
彫
り
も
刷
り

も
、
粗
末
千
万
な
も
の
で
あ
つ
た
。

　
明
治
の
初
め
か
ら
十
年
こ
ろ
に
か
け
て
、
江
戸
末
期
に
戯
作
者
と

し
て
活
躍
し
て
い
た
山
々
亭
有
人
、
染
崎
延
房
（
二
世
春
水
）、

転
々
堂
主
人
（
高
畠
藍
泉
）、
仮
名
垣
魯
文
、
梅
亭
金
鵞
な
ど
が

次
々
と
新
聞
社
に
入
社
し
、
そ
こ
に
活
動
の
場
を
求
め
て
行
っ
た
、

と
い
う
の
が
明
治
十
年
ご
ろ
の
状
況
で
、
こ
の
時
に
興
味
本
位
の
出

版
物
に
二
種
類
の
傾
向
が
現
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
一
つ
は
、
実
際
の
事
件
を
読
み
物
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
中
で

は
、
梅
村
春
輔
の
幕
末
維
新
の
歴
史
、
実
際
の
事
件
を
あ
つ
か
っ
た

作
品
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、『
東
京
開
化
繁
昌
誌
』
の
荻
原
乙
彦
も

こ
の
仲
間
に
入
る
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
実
際

に
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
、
あ
る
こ
と
が
ら
を
忠
実
に
映
し
出
そ
う
と

す
る
姿
勢
が
基
本
の
事
実
重
視
の
作
品
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
二
つ
目
は
、
街
談
巷
説
を
勝
手
に
潤
色
し
た
も
の

で
、
表
紙
絵
や
中
絵
は
草
双
紙
と
同
様
で
あ
る
が
、
本
文
は
、
漢
字

が
沢
山
で
振
り
仮
名
付
き
の
書
物
で
あ
っ
た
。
新
聞
に
連
載
さ
れ
た

続
き
物
を
も
と
に
し
て
草
双
紙
の
体
裁
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
が
新
聞
記
事
で
あ
る
と
い
う
建
前
上
、
事
実
を
報
道
し
て

い
る
体
裁
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
実
際
は
娯
楽
性
を
主
た
る
目
的
と

す
る
も
の
で
、
ど
こ
ま
で
事
実
で
あ
る
か
は
、
作
者
は
意
に
介
さ
ず
、

も
っ
ぱ
ら
読
者
受
け
を
狙
っ
た
作
品
で
あ
る
。

　
種
清
は
、
柳
水
亭
種
清
、
柳
下
亭
種
員
の
弟
子
で
あ
る
。
梅
彦
は
、

四
方
梅
彦
、
柳
亭
種
彦
の
弟
子
で
あ
る
。
転
々
堂
は
、
高
畠
藍
泉
、

す
な
わ
ち
三
世
柳
亭
種
彦
で
あ
る
。
活
版
式
合
巻
の
発
案
者
と
さ
れ
、

魯
文
と
並
ぶ
当
時
の
流
行
作
家
で
あ
っ
た
。
久
保
田
彦
作
は
、
魯
文

の
弟
子
で
、
新
聞
の
続
き
物
を
初
め
て
漢
字
振
り
仮
名
付
き
の
合
巻

に
し
た
毒
婦
物
の
皮
切
り
と
も
い
え
る
『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』

（
明
治
一
一
）
の
作
者
で
あ
る
。
泉
柳
亭
は
、
泉
龍
亭
是
正
。
岡
本

勘
造
は
、
岡
本
起
泉
。
魯
文
の
『
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
』
と
競
作
に

な
っ
た
『
其
名
も
高
橋
毒
婦
の
小
伝
─
東
京
奇
聞
』（
明
治
十
二
年
）

の
作
者
で
あ
る
。

　
「
傍
訓
附
き
漢
字
沢
山
の
新
草
双
紙
」
は
、「
其
形
式
、
内
容
と

も
に
此
過
渡
期
を
代
表
す
べ
き
一
種
の
出
版
物
」
と
い
う
表
現
、
作

者
た
ち
を
第
二
流
と
規
定
し
て
い
る
点
、
挿
絵
に
対
す
る
「
構
図
も

筆
致
も
彫
り
も
刷
り
も
、
粗
末
千
万
な
も
の
」
と
い
う
評
価
を
見
て

も
、
よ
ほ
ど
逍
遥
に
嫌
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
逍
遥
に
嫌
わ
れ
た
「
一
種
の
出
版
物
」（「
作
品
」
と
は
言
い
た
く

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。）
は
、
文
中
に
も
出
て
く
る
三
田
村
鳶
魚
の

呼
称
に
し
た
が
え
ば（
８
）、
木
版
の
「
江
戸
式
合
巻
」
お
よ
び
「
活
版
東

京
式
合
巻
」
を
合
わ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
三
田
村
鳶
魚
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
草
双
紙
合
巻
を
木
版
の

「
江
戸
式
合
巻
」
と
活
版
で
、
漢
字
か
な
交
じ
り
で
振
り
仮
名
の
つ



268

い
た
「
活
版
東
京
式
合
巻
」
と
に
分
類
し
、「
江
戸
式
合
巻
」
は
本

来
仮
名
の
み
の
は
ず
だ
が
と
断
っ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。明

治
に
な
っ
て
新
し
く
出
来
た
江
戸
式
合
巻
は
、
こ
と
ご
と
く

仮
名
交
じ
り
の
振
仮
名
つ
き
だ
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

（
中
略
）

　
明
治
に
な
っ
て
の
江
戸
式
合
巻
の
出
盛
り
は
、
十
二
年
か
ら

十
四
年
ま
で
で
、
十
五
年
に
は
活
版
東
京
式
合
巻
が
出
て
、
そ

の
翌
年
よ
り
凄
ま
じ
い
勢
い
で
江
戸
式
合
巻
を
駆
除
し
て
い
っ

た
。

　
明
治
十
二
年
こ
ろ
か
ら
木
版
の
漢
字
か
な
交
じ
り
の
振
仮
名
つ
き

合
巻
が
盛
ん
に
出
は
じ
め
、
明
治
十
五
年
以
後
に
そ
の
座
を
活
版
東

京
式
合
巻
に
譲
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
田
康
夫
氏

に
よ
れ
ば（
９
）、
仮
名
垣
魯
文
の
『
高
橋
阿
伝
夜
叉
物
語
』
初
編
（
明
治

一
二
年
二
月
）
も
活
字
刷
り
で
（
二
篇
以
後
木
版
）、
高
畠
藍
泉
の

『
巷
説
児
手
柏
』（
明
治
一
二
年
九
月
）
は
初
め
て
全
編
活
字
で
印

刷
さ
れ
た
合
巻
な
の
で
、
明
治
一
二
年
こ
ろ
か
ら
、「
活
版
東
京
式

合
巻
」
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
も
あ
れ
、『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』（
明
治
一
一
年
）
が
漢
字
振

仮
名
つ
き
の
江
戸
式
合
巻
と
し
て
、
絵
入
漢
字
交
り
振
り
仮
名
つ
き

の
小
新
聞
に
親
し
ん
だ
読
者
に
歓
迎
さ
れ
て
か
ら
、
江
戸
式
合
巻
は
、

明
治
十
四
年
く
ら
い
ま
で
盛
ん
に
出
版
さ
れ
た
が
、
明
治
十
五
年
の

翌
年
、
す
な
わ
ち
十
六
年
か
ら
活
版
東
京
式
合
巻
に
圧
倒
さ
れ
て

い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
逍
遥
の
批
判
の
対
象
は
、
一
応
は
、
両
者

に
及
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
三
田
村
は
、
江
戸
式
合
巻
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
江
戸
式
合
巻
の
多
数
は
、
新
聞
の
続
き
物
を
潤
色
剪
栽
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
続
き
物
と
い
う
の
は
、
と
に
か
く
事
実
を
敷

衍
し
て
連
載
し
た
の
で
、
社
会
種
の
長
い
雑
報
な
の
だ
。
そ
れ

を
三
編
九
冊
に
す
る
た
め
に
延
べ
縮
め
し
た
と
い
う
よ
り
も
、

引
き
延
べ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
一
体
興
味
を
心
掛
け
て
あ
る
の

を
、
更
に
小
説
化
し
て
分
量
を
増
殖
し
た
。
あ
の
続
き
物
が
喜

ば
れ
た
後
に
、
小
説
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
特
殊

な
雑
報
が
、
小
説
と
並
ん
で
新
聞
の
興
味
を
煽
っ
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
新
狂
言
の
筋
を
仕
立
て
た
の
や
ら
、
新
講
談
を
書
き
直

し
た
の
や
ら
が
、
合
巻
に
な
っ
た
。
新
聞
の
小
説
を
そ
の
ま
ま

に
出
版
す
る
こ
と
は
、
東
京
式
合
巻
に
な
っ
て
の
こ
と
で
、
江

戸
式
合
巻
に
は
な
い
こ
と
だ
。

　
江
戸
式
合
巻
の
作
者
で
は
、
仮
名
垣
魯
文
・
花
笠
文
京
・
三

世
種
彦
の
高
畠
藍
泉
・
笠
亭
仙
果
・
久
保
田
彦
作
・
泉
竜
亭
是

正
・
一
筆
庵
可
候
・
吉
川
春
濤
・
岡
本
起
泉
・
伊
東
専
三
な
ど
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で
、
二
世
春
水
の
染
崎
延
房
や
、
三
世
谷
峨
の
荻
原
乙
彦
の
作

は
少
く
、
こ
の
人
た
ち
は
や
や
残
れ
気
味
だ
っ
た
と
思
う
。

　
「
三
編
九
冊
」
と
い
う
の
は
、
当
時
の
合
巻
の
体
裁
が
一
編
が
上

中
下
の
三
冊
で
、
そ
れ
が
三
編
と
い
う
の
が
一
般
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
分
量
に
な
る
ま
で
引
き
伸
ば
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
新
狂
言
の
筋
を
仕
立
て
た
の
や
ら
、
新
講
談
を
書
き
直
し
た

の
や
ら
」
と
い
う
あ
た
り
は
、『
小
説
神
髄
』
の
「
翻
案
に
て
も
、

翻
訳
に
て
も
、
翻
刻
に
て
も
、
新
著
に
て
も
」
と
い
っ
た
表
現
と
対

応
す
る
。「
江
戸
式
合
巻
の
作
者
」
に
つ
い
て
も
、
花
笠
文
京
（
二

世
、
渡
辺
義
方
）、
一
筆
庵
可
候
、
芳
川
春
濤
、
伊
東
専
三
を
除
い

て
、
逍
遥
の
記
憶
と
対
応
し
て
お
り
、
逍
遥
の
言
葉
を
裏
書
き
す
る

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
花
笠
文
京
（
二
世
、
渡
辺
義
方
）
に
は
、
井

上
勤
と
の
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
翻
訳
が
あ
る
の
で）
（1
（

、
逍
遥
の
「
翻
訳
に
て

も
」
と
の
対
応
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
逍
遥
の
「
傍
訓
附
漢
字
沢
山
の
新
草
双
紙
」
に
対
す

る
評
価
は
、
こ
の
出
版
物
が
草
双
紙
と
称
す
る
の
も
た
め
ら
わ
れ
る

様
な
粗
雑
な
出
版
物
で
、
二
流
の
作
者
が
粗
製
乱
造
し
、
浮
世
絵
師

た
ち
も
や
っ
つ
け
で
や
っ
た
仕
事
で
あ
っ
た
、
と
い
う
認
識
を
示
し

て
い
る
。

　
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
高
橋
お
伝
が
強
盗
殺
人
の
罪
で
斬
罪
に

な
っ
た
の
が
、
明
治
十
二
年
一
月
三
十
一
日
、『
東
京
新
聞
』
は
、

二
月
一
日
よ
り
連
載
記
事
を
掲
載
し
、
二
月
十
一
日
か
ら
四
月
十
五

日
に
わ
た
り
、
岡
本
起
泉
が
『
東
京
奇
聞
』
を
順
次
刊
行
し
た
。

『
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
』
は
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
、『
仮
名
読
み

新
聞
』
に
二
月
一
日
、
二
日
に
か
け
て
連
載
す
る
が
、
連
載
を
中
止

し
、
二
月
十
三
日
か
ら
四
月
二
十
三
日
に
か
け
て
、
初
編
は
活
字
本
、

ニ
篇
以
後
は
版
本
で
発
行
さ
れ
た）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
世
間
で
話
題
に

な
る
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
続
き
物
と
し
て
新
聞
に
連
載
し
、

そ
れ
が
当
た
る
と
す
ぐ
さ
ま
単
行
本
化
し
て
販
売
し
た
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ー
ド
勝
負
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
内
容
も
「
お
伝
は
親
族
あ
る
者
な
が
ら
其
死
体
を
引
取
者
絶

て
な
き
ゆ
ゑ
病
院
に
て
埋
葬
の
義
を
取
り
扱
は
れ
悪
人
亡
び
善
人
栄

へ
世
の
開
明
ま
す
〳
〵
進
み
衆
庶
万
歳
を
唱
へ
た
り
目
出
た
し
〳
〵

〳
〵
」（『
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
』）
の
よ
う
に
表
面
的
に
は
勧
善
懲
悪

を
唱
え
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
の
内
容
は
、
殺
人
シ
ー
ン
な
ど
残

酷
な
場
面
の
描
写
に
よ
っ
て
読
者
受
け
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

（
三
）
高
畠
藍
泉
の
活
躍

　
以
上
の
よ
う
に
、
逍
遥
の
念
頭
に
は
、『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』

（
明
治
一
一
）『
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
』（
明
治
一
二
年
）
年
な
ど
の
毒

婦
物
の
流
行
、
そ
れ
に
続
く
新
聞
・
雑
誌
の
続
き
物
の
流
行
と
そ
れ

に
と
も
な
う
戯
作
出
版
の
隆
盛
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
も
う
少

し
対
象
を
絞
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
中
村
氏
は
、
特
に
明
治
十
五
年
前
後
の
戯
作

界
の
状
況
を
逍
遥
が
憂
慮
し
た
と
こ
ろ
に
『
小
説
神
髄
』
執
筆
契
機

の
一
端
を
求
め
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
氏
の
指
摘
す
る
二
作
品
の
内
容
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

①
『
雲
間
月
猫
影
響
』

　
『
雲
間
月
猫
影
響
（
く
も
ま
の
つ
き
ね
こ
の
か
げ
ぼ
し
）』
は

『
い
ろ
は
新
聞
』
に
明
治
一
四
年
一
二
月
一
日
か
ら
一
五
日
に
か
け

て
断
続
的
に
一
一
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
署
名
は
「
金
花

翁
」
で
あ
る
。
高
木
健
夫
「
新
聞
小
説
史
」（『
新
聞
研
究
』
二
三
〇

号
、
一
九
七
〇
年
九
月
）
に
よ
る
と
著
者
は
「
仮
名
垣
魯
文
」
と
あ

る
。
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
天
性
の
美
貌
を
持
つ
名
古
屋
の
笊
駕
籠
商
人
の
娘
お
よ
し
（
お
し

ん
、
国
次
）
は
踊
り
を
習
う
が
、
上
達
が
目
覚
ま
し
く
、
こ
れ
に
目

を
付
け
た
叔
父
に
連
れ
ら
れ
東
京
に
出
て
芸
者
と
な
る
、
と
い
う
の

が
発
端
で
、
実
父
と
叔
父
の
金
欲
に
よ
っ
て
お
よ
し
は
芸
者
と
な
り
、

客
に
身
請
け
を
さ
れ
る
が
、
男
女
間
の
も
つ
れ
か
ら
再
び
芸
妓
と
な

り
、
松
江
藩
主
嫡
子
の
松
平
直
応
に
見
請
け
を
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

別
の
男
と
昵
懇
の
仲
に
な
り
、
身
ご
も
る
が
、
こ
れ
を
松
平
直
応
の

胤
と
主
張
し
、
裁
判
沙
汰
と
な
る
と
い
っ
た
事
件
を
実
録
風
に
記
述

し
た
続
き
物
で
あ
る
。
時
々
、「
昨
日
記
せ
し
長
女
よ
し
は
し
ん
の

誤
り
」
な
ど
と
訂
正
が
入
っ
た
り
、「
前
号
に
お
し
ん
の
国
次
猫
が

松
平
直
応
君
に
根
引
さ
れ
し
云
々
あ
り
し
は
明
治
十
三
年
中
の
話
に

し
て
後
号
に
出
る
べ
き
件
な
る
を
過
つ
て
明
治
九
年
の
事
と
混
じ
た

る
は
探
訪
の
麁
漏
な
り
」
な
ど
の
断
り
書
き
が
入
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
が
実
際
に
取
材
を
重
ね
て
ゆ
く
う
ち
に
起
こ
っ
た
こ
と
な
の

か
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
調
査
し
た
事
実
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら

に
装
う
た
め
の
文
飾
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
一
応
、
実
際
に
聞
き

取
っ
た
結
果
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
先
に
「
お
し
ん
の
国
次
猫
」
と
あ
る
よ
う
に
、
題
名
は
主
人
公
の

芸
者
を
寓
し
た
も
の
で
あ
る
。
噂
話
に
取
材
し
た
女
主
人
公
が
男
遍

歴
を
重
ね
た
挙
句
、
お
家
騒
動
も
ど
き
の
事
件
を
起
こ
す
と
い
う
話

で
、
主
人
公
の
理
解
不
可
能
と
も
い
え
る
行
動
を
中
村
氏
は
「
人
情

の
歪
形
化
」
と
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
か
り
に
取
材
に
基
づ
い
た

も
の
だ
と
す
れ
ば
、
冒
頭
に
「
浮
芸
は
興
を
誘
ひ
色
を
導
く
の
媒
介

に
て
親
し
み
て
害
多
く
好
て
益
少
な
き
は
往
々
識
者
の
戒
む
所
」
と

勧
善
懲
悪
の
作
で
あ
る
こ
と
を
う
た
っ
て
は
い
る
も
の
の
、「
し
ひ

て
勧
善
の
主
旨
を
加
へ
て
人
情
を
ま
げ
、
　
世
態
を
た
わ
め
て
無
理

な
る
脚
色
を
な
す
」
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
く
、
主
人
公
の
心
理
も
作

者
の
興
味
の
対
象
外
な
の
で
、
中
村
氏
の
指
摘
は
あ
ま
り
当
た
ら
な

い
よ
う
に
思
え
る
。
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②
『
岡
山
紀
聞
筆
命
毛
』

　
『
岡
山
紀
聞
筆
命
毛
（
お
か
や
ま
き
ぶ
ん
ふ
で
の
い
の
ち
げ
）』

は
明
治
十
五
年
「
愛
善
社
」
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
巻
頭
に
「
柳
亭
種

彦
校
正
、
柳
亭
燕
枝
編
述
」
と
あ
り
、
末
尾
に
「
校
正
人
　
柳
亭
種

彦
事
　
高
畠
藍
泉
」
と
あ
る
。「
柳
亭
種
彦
事
　
高
畠
藍
泉
」
と
あ

る
の
は
、
高
畠
藍
泉
が
二
世
（
三
世
）
柳
亭
種
彦
を
襲
名
し
た
た
め

で
、
序
文
に
高
名
な
戯
作
者
の
跡
を
継
い
だ
喜
び
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
文
は
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る
。
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
よ

う
で
あ
る
。

　
岡
山
藩
主
池
田
治
政
は
酒
色
に
お
ぼ
れ
、
お
忍
び
で
遊
郭
に
通
う
。

取
り
巻
き
は
追
従
す
る
が
、
忠
臣
水
野
三
郎
兵
衛
は
老
中
松
平
定
信

の
耳
に
入
っ
て
は
お
家
の
大
事
と
治
政
を
い
さ
め
る
。
し
か
し
、
勘

気
に
触
れ
、
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
一
方
、
佞
臣
吉
備
津
藤

内
は
、
治
政
に
妾
を
献
じ
て
そ
の
力
で
政
治
の
実
権
を
つ
か
も
う
と

も
く
ろ
み
、
治
政
に
遊
郭
通
い
を
や
め
て
妾
を
求
め
る
よ
う
に
勧
め

る
。
治
政
は
藤
内
の
言
を
容
れ
て
廓
通
い
を
や
め
る
こ
と
に
す
る
が
、

定
信
へ
の
面
当
て
に
最
後
の
日
に
大
名
行
列
で
吉
原
へ
行
き
、
大
盤

振
る
舞
い
を
す
る
。

　
品
川
の
豆
腐
屋
の
娘
お
筆
は
美
人
の
評
判
が
高
か
っ
た
。
藤
内
は

こ
れ
に
目
を
付
け
、
支
度
・
し
つ
け
を
し
て
妾
に
あ
げ
、
藩
政
を
操

ろ
う
と
す
る
。
お
筆
を
妾
と
し
て
差
し
出
す
前
の
晩
、
二
人
は
道
な

ら
ぬ
関
係
と
な
り
、
共
謀
の
同
志
と
な
る
。
翌
日
、
治
政
に
献
ぜ
ら

れ
た
お
筆
は
、
名
を
筆
野
と
改
め
、
一
身
に
寵
を
受
け
る
よ
う
に
な

る
。
筆
野
と
藤
内
は
、
江
戸
屋
敷
の
政
を
恣
に
し
、
水
野
三
郎
兵
衛

は
、
国
元
に
送
り
返
さ
れ
る
。
水
野
は
、
国
元
の
忠
臣
日
置
元
三
郎

と
は
か
っ
て
仲
間
（
ち
ゅ
う
げ
ん
）
に
姿
を
変
え
江
戸
表
に
戻
る
。

元
三
郎
は
佞
臣
藤
内
の
心
中
を
見
抜
い
て
い
る
貞
節
で
聡
明
な
奥
方

の
前
で
筆
野
を
恥
ず
か
し
め
、
正
室
と
妾
の
身
分
の
違
い
を
示
す
。

そ
の
た
め
上
屋
敷
で
の
居
心
地
が
悪
く
な
っ
た
筆
野
は
、
治
政
に
頼

ん
で
、
法
度
で
は
あ
る
が
下
屋
敷
に
囲
っ
て
も
ら
い
、
治
政
は
上
屋

敷
か
ら
密
か
に
通
う
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
、
忠
臣
水
野
は
、
治
政

が
藤
内
と
二
人
で
だ
け
で
筆
野
の
も
と
に
通
う
機
会
を
狙
っ
て
、
佞

臣
藤
内
を
暗
殺
す
る
。
こ
う
し
て
佞
臣
藤
内
は
誅
せ
ら
れ
た
が
、
筆

野
の
傲
慢
は
収
ま
ら
ず
、
つ
い
に
宴
会
の
席
で
治
政
を
そ
そ
の
か
し
、

奥
方
と
そ
の
女
中
た
ち
を
無
理
や
り
裸
に
し
て
し
ま
う
。
恥
を
受
け

た
奥
方
は
治
政
を
い
さ
め
る
遺
書
を
残
し
て
自
害
す
る
。
奥
方
の
諫

言
に
一
旦
は
反
省
し
た
治
政
だ
が
、
筆
野
へ
の
寵
愛
は
変
わ
ら
な
い
。

奥
方
の
遺
児
の
二
兄
弟
は
、
母
の
仇
と
し
て
筆
野
を
狙
う
が
、
筆
野

は
逆
に
そ
の
機
を
利
用
し
て
二
人
を
亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
、
藤
内

の
後
釜
の
よ
う
に
登
場
す
る
佞
臣
神
村
左
治
馬
と
共
謀
し
、
わ
な
を

仕
掛
け
る
。
治
政
の
不
在
を
狙
っ
て
筆
野
を
襲
っ
た
兄
弟
だ
が
、
逆

に
、
侍
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
て
、
侵
入
者
と
し
て
殺
さ
れ
よ
う
と
す

る
。
危
機
一
髪
の
時
に
何
者
か
が
二
人
を
助
け
る
。
弟
は
、
敵
を
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追
っ
て
屋
敷
の
外
に
出
る
が
、
そ
こ
で
気
絶
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を

介
抱
し
た
の
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
筆
野
の
実
父
正
兵
衛
で
あ
っ
た
。

正
兵
衛
は
、
豆
腐
屋
に
な
っ
て
は
い
た
が
、
も
と
も
と
池
田
家
中
の

武
士
で
娘
筆
野
の
行
い
を
恥
じ
て
い
た
。

　
兄
弟
の
抹
殺
に
失
敗
し
た
筆
野
は
、
神
村
と
た
く
ら
み
、
奥
方
の

墓
参
り
に
乗
じ
て
兄
弟
の
毒
殺
を
謀
る
。
墓
参
り
を
し
よ
う
と
す
る

と
、
大
蛇
が
現
れ
、
筆
野
に
巻
き
付
き
、
苦
し
め
る
。
そ
れ
は
奥
方

の
怨
霊
で
あ
っ
た
。
実
は
夢
だ
っ
た
の
だ
が
、
怖
気
づ
い
た
筆
野
は

そ
の
日
の
墓
参
り
を
取
り
や
め
る
。
日
を
改
め
て
墓
参
り
に
出
よ
う

と
す
る
と
駕
籠
か
ら
火
が
出
て
燃
え
て
し
ま
っ
た
。
度
重
な
る
凶
事

に
、
さ
す
が
の
毒
婦
も
気
力
も
衰
え
、
兄
弟
の
毒
殺
も
取
り
や
め
る
。

や
が
て
病
気
が
ち
に
な
り
、
治
政
の
寵
も
衰
え
て
い
く
。
奥
方
の
恨

み
を
恐
れ
た
筆
野
は
、
ふ
た
た
び
奥
方
の
墓
参
り
に
出
向
く
が
、
そ

こ
で
実
父
正
兵
衛
に
こ
れ
ま
で
の
悪
事
を
暴
露
さ
れ
、
出
家
す
る
か

こ
の
場
で
殺
さ
れ
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
、
毒
婦
も
父
の
言
葉
に
反

省
す
る
の
だ
っ
た
。

　
一
方
、
悪
人
神
村
は
、
乱
心
し
て
悪
行
を
い
さ
め
た
悪
人
仲
間
を

殺
し
、
自
分
も
切
腹
し
、
悪
人
た
ち
は
報
い
を
受
け
た
。

　
さ
て
、
館
に
帰
っ
た
筆
野
は
病
に
伏
し
、
重
病
と
な
る
が
、
不
思

議
な
こ
と
に
髪
だ
け
は
い
つ
ま
で
も
美
し
く
豊
か
で
あ
っ
た
。
い
よ

い
よ
病
が
篤
い
と
聞
い
た
治
政
が
見
舞
い
に
行
く
と
、
そ
こ
に
は
禿

げ
頭
の
や
せ
衰
え
た
筆
野
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
筆
野
の
美
し
い
髪

は
鬘
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
浅
ま
し
い
筆
野
の
姿
を
目
に
し
た
治
政
は

自
ら
の
行
い
を
恥
じ
た
。
忠
臣
た
ち
は
出
世
し
、
池
田
藩
は
そ
の
後

も
栄
え
た
。

　
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
い
う
ほ
ど
に
強
調
さ
れ
る
筆
野
の
毒

婦
ぶ
り
や
、
お
定
ま
り
の
悪
人
と
の
姦
通
、
最
後
に
は
、
美
し
い
と

見
え
た
黒
髪
は
実
は
鬘
で
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
禿
げ
頭
で
あ
っ
た
と

い
う
種
明
か
し
な
ど
は
、
中
村
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
勧
懲
枠
へ

の
「
人
情
」
の
は
め
こ
み
」
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
わ
ざ
と
ら

し
い
演
出
で
、
勧
善
懲
悪
の
物
語
と
し
て
読
者
に
読
ま
せ
る
た
め
の

作
為
を
十
分
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
脇
役
の
、
悪
人
た
ち
や
善

玉
の
貞
女
、
忠
臣
、
孝
子
た
ち
も
定
形
的
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

　
本
作
は
、『
小
説
神
髄
』
の
批
判
を
裏
付
け
る
岩
城
準
太
郎
の
次

の
言
葉）
（1
（

に
ま
さ
に
当
て
は
ま
る
も
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
文
中
「
継
承

の
文
学
」
と
は
、
江
戸
時
代
の
文
学
の
系
統
を
受
け
継
い
だ
文
学
の

こ
と
で
あ
る
。

継
承
の
文
学
中
最
注
意
す
べ
き
は
蓋
し
戯
作
者
流
の
作
な
ら
ん
。

之
等
は
其
の
種
類
、
其
作
意
、
其
文
体
、
共
に
文
化
、
文
政
以

後
の
作
者
の
余
流
を
汲
め
る
事
論
を
俟
た
ず
。
先
づ
全
体
に
通

ず
る
著
し
き
風
潮
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
勧
善
懲
悪
の
主
義
に

し
て
、
馬
琴
一
度
此
大
旆
を
擁
し
て
よ
り
、
勧
懲
の
一
語
は
端

な
く
当
時
の
片
々
た
る
戯
作
を
飾
る
美
名
と
な
り
、
文
学
の
本
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質
の
何
た
る
を
解
せ
さ
る
彼
等
無
学
の
戯
作
者
輩
が
、
自
己
の

作
物
を
無
用
有
害
な
り
と
非
難
せ
ら
る
ゝ
を
忌
み
、
且
つ
曩
に

寛
政
、
天
保
の
両
度
、
当
局
の
為
政
者
が
壊
風
乱
俗
の
罪
を
以

て
戯
作
者
を
罰
せ
し
事
件
に
鑒
み
、
又
維
新
後
教
部
省
の
訓
令

に
考
へ
、
争
う
て
勧
懲
の
美
名
を
偸
み
、
自
ら
僭
し
て
童
蒙
婦

女
に
対
す
る
教
訓
を
寓
す
と
称
し
、
以
て
鄙
俚
猥
雑
、
読
者
に

媚
ふ
る
を
以
て
専
ら
と
せ
る
拙
作
を
被
ひ
飾
ら
ん
と
せ
り
。
次

に
其
結
構
は
目
先
の
変
化
を
以
て
第
一
条
件
と
な
し
、
脚
色
の

統
一
人
物
の
性
格
を
藐
視
し
て
、
支
離
滅
裂
、
一
巻
の
趣
向
の

尋
ぬ
べ
き
無
き
者
、
滔
々
皆
然
り
。
次
に
又
作
中
の
人
物
は
、

概
ね
善
悪
二
種
の
類
型
に
し
て
、
善
人
は
所
謂
善
徳
の
権
化
、

悪
人
は
所
有
悪
徳
の
化
身
た
る
か
如
く
、
其
の
英
雄
或
は
勇
士
、

往
々
非
凡
の
智
謀
力
量
を
有
し
、
多
く
は
人
間
界
を
超
絶
す
。

　
馬
琴
が
勧
善
懲
悪
の
旗
印
を
あ
げ
て
以
来
、
戯
作
者
に
と
っ
て
勧

懲
は
、
つ
ま
ら
な
い
戯
作
に
対
す
る
美
名
と
な
り
、
明
治
六
年
の

「
三
条
の
教
憲
」
へ
の
対
策
と
し
て
「
童
蒙
婦
女
に
対
す
る
教
訓
を

寓
す
る
」
と
称
し
て
、「
鄙
俚
猥
雑
、
読
者
に
媚
ふ
る
を
以
て
専
ら

と
せ
る
拙
作
を
被
ひ
飾
ら
ん
と
」
し
た
と
い
う
あ
た
り
は
、『
小
説

神
髄
』
の
批
判
を
裏
付
け
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
く
、
作
品
の

構
成
、
脚
色
、
登
場
人
物
の
性
格
な
ど
に
関
す
る
説
明
は
、『
小
説

神
髄
』
よ
り
も
具
体
的
で
分
か
り
や
す
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
本
作
に
は
、
乱
心
し

た
悪
党
が
そ
の
仲
間
を
次
々
と
切
り
殺
し
、
自
分
の
腹
を
か
き
切
っ

て
死
ぬ
と
い
っ
た
残
酷
な
場
面
や
奥
方
と
そ
の
女
中
が
無
理
や
り
湯

文
字
一
つ
に
さ
れ
る
と
い
う
猥
雑
な
場
面
も
登
場
し
て
お
り
、
ま
さ

に
逍
遥
の
い
う
「
奬
誡
勧
善
を
ば
そ
の
主
眼
な
り
と
唱
へ
な
が
ら
」

書
か
れ
た
「
殺
伐
惨
酷
」
で
「
猥
褻
な
る
」
作
品
と
い
う
べ
き
だ
。

表
紙
絵
は
逍
遥
の
回
想
に
も
あ
っ
た
「
朝
霞
楼
芳
幾
」
で
あ
る
。

　
な
お
、
中
村
氏
は
「
講
談
種
を
借
り
た
」「「
翻
案
」
な
み
の
も

の
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
は
、『
大
阪
新
聞
』
に
連
載
さ
れ

た
作
品
を
単
行
本
化
し
た
『
揚
羽
蝶
』（
明
治
一
三
年
七
月
）
を
粉

本
と
し
て
高
畠
藍
泉
が
執
筆
し
た
ま
さ
に
「
翻
案
」
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
お
り
、
両
者
に
つ
い
て
は
佐
々
木
亨
氏
が
詳
し
く
比
較
し

て
論
じ
て
い
る）
（1
（

。

　
藍
泉
に
つ
い
て
、
興
津
要
氏
は
、
仮
名
垣
魯
文
一
派
は
、
勧
善
懲

悪
を
か
か
げ
な
が
ら
も
娯
楽
性
を
追
及
し
た
の
に
対
し
、
当
初
、
高

畠
藍
泉
一
派
は
、
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
勧
善
懲
悪
的
な
作
風
を
示

し
た
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）
（1
（

。

　
藍
泉
は
そ
の
の
ち
、
お
家
騒
動
「
岡
山
紀
聞
筆
之
命
毛
」

（
十
五
年
四
月
刊
）
を
執
筆
し
、
古
風
に
も
柳
亭
種
彦
を
襲
名
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
仇
討
ち
物
「
蝶
鳥
筑
波
裙
模
様
」（
十

七
年
四
月
刊
）
へ
と
歩
を
す
す
め
、
そ
の
適
当
な
古
さ
の
ゆ
え
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に
当
時
の
広
範
囲
の
読
者
か
ら
支
持
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
ま
た

そ
れ
ゆ
え
に
、
明
治
の
新
作
家
と
し
て
登
場
し
な
が
ら
、
い
つ

し
か
当
時
の
戯
作
者
一
般
と
と
も
に
忘
却
の
波
間
に
没
し
さ
っ

た
の
で
も
あ
っ
た
。

　
文
中
「
そ
の
の
ち
」
と
あ
る
の
は
、
前
に
『
巷
説
児
子
柏
』
の
よ

う
な
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
人
生
模
様
を
写
実
的
に
描
く
新
時

代
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
を
書
い
て
い
た
こ
と
を
指
す
。
そ
の
後
、
藍

泉
は
変
節
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
興
津
氏
の
評
価

は
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
近
代
文
学
史
観
か
ら
み
て
の
評

価
で
あ
る
が
、
当
時
の
出
版
状
況
に
目
を
向
け
た
論
者
の
見
方
は
だ

い
ぶ
趣
き
が
ち
が
っ
て
い
る
。

　
本
田
康
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）
（1
（

。

　
高
畠
藍
泉
は
こ
の
文
明
開
化
期
の
庶
民
層
の
た
め
に
速
報
性

と
読
み
物
と
し
て
の
面
白
さ
を
兼
ね
備
え
た
雑
報
記
事
を
書
い

た
。
彼
の
仕
業
に
読
者
の
た
め
活
字
の
字
数
に
応
じ
て
文
章
を

作
成
す
る
近
代
の
〝
物
書
き
〟〝
作
家
〟
の
誕
生
を
み
て
も
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
中
略
）

　
明
治
の
新
し
い
読
者
大
衆
に
新
し
い
形
態
の
活
字
の
読
物
を
、

新
聞
、
雑
誌
、
単
行
本
に
お
い
て
工
夫
し
た
の
は
こ
れ
ら
の
戯

作
者
と
浮
世
絵
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
明
開
化
の
印
刷
技
術
革

新
の
時
期
に
作
品
形
態
の
工
夫
と
そ
れ
に
よ
る
読
者
の
獲
得
に

成
功
し
た
彼
等
の
築
い
た
文
化
的
基
盤
、
土
台
の
上
に
近
代
文

学
が
展
開
す
る
。

　
本
田
氏
は
、
庶
民
層
の
需
要
に
答
え
た
読
み
物
を
提
供
し
た
作
者

と
し
て
、
高
畠
藍
泉
を
は
じ
め
と
す
る
戯
作
者
や
浮
世
絵
師
た
ち
を

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
佐
々
木
氏
も
、『
岡
山
紀
聞
筆
命
毛
』

に
代
表
さ
れ
る
藍
泉
の
作
品
に
み
ら
れ
る
創
作
の
方
法
を
「
物
語
化

を
推
進
し
」
て
「
原
拠
を
自
分
な
り
に
料
理
」
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る）
（1
（

。
大
衆
の
要
求
に
応
じ
て
面
白
い
読

み
物
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
悪
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
言
い
方
を
代

え
れ
ば
、
読
者
に
媚
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逍
遥
も
、
本

田
氏
や
佐
々
木
氏
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
現
象
を
指
し
て
い

る
の
だ
が
、
評
価
が
逆
な
だ
け
な
の
だ
。

　
さ
ら
に
、
作
品
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
本
の
体
裁
に
つ
い
て
も
藍

泉
の
出
版
物
は
、
逍
遥
の
批
判
に
当
て
は
ま
る
。
前
田
愛
氏
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）
（1
（

。

周
知
の
通
り
、
藍
泉
は
活
版
式
合
巻
の
創
案
者
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

「
合
巻
と
異
り
て
製
本
の
風
を
一
変
し
」（「
読
売
」
十
二
年
十

月
四
日
広
告
）
た
『
巷
説
児
手
柏
』
は
ニ
編
四
冊
、
毎
冊
十
丁
、
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袋
付
、
木
版
摺
付
絵
表
紙
、
木
版
序
文
半
丁
、
木
版
摺
口
画
一

丁
半
の
体
裁
で
あ
る
。
こ
の
体
裁
は
木
版
式
合
巻
の
そ
れ
に

倣
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
を
十
二
行
四
十
字
詰
五
号
活
字

で
組
み
、
一
冊
に
数
個
の
木
版
挿
絵
を
コ
マ
画
風
に
小
さ
く
入

れ
た
と
こ
ろ
が
新
機
軸
な
の
で
あ
っ
た
。
活
版
摺
の
合
巻
と
し

て
は
『
夜
叉
譚
』
初
編
が
半
年
先
ん
じ
て
い
る
が
、
こ
の
『
巷

説
児
手
柏
』
が
「
芳
譚
雑
誌
」
で
使
用
済
み
の
挿
絵
版
木
を
合

巻
の
寸
法
に
合
わ
せ
て
左
右
を
切
り
落
と
し
、
転
用
し
て
い
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
廃
物
利
用
が
じ
つ
は
藍
泉
の
着
想

の
急
所
な
の
で
あ
る
。

　
「
廃
物
利
用
」
の
藍
泉
発
案
の
活
版
式
合
巻
は
、
廉
価
に
短
期
間

で
本
を
出
版
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、

前
田
氏
は
、
出
版
期
間
の
短
縮
は
装
本
の
質
的
悪
化
を
招
き
、
と
く

に
挿
絵
に
お
い
て
そ
れ
が
甚
だ
し
か
っ
た
が
、
そ
の
た
め
販
売
価
格

も
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
安
く
な
り
、
高
価
な
木
版
式
合
巻
を
圧
倒
し

て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
な
ど
は
、
逍
遥
の
「
傍
訓
附
漢
字
沢
山
の
新
草
双
紙
」
に
対

す
る
「
構
図
も
筆
致
も
彫
り
も
刷
り
も
、
粗
末
千
万
」
と
い
う
評
価

と
ま
さ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
藍
泉
の
作
品
は
、

内
容
と
い
い
体
裁
と
い
い
逍
遥
の
批
判
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
四
）
批
判
さ
れ
た
人
た
ち
の
反
応

　
そ
う
は
い
っ
て
も
、
藍
泉
の
よ
う
な
読
み
物
を
出
版
し
て
い
た
作

者
は
他
に
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

　
山
口
武
美
氏
の
『
明
治
前
期
戯
作
本
書
目
』（
青
裳
堂
書
店
、
昭

和
五
五
年
二
月
）
の
「
戯
作
小
説
」
の
項
目
を
見
る
と
、
明
治
十
年

は
十
冊
、
明
治
十
一
年
は
十
八
冊
、
十
二
年
は
二
十
七
冊
、
十
三
年

は
四
十
冊
、
十
四
年
は
ニ
十
九
冊
、
十
五
年
は
三
十
冊
、
十
六
年
は

九
十
三
冊
、
十
七
年
は
八
十
六
冊
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
十
六
年
、

十
七
年
の
冊
数
が
着
目
さ
れ
、
前
述
し
た
三
田
村
鳶
魚
の
記
述
を
裏

付
け
て
い
る
が
、「
十
五
年
に
は
活
版
東
京
式
合
巻
が
出
て
、
そ
の

翌
年
よ
り
凄
ま
じ
い
勢
い
で
江
戸
式
合
巻
を
駆
除
し
て
い
っ
た
」
と

い
う
言
葉
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
活
版
式
合
巻
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
活
版
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
総
て
で
は
な
い
に

し
ろ
、
こ
う
し
た
書
物
が
内
容
的
に
岩
城
準
太
郎
の
評
価
に
当
て
は

ま
る
と
し
た
ら
、
逍
遥
の
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
人
々
も
、
沢
山
い

た
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、『
小
説
神
髄
』
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
人
た
ち
は
、『
小
説

神
髄
』
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

　
仮
名
垣
魯
文
の
弟
子
の
野
崎
左
文
は
『
私
の
見
た
明
治
文
壇）
（1
（

』
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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坪
内
逍
遥
先
生
が
『
小
説
神
髄
』
を
公
け
に
さ
れ
た
の
も
亦

十
八
年
の
事
で
あ
つ
た
。
同
書
は
緑
雨
氏
か
ら
借
り
て
私
共
も

毎
夕
社
で
通
読
し
、
引
続
い
て
発
行
さ
れ
た
『
書
生
気
質
』
も

緑
雨
氏
は
出
版
の
都
度
之
を
懐
に
し
て
出
社
し
吾
々
に
も
見
せ

て
居
た
。
そ
こ
で
此
『
小
説
神
髄
』
に
於
て
著
者
が
従
来
の
勧

懲
主
義
を
排
斥
し
、
小
説
は
須
ら
く
心
理
的
な
る
べ
し
と
疾
呼

さ
れ
た
声
が
当
時
の
新
聞
小
説
家

─
即
ち
旧
派
と
で
も
名
づ

く
べ
き
人
々

─
の
耳
に
ど
う
響
い
た
か
と
い
ふ
点
は
深
く
研

究
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
単
に
私
一
個
の
観
察
で
は
そ
れ
は

空
谷
の
跫
音
に
は
相
違
な
か
つ
た
が
、
旧
派
の
人
々
が
悉
く
其

声
に
目
覚
め
て
其
の
指
導
に
従
ひ
歩
一
歩
新
し
い
道
へ
踏
み
出

し
た
と
い
う
程
の
影
響
は
与
へ
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
例
せ

ば
魯
文
翁
の
如
き
は
そ
れ
は
理
論
に
過
ぎ
ず
し
て
ま
だ
現
代
の

読
者
に
は
歓
ば
れ
ぬ
で
あ
ら
う
、
何
と
な
れ
ば
日
本
の
小
説
は

其
の
仕
組
を
第
一
と
し
看
る
人
に
感
興
を
与
へ
る
の
が
主
眼
だ

か
ら
、
趣
向
の
上
に
多
少
架
空
の
細
工
を
交
へ
る
の
が
当
然
で

寧
ろ
是
れ
が
作
者
の
働
き
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
（
中
略
）
神
髄

の
著
者
が
只
管
人
事
自
然
の
状
態
を
描
写
す
る
の
が
小
説
の
主

脳
だ
と
い
は
れ
た
の
は
所
謂
舶
来
の
説
で
あ
ら
う
が
日
本
に
は

日
本
の
風
が
あ
る
、
神
髄
の
説
は
人
の
姿
を
写
真
に
撮
れ
と
い

ふ
や
う
な
も
の
で
、
写
真
は
其
人
そ
つ
く
り
写
す
の
で
あ
る
が

眼
で
観
て
の
面
白
さ
は
錦
絵
の
絢
爛
た
る
に
及
ば
ぬ
で
は
な
い

か
、
小
説
は
即
ち
写
真
以
上
に
潤
色
し
た
錦
絵
で
無
け
れ
ば
な

ら
ぬ
か
ら
、
そ
こ
に
多
少
の
絵
空
事
を
附
け
る
の
が
取
り
も
直

さ
ず
作
者
の
技
巧
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
議
論
で
あ
つ
た
。
と

は
い
ふ
も
の
ゝ
事
実
に
於
て
『
小
説
神
髄
』
は
明
治
の
新
紀
元

を
画
し
た
も
の
で
、
此
頃
よ
り
京
伝
馬
琴
の
旧
套
を
襲
ふ
者
漸

く
減
じ
、
文
体
も
亦
言
文
一
致
体
が
行
は
れ
て
一
二
年
を
出
で

ず
し
て
小
説
界
が
全
く
一
変
し
た
の
で
あ
る
。

　
野
崎
左
文
は
、
魯
文
の
弟
子
で
あ
る
斎
藤
緑
雨
の
逍
遥
へ
の
傾
倒

ぶ
り
を
紹
介
し
、
自
分
に
と
っ
て
も
逍
遥
の
考
え
が
魅
力
的
で
あ
っ

た
と
認
め
つ
つ
も
、
魯
文
は
、『
小
説
神
髄
』
の
主
張
す
る
写
実
は

日
本
の
小
説
の
現
状
に
即
し
て
い
な
い
、
空
想
・
潤
色
が
必
要
で
あ

る
と
批
判
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
な
お
、
左
文
は
、『
小
説
神
髄
』

は
、
勧
善
懲
悪
主
義
へ
の
批
判
だ
け
で
な
く
、
文
体
に
も
影
響
を
与

え
た
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
に
述
べ

る
。

　
左
文
は
「
小
説
は
須
ら
く
心
理
的
な
る
べ
し
と
疾
呼
さ
れ
た
声
が

当
時
の
新
聞
小
説
家

─
即
ち
旧
派
と
で
も
名
づ
く
べ
き
人
々

─

の
耳
に
ど
う
響
い
た
か
と
い
ふ
点
は
深
く
研
究
す
べ
き
問
題
で
あ

る
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
魯
文
の
弟
子
の
二
世
花
笠
文
京
（
渡
辺

義
方
）
の
反
応
を
見
て
み
よ
う
。
文
京
は
、『
小
説
神
髄
』
と
そ
れ

を
契
機
と
し
て
起
こ
っ
た
小
説
改
良
運
動
に
対
し
て
、
拒
絶
反
応
に
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近
い
反
応
を
示
し
て
い
る
。
文
京
は
、『
壮
士
の
浮
沈
　
芸
者
の
苦

楽
　
色
の
革
命
自
序
』（
明
治
二
三
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る）
（1
（

。「
国
会
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
よ
る
。

小
説
と
云
へ
る
も
の
近
来
大
に
流
行
出
て
或
は
言
文
一
致
と
云

ひ
或
は
翻
訳
体
、
叙
事
体
、
何
々
派
、
何
々
流
と
孰
れ
も
小
説

界
に
一
籏
を
樹
て
斬
新
、
奇
抜
、
一
機
軸
、
文
章
は
ま
づ
い
が

趣
向
が
宜
と
か
、
口
調
は
妙
だ
が
・
・
・
・
・
・
・
・
・
が
多

過
る
と
か
、
各
自
に
云
た
い
次
第
吐
た
い
ま
ゝ
の
御
託
を
竝
べ

て
お
手
前
味
噌
の
塩
加
減
甘
い
か
辛
い
か
嘗
め
て
見
ろ
と
の
効

能
書
は
休
題
て
拙
者
は
元
来
小
説
を
美
術
だ
と
か
高
尚
の
地
位

に
置
は
嫌
ひ
、
左
な
き
に
世
の
中
の
穴
と
云
る
穴
を
ほ
じ
り
て

三
寸
の
筆
に
物
を
云
は
せ
何
に
限
ら
ず
我
が
胸
に
痞
へ
る
不
平

の
溜
飲
を
硯
の
海
に
吐
出
し
我
面
白
の
人
困
ら
せ
自
ら
以
て
得

た
り
と
す
る
は
小
説
家
の
特
質
な
る
に
今
又
美
術
と
か
何
と
か

云
ふ
御
大
層
な
尊
号
を
与
ふ
る
時
は
い
よ
〳
〵
ま
す
〳
〵
小
説

家
の
鼻
と
鼻
と
が
衝
突
つ
て
折
角
平
和
な
小
説
界
に
飛
だ
波
乱

の
起
こ
ら
ん
も
知
れ
ず

　
文
京
も
、
文
体
の
改
良
運
動
と
『
小
説
神
髄
』
と
を
結
び
付
け
て

い
る
点
で
は
左
文
と
同
様
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
が
、
文
体

の
改
良
運
動
に
批
判
を
あ
び
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
、
小
説

は
美
術
で
あ
る
と
い
う
『
小
説
神
髄
』
の
主
張
そ
の
も
の
を
否
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
し
た
い

が
、
別
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
花
笠
文
京
が
『
小
説
神
髄
』
が

自
分
た
ち
の
活
動
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
、
さ
ら
に
そ

れ
に
対
し
て
反
発
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　
『
小
説
神
髄
』
へ
の
反
発
は
、
文
京
の
別
の
発
言
か
ら
も
う
か
が

え
る
。　

本
編
を
観
る
に
悪
漢
毒
婦
の
一
時
意
を
恣
に
し
て
人
を
悩
す

こ
と
あ
る
も
后
ち
遂
に
善
良
に
感
化
せ
ら
れ
た
る
等
能
く
其
人

情
世
態
を
写
し
い
だ
せ
し
稗
史
に
し
て
聊
か
勧
善
懲
悪
の
為
に

も
と
発
兌
に
臨
み
切
に
序
詞
せ
よ
と
乞
は
る
ゝ
に
黙
止
難
し
く

其
儘
を
書
し
て
序
詞
に
換
ふ
と
云
爾

　
こ
れ
は
『
開
明
新
説
　
聖
代
の
球
謡
』（
明
治
一
九
年
一
二
月
）

の
序
文
（「
国
会
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
よ
る
。）
で
、
署
名

は
「
看
好
散
人
」
で
あ
る
。
な
お
、
国
会
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
は
、
同
作
品
明
治
十
六
年
発
行
の
後
編
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
は
別
の
序
文
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
序
文
は
、
発
行
年
か
ら

見
て
、『
小
説
神
髄
』
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
批
判
が
世
間
に
浸
透
し

て
か
ら
新
た
に
書
き
直
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
看
好
散
人
」
は
不
詳
で
あ
る
が
、
文
の
内
容
か
ら
見
て
、
作
者
の
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花
笠
文
京
そ
の
人
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
勧
善
懲
悪
の
た
め
に
小
説

本
来
の
主
旨
で
あ
る
人
情
世
態
を
疎
か
に
す
る
の
は
い
け
な
い
、
と

い
う
の
が
『
小
説
神
髄
』
の
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
文
京
に
序
文

を
依
頼
し
て
い
る
人
物
は
、『
小
説
神
髄
』
の
批
判
を
受
け
止
め
つ

つ
、
人
情
世
態
を
写
し
出
し
、
勧
善
懲
悪
に
も
な
る
小
説
と
し
て
売

り
出
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
是
非
と
も
序
文
を
書
い
て
ほ
し

い
頼
ま
れ
た
の
で
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
の
ま

ま
を
こ
こ
に
書
い
た
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

　
以
上
、『
小
説
神
髄
』
の
批
判
は
、
当
時
の
戯
作
者
、
出
版
界
に

届
い
て
お
り
、
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
へ
の
批
判
と
し
て
対
応
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
や

む
を
得
ず
と
い
う
文
京
の
言
葉
に
は
、
そ
う
し
た
出
版
界
の
反
応
に

対
す
る
不
満
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
『
小
説
神
髄
』
は
、
馬
琴
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
と
い
う
よ
り
、

馬
琴
の
亜
流
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。『
鳥
追
阿
松
海
上
新
話
』、

『
高
橋
阿
伝
夜
叉
譚
』
に
始
ま
る
続
き
物
の
隆
盛
、
そ
れ
に
続
く
高

畠
藍
泉
、
二
世
花
笠
文
京
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
流
行
作
家
に
よ
る

勧
善
懲
悪
を
隠
れ
蓑
と
し
た
大
衆
迎
合
的
な
小
説
に
対
す
る
批
判

だ
っ
た
の
だ
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
小
説
が
流
行
し
な
け
れ
ば
、

『
小
説
神
髄
』
も
書
か
れ
る
こ
と
が
な
く
、
日
本
に
お
け
る
写
実
主

義
の
成
立
は
、
も
っ
と
遅
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
批
判
さ
れ
た
側
も
『
小
説
神
髄
』
の
批
判
が
自
分
た
ち
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
て
、
魯
文
や
文
京
の
よ
う
に
、

反
発
を
感
じ
る
も
の
も
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
田
康
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
逍
遥
が
『
読
売
新
聞
』
の

紙
上
か
ら
続
き
物
を
駆
逐
し
、
新
た
に
小
説
欄
を
設
け
さ
せ
、
尾
崎

紅
葉
、
幸
田
露
伴
の
時
代
を
迎
え
さ
せ
た
の
だ
、
と
説
い
て
い
る）
11
（

。

氏
の
指
摘
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、『
小
説
神
髄
』
の
批
判
の
実
践
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
、『
小
説
神
髄
』
の
主
張
が
世
間
一
般
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
樋
口
一
葉
が

作
家
を
志
し
て
半
井
桃
水
を
訪
ね
た
と
き
、
桃
水
は
、「
日
本
の
読

者
の
幼
ち
な
る
。
新
聞
の
小
説
と
い
は
ゞ
、
有
ふ
れ
た
る
奸
臣
賊
子

の
伝
、
或
は
奸
婦
い
ん
女
の
事
跡
様
の
事
を
つ
ゞ
ら
ざ
れ
ば
、
世
に

う
れ
ざ
る
を
い
か
に
せ
ん
。」（『
一
葉
日
記
』）
と
嘆
い
て
い
る
。
状

況
は
、
明
治
二
十
四
年
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
論
じ
残
し
た
こ
と
は
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
稿
を
閉
じ
る
こ

と
に
す
る
。

注（
１
）　
柏
木
隆
雄
「
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』
と
曲
亭
馬
琴
」（『
語
文
』
九
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〇
号
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）

（
２
）　
川
副
国
基
「
小
説
神
髄
─
坪
内
逍
遥
─
（
一
）」（『
国
文
学
　
解
釈

と
教
材
の
研
究
』
昭
和
三
六
年
二
月
）

（
３
）　
前
田
愛
「
明
治
初
期
戯
作
出
版
機
構
の
解
体
─
明
治
初
期
戯
作
出
版

の
動
向
─
」（『
近
世
文
芸
』
九
、
十
　
昭
和
三
八
年
六
月
、
三
九
年
二

月
、
た
だ
し
、
引
用
は
『
近
代
読
者
の
成
立
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一

年
二
月
）

（
４
）　
柳
田
泉
『「
小
説
神
髄
」
研
究
』（
春
秋
社
、
昭
和
四
一
年
一
一
月
、

た
だ
し
、
引
用
は
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
六
二
年
一
〇
月
の
復

刻
版
）

（
５
）　
稲
垣
達
郎
、
中
村
完
、
梅
澤
宣
夫
『
坪
内
逍
遥
集
』（
日
本
近
代
文

学
大
系
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
）

（
６
）　
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』
宗
像
和
重
解
説
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
〇

年
六
月
、
改
版
第
一
刷
）

（
７
）　
（
注
４
）
に
同
じ
。

（
８
）　
三
田
村
鳶
魚
「
明
治
年
代
合
巻
の
外
観
」（『
早
稲
田
文
学
』
大
正
一

四
年
三
月
、
明
治
文
学
号
、
た
だ
し
、
引
用
は
『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』

二
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
二
年
二
月
）

（
９
）
本
田
康
夫
「
版
木
か
ら
活
版
へ
─
稿
本
の
終
焉
─
」（『
国
語
と
国
文

学
』
昭
和
六
三
年
一
二
月
）

（
10
）　
た
と
え
ば
、『
亜
非
利
加
内
地
　
三
十
五
日
間
空
中
旅
行
』（
明
治
一

六
～
一
七
年
）

（
11
）　
（
注
9
）
に
同
じ
。

（
12
）　
岩
城
準
太
郎
『
明
治
文
学
史
』（
育
英
舎
、
明
治
三
九
年
一
二
月
）

（
13
）　
佐
々
木
亨
「
明
治
の
草
双
紙
─
京
阪
活
版
小
説
を
中
心
に
─
」（『
近

世
文
芸
』
六
六
、
平
成
九
年
七
月
）

（
14
）　
興
津
要
『
転
換
期
の
文
学
─
江
戸
か
ら
明
治
へ
─
』（
昭
和
三
五
年

一
一
月
）

（
15
）　
（
注
９
）
に
同
じ
。

（
16
）　
佐
々
木
亨
「『
岡
山
紀
聞
　
筆
の
命
毛
』
論
─
そ
の
成
立
と
意
義
」

（『
江
戸
文
学
』
三
五
号
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）

（
17
）　
（
注
３
）
に
同
じ

（
18
）　
野
崎
左
文
『
私
の
見
た
明
治
文
壇
』（
春
陽
堂
、
昭
和
二
年
五
月
、

た
だ
し
、
引
用
は
、
明
治
大
正
文
学
史
集
成
の
復
刻
版
。
平
岡
敏
夫
解

説
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
一
一
月
）

（
19
）　
当
該
資
料
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
松
原
真
「
二
世
花
笠
文
京
─
近
代

小
説
誕
生
期
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
─
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
〇
年

九
月
）
に
教
え
ら
れ
た
。
氏
の
論
に
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ

た
。

（
20
）　
本
田
康
夫
「
新
聞
小
説
と
坪
内
逍
遥
─
読
売
新
聞
を
読
ん
で
─
」

（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
一
八
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）


