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み
ぢ
に
い
る
む
ど
ん
の
か
く

た
い
こ
れ
は
誰
が
書
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
「
入
道
無
言
客
・

い
へ
を
い
づ
う
は
つ
の
そ
う

出
家
有
髪
僧
・
」
の
一
聯
を
も
っ
て
「
最
後
の
頁
の
最
後
の
句
」
と
し
、
家
を
出

る
決
意
の
も
と
に
一
度
は
「
思
い
切
っ
て
」
暖
炉
に
捨
て
ら
れ
た
日
記
帳
を
、
「
ま

だ
書
く
事
が
あ
っ
た
」
（
十
八
）
と
、
わ
ざ
わ
ざ
拾
い
上
げ
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。

そ
う
し
て
、
し
か
し
目
の
前
の
一
人
の
人
間
の
死
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
自

分
の
正
し
さ
を
疑
う
こ
と
な
く
肯
定
す
る
た
め
に
、
「
万
人
」
な
る
抽
象
的
存
在
を

持
ち
出
し
、
「
悲
劇
」
だ
の
「
道
義
」
だ
の
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
い
っ
た
い

誰
な
の
か
（
十
九
）
。

た
し
か
に
、
甲
野
は
日
記
を
書
く
男
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
漢
詩
や

諺
め
い
た
警
句
が
、
「
世
間
」
を
「
遠
く
に
眺
め
て
居
る
」
（
一
）
た
め
の
工
夫
と
し

て
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
登
場
の
当
初
か
ら
、
「
解
脱
」
を
求
め
て
い
た
甲
野
は
、

同
時
に
そ
の
「
解
脱
」
を
阻
ん
で
い
る
自
分
自
身
の
精
疑
心
に
つ
い
て
も
気
が
つ
い

て
い
た
。
「
魂
胆
」
を
も
っ
た
義
母
や
義
妹
へ
の
「
当
然
の
」
疑
い
だ
け
で
な
く
、

「
無
二
の
友
達
」
で
あ
る
宗
近
に
対
し
て
さ
へ
「
迂
闇
に
は
」
と
予
防
線
を
張
ら
ざ

る
を
得
な
い
自
身
に
つ
い
て
も
意
識
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
三
）
。
で
は
、
な
ぜ
甲

野
は
そ
う
し
た
自
分
自
身
の
「
我
」
を
抱
え
た
ま
ま
、
そ
れ
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
自

分
が
さ
も
「
万
人
」
を
見
下
ろ
す
高
み
に
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
「
道
義
」
の
訓
を

垂
れ
よ
う
と
す
る
の
か
。
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
彼
は
自
分
の
猜
疑

心
の
奥
に
潜
ん
で
い
る
我
欲
に
つ
い
て
十
分
に
自
覚
的
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
自

己
批
判
を
徹
底
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

い
や
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
後
に
く
わ
し
く
見
る

よ
う
に
、
た
し
か
に
甲
野
の
欲
望
の
死
（
彼
は
自
分
の
理
想
と
す
る
〈
大
人
〉
や

〈
小
供
〉
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
）
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
我
」
を
超

克
し
て
い
く
は
ず
の
甲
野
の
自
己
否
定
の
試
み
が
、
彼
の
理
想
と
し
て
、
そ
の
「
解

脱
」
へ
の
希
求
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
な
く
お
わ
っ
た
の
は
、
彼
の
一

個
の
人
物
と
し
て
の
認
識
力
や
実
践
力
の
不
足
か
ら
で
は
、
お
そ
ら
く
な
い
。
そ
れ

は
『
虞
美
人
草
』
の
テ
ク
ス
ト
に
組
み
込
ま
れ
た
特
殊
な
表
現
装
置
（
他
の
箇
所
で

は
「
活
人
画
」
と
名
指
さ
れ
て
も
い
る
）
に
よ
っ
て
、
相
反
す
る
も
の
が
共
存
さ
せ

ら
れ
、
矛
盾
が
止
め
揚
げ
さ
れ
て
、
本
来
は
実
現
不
可
能
な
は
ず
の
彼
の
欲
望
が
、

『
虞
美
人
草
』
の
末
尾
に
置
か
れ
た
甲
野
欽
吾
の
日
記
を
読
ん
で
い
る
と
、
い
つ

み
ぢ
に
い
る
む
ど
ん
の
か
く

畔
こ
れ
は
誰
が
書
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
「
入
道
無
言
客

い
づ
う
は
つ
の
そ
う

琴
有
髪
僧
・
」
の
一
聯
を
も
っ
て
「
最
後
の
頁
の
最
後
の
句
」
と
し
、
家
を
出

は
じ
め
に

-1-
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〈
文
明
の
進
歩
Ｉ
自
我
の
拡
大
／
道
義
の
必
要
性
Ⅱ
近
代
の
批
判
〉
と
い
う
よ
う
な

枠
組
み
に
お
さ
ま
り
き
る
も
の
で
は
な
い
。
水
村
氏
は
、
『
虞
美
人
草
』
が
藤
尾
の

「
罪
」
を
明
確
に
で
き
な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
限
り
、
「
藤
尾
的
な
も
の
」
を
「
男

と
女
」
の
世
界
と
い
う
以
上
に
明
確
に
定
義
し
よ
う
と
す
る
の
は
無
駄
で
あ
る
、
と

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
「
藤
尾
的
な
も
の
」
の
、
す
な
わ
ち
〈
動
く
も
の
〉
の
、

少
な
く
と
も
そ
の
手
が
か
り
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
「
夢
」
を
と
お
し
て
見
出
せ
る

の
何
も
の
か
を
『
虞
美
人
草
』
の
本
文
中
の
言
葉
で
名
指
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
唾

〈
動
く
も
の
〉
③
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
藤
尾
は
あ
る
種
の
二

代
性
」
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
女
の
抱
え
て
い
る
〈
動
く
も
の
〉
は
、

一
瞬
の
成
就
と
し
て
、
つ
ま
り
は
一
枚
の
「
画
」
と
し
て
、
結
晶
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
の
甲
野
に
は
、
日
記
を
書
く

必
然
性
が
す
で
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
以
下
の
議

論
に
お
い
て
確
か
め
た
い
第
一
の
要
点
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
も
従
来
か
ら
多
く
の
論
者
が
と
り
あ
げ
て
い
る
問
題
で
あ
る

が
、
な
ぜ
藤
尾
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
や
は

り
私
な
り
の
答
え
を
探
り
た
い
と
思
う
。

藤
尾
が
不
自
然
に
も
殺
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
が
背
負
っ
て
い
る
「
美
文
」
の
せ
い

で
あ
る
、
と
明
快
に
指
摘
し
て
み
せ
た
の
は
水
村
美
苗
で
あ
る
①
。
水
村
氏
は
、

「
美
文
」
が
藤
尾
を
「
妖
婦
」
に
し
た
て
あ
げ
、
死
罪
に
相
当
す
る
罪
が
彼
女
に
あ

る
か
の
よ
う
に
「
業
深
き
女
」
を
提
造
し
て
い
く
そ
の
機
能
に
着
目
す
る
。
そ
し
て

氏
は
、
作
品
世
界
と
作
家
の
内
面
的
葛
藤
と
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
『
虞
美
人

草
』
に
あ
る
、
好
ま
し
い
「
漢
文
学
」
と
厭
わ
し
い
「
英
文
学
」
と
の
対
立
、
す
な

わ
ち
「
男
と
男
」
の
世
界
と
「
男
と
女
」
の
世
界
と
の
対
立
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ

る
三
角
関
係
の
構
造
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
「
藤
尾
的
な
も
の
」
は
「
英
文
学
的
な

も
の
」
と
そ
の
本
質
に
お
い
て
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
を
「
嫌
悪
」
す

る
作
家
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
の
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

水
村
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
虞
美
人
草
』
に
は
あ
る
過
剰
な
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
詩
的
な
も
の
」
や
「
美
的
な
も
の
」
を
背
負
っ
た
藤
尾
と
い
う

存
在
と
深
く
結
び
つ
い
た
何
も
の
か
に
違
い
な
い
。
『
虞
美
人
草
』
の
作
者
は
そ
れ

を
藤
尾
の
「
我
」
と
呼
ん
で
「
道
義
」
で
囲
い
込
も
う
と
し
た
し
、
あ
る
論
者
は
そ

れ
を
「
商
品
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
②
と
い
う
言
葉
で
包
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
こ
に
お
さ
ま
り
切
ら
な
い
何
も
の
か
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
何
も
の
か
を
『
虞
美
人
草
』
の
本
文
中
の
言
葉
で
名
指
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

〈
動
く
も
の
〉
③
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
藤
尾
は
あ
る
種
の
「
近

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
そ
れ
を
探
り
た
い
と
思
う
の
で

》
《
｝
ブ
（
》
。「

女
詩
人
」
と
呼
ば
れ
も
す
る
藤
尾
の
「
夢
」
は
、
「
詩
的
な
も
の
」
や
「
美
的

な
も
の
」
を
享
受
で
き
る
〈
永
遠
の
小
供
〉
の
日
々
を
送
り
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。

二
十
四
歳
の
「
御
婆
さ
ん
」
（
二
）
に
な
る
こ
れ
ま
で
、
彼
女
が
小
供
の
ま
ま
で
い

ら
れ
た
の
は
、
父
親
が
生
き
て
い
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
父
が
提

供
し
て
く
れ
た
特
別
な
〈
時
間
〉
が
、
彼
女
の
「
夢
」
を
生
か
し
続
け
て
き
た
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
父
親
の
死
後
、
「
世
界
滅
却
の
日
を
只
一
人
生
き
残
っ
た
心

持
」
（
八
）
で
い
る
の
は
、
甲
野
欽
吾
と
い
う
小
供
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
〈
父
の
時
間
〉
の
も
と
に
と
ど
ま
り
続
け
よ
う
と
意
志
す
る
藤
尾
は
、
お
そ
ら

く
は
そ
の
強
す
ぎ
る
欲
望
の
た
め
に
、
倫
理
的
な
問
題
を
突
き
つ
け
て
く
る
「
過

ふ
る
さ
と

去
」
と
は
ま
た
別
の
、
存
在
の
不
安
と
結
び
つ
い
た
〈
動
く
も
の
／
故
里
〉
と
向

き
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
〈
動
く
も
の
／
故
里
〉
を
封
印
し

た
り
、
逆
に
蘇
ら
せ
た
り
も
す
る
こ
と
に
な
る
表
現
装
置
と
し
て
の
へ
美
文
〉
が
、

藤
尾
の
不
自
然
な
死
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
以
下
の
議
論

に
お
け
る
第
二
の
要
点
で
あ
る
。

小
論
で
は
、
甲
野
の
「
道
義
」
や
「
解
脱
」
の
実
践
の
物
語
を
彼
の
理
想
と
す
る

〈
大
人
〉
や
〈
小
供
〉
の
観
点
か
ら
も
う
一
度
た
ど
り
直
し
、
ま
た
藤
尾
の
「
我
」

の
闘
争
の
物
語
を
彼
女
の
夢
で
あ
る
〈
永
遠
の
小
供
〉
の
観
点
か
ら
問
い
直
し
て
み

た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
〈
勧
善
徴
悪
〉
の
問
題
枠
か
ら
逃
れ
つ

つ
、
『
虞
美
人
草
』
と
い
う
作
品
が
、
甲
野
の
「
理
想
」
や
藤
尾
の
「
夢
」
を
瓦
解

さ
せ
る
表
現
装
置
を
そ
の
内
部
に
抱
え
込
ん
だ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
の
は
、
『
虞
美
人

草
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
登
場
人
物
た
ち
か
ら
そ
の
〈
書
く
こ
と
〉
を
奪
う
こ
と
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

甲
野
欽
吾
は
、
小
説
の
終
結
近
く
、
「
真
面
目
」
に
な
っ
て
い
よ
い
よ
家
を
出
よ

う
と
す
る
と
き
、
継
母
に
呼
び
止
め
ら
れ
て
い
る
。

｜
「
立
ん
坊
」
あ
る
い
は
甲
野
欽
吾
と
い
う
小
供

－2－
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「
小
供
か
ら
大
人
に
」
な
る
こ
と
が
人
の
自
然
な
成
長
で
あ
り
、
ま
た
当
然
の
義

務
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
母
親
は
、
甲
野
を
「
小
供
」
扱
い
し
、
彼
の
身
勝
手

な
振
る
舞
い
を
害
め
よ
う
と
す
る
。
逆
に
甲
野
は
、
そ
う
し
た
「
世
間
」
的
な
思
考

や
価
値
か
ら
自
由
に
な
れ
な
い
母
親
の
よ
う
な
「
大
人
」
を
こ
そ
相
対
化
し
う
る
よ

う
な
存
在
を
、
思
い
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
甲
野
は
、
彼
が
考
え
る
理
想

と
し
て
の
〈
小
供
〉
を
口
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
世
間
は
ど
う
で
も
」
と
い
い

「
阿
父
さ
ん
は
大
丈
夫
」
と
い
う
甲
野
は
、
ほ
と
ん
ど
「
解
脱
」
を
実
現
し
て
し

ま
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
「
な
ら
結
構
」
「
な
れ
れ
ば
結
構
」
と
い
う
言

い
方
の
う
ち
に
は
、
そ
の
反
対
に
、
彼
の
「
解
脱
」
へ
の
欲
望
が
現
実
に
は
不
可
能

な
夢
で
し
か
な
い
と
い
う
苦
い
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
。
甲
野
は
自
分
が
そ
う
な
り

た
い
〈
小
供
〉
と
世
間
か
ら
そ
う
あ
れ
と
強
い
ら
れ
る
「
大
人
」
と
い
う
二
つ
の
も

の
の
間
で
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
な
り
き
れ
ず
に
宙
づ
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
結
果
的
に
は
甲
野
は
「
親
の
家
」
か
ら
動
く
こ
と
な
く
、
「
大
人
」
を
受
け

入
れ
る
形
で
小
説
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
小
説
の
冒
頭
、
叡
山
に
登
る
場
面
で
は
、
甲
野
は
「
只
万
里
の
天
を
見

る
」
と
吟
じ
、
「
動
け
ば
吐
く
」
と
語
っ
て
い
た
（
一
）
。
彼
の
日
記
や
言
動
か
ら
も
、

甲
野
が
高
い
見
識
と
動
か
な
い
道
義
性
を
携
え
て
脱
俗
超
然
と
し
て
い
る
〈
大
人
〉

を
理
想
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
甲

野
は
父
親
の
遺
産
を
相
続
し
て
お
り
、
東
京
で
は
「
家
」
の
存
続
や
「
世
間
」
の
秩

序
保
守
の
た
め
に
「
大
人
」
に
な
る
と
い
う
「
喜
劇
」
が
、
彼
を
待
ち
か
ま
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
甲
野
は
そ
の
登
場
の
当
初
か
ら
、
彼
の
理
想
と
し
て
の
〈
大
人
〉
と

現
実
に
要
請
さ
れ
る
「
大
人
」
と
の
あ
い
だ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

う
ち

「
（
前
略
）
何
が
気
に
入
ら
な
い
で
、
親
の
家
を
出
る
ん
だ
か
知
ら
な
い
が
、

少
し
は
私
の
心
持
に
も
な
っ
て
見
て
呉
れ
な
い
と
、
私
が
世
間
へ
対
し
て
面
目

が
な
い
ぢ
や
な
い
か
」
／
「
世
間
は
ど
う
で
も
構
は
な
い
で
す
」
／
「
そ
ん
な

さ
や
わ
け

聞
訳
の
な
い
事
を
云
っ
て
、
ｌ
頑
是
な
い
小
供
見
た
様
に
」
／
「
小
供
な

ら
結
構
で
す
。
小
供
に
な
れ
れ
ば
結
構
で
す
」
／
「
又
そ
ん
な
。
Ｉ
ｌ
折
角
、

小
供
か
ら
大
人
に
な
っ
た
ん
ぢ
や
な
い
か
。
（
中
略
）
少
し
は
考
へ
て
御
覧

な
」
／
「
考
へ
た
か
ら
出
る
ん
で
す
」
／
「
ど
う
し
て
、
ま
あ
、
そ
ん
な
無
理

を
云
ふ
ん
だ
ら
う
ね
。
（
中
略
）
私
は
‐
ｌ
ｌ
亡
く
な
っ
た
阿
父
さ
ん
に
Ｉ
」

「
阿
父
さ
ん
は
大
丈
夫
で
す
。
何
と
も
云
や
し
ま
せ
ん
」

（
十
八
）

家
を
出
さ
え
す
れ
ば
、
「
喜
劇
」
は
回
避
で
き
る
。
「
大
人
」
に
な
ら
な
く
て
す
む

の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
せ
ず
に
甲
野
は
「
愚
図
々
々
」
（
一
、
八
、

十
五
）
し
て
い
る
。
甲
野
を
「
立
ん
坊
」
に
し
て
い
る
の
は
、
し
か
し
彼
の
目
の
前

の
「
現
実
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
「
理
想
」
の
ほ
う
な
の
で
あ
る
。
甲
野
に

と
っ
て
、
す
で
に
壊
れ
て
し
ま
っ
た
「
家
」
を
長
男
と
し
て
ど
う
す
る
か
、
と
い
う

よ
う
な
問
題
よ
り
も
、
父
親
が
死
ん
だ
の
ち
、
だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
「
理
想
」
を
ど

う
い
う
か
た
ち
で
生
き
延
び
さ
せ
る
か
、
と
い
う
問
題
の
ほ
う
が
よ
り
切
実
な
の
で

あ
る
。甲

野
が
〈
大
人
〉
を
夢
想
す
る
小
供
の
ま
ま
で
い
ら
れ
た
の
は
、
父
親
が
い
て
く

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
父
の
死
後
、
〈
高
い
／
動
か
な
い
／
大
人
〉
と
い
う
甲
野

の
理
想
は
、
た
ん
に
思
い
描
か
れ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
「
肖
像
画
」
と
な
っ

て
常
に
「
欽
吾
を
見
下
ろ
し
て
」
い
る
〈
父
〉
に
対
し
て
ど
う
い
う
人
間
と
し
て
向

か
い
合
う
か
、
と
い
う
彼
の
個
人
的
／
倫
理
的
な
課
題
と
し
て
生
き
ら
れ
る
こ
と
に

も
そ
も
が
「
天
地
の
間
に
懸
か
っ
て
ゐ
る
」
（
八
）
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
虞
美
人
草
』
を
甲
野
の
「
理
想
』
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
〈
高
い
／
動
か

な
い
／
大
人
〉
を
憧
僚
す
る
「
小
供
」
が
、
世
間
的
な
「
大
人
」
へ
の
成
長
・
成
熟

を
拒
み
、
し
か
し
理
想
の
〈
大
人
〉
の
不
可
能
性
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、

つ
い
に
は
〈
高
く
な
く
／
動
く
／
小
供
〉
と
い
う
夢
を
見
よ
う
と
す
る
物
語
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
物
語
を
軸
に
し
な
が
ら
、
『
虞
美
人
草
』
を
た
ど
り
直
す
こ
と

に
な
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
父
親
の
死
後
約
四
ヶ
月
に
な
る
「
現
在
」
、
甲
野

の
倫
理
や
欲
望
が
ど
ん
な
か
た
ち
で
生
き
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
彼
の
理
想

と
し
て
の
〈
大
人
〉
の
観
点
か
ら
見
て
お
き
た
い
。

だ
け

「
立
ん
坊
で
も
覚
悟
丈
は
ち
ゃ
ん
と
し
て
ゐ
る
」
と
甲
野
さ
ん
は
（
中

略
）
向
き
直
る
。
／
「
叔
父
さ
ん
が
生
き
て
る
と
好
騒
が
な
」
／
「
な
に
、

お
や
ぢ

阿
爺
が
生
き
て
居
る
と
却
っ
て
面
倒
か
も
知
れ
な
い
」
／
「
さ
う
さ
な
あ
」
と

宗
近
君
は
な
あ
を
引
っ
張
っ
た
。
／
「
つ
ま
り
、
家
を
藤
尾
に
呉
れ
て
仕
舞
へ

そ
れ

い
よ
ノ
、

ば
夫
で
済
む
ん
だ
か
ら
ね
」
／
（
中
略
）
／
「
愈
本
当
の
立
ん
坊
か
」
／

つ

「
う
ん
、
ど
う
せ
家
を
襲
い
だ
っ
て
立
ん
坊
、
襲
が
な
く
つ
た
っ
て
立
ん
坊
な

ん
だ
か
ら
一
向
構
は
な
い
」

（
一
一
一
）

－3－
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甲
野
が
向
か
い
合
う
べ
き
〈
父
〉
と
、
彼
の
実
際
の
父
親
と
は
別
の
次
元
の
存
在

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
作
者
も
甲
野
自
身
も
そ
ん
な
区
別
を
い
ち
い
ち
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
甲
野
は
「
肖
像
画
」
を
見
上
げ
、
「
只
の
人
」
で
あ
っ
た
父
親
を
思
い

出
し
、
自
分
の
「
体
た
ら
く
」
を
嘆
い
て
み
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
家
督
や

財
産
を
放
棄
し
て
も
、
そ
の
期
待
に
背
い
た
か
ら
と
恥
じ
入
っ
た
り
す
る
必
要
も
な

く
、
「
阿
父
さ
ん
は
大
丈
夫
で
す
。
何
と
も
云
や
し
ま
せ
ん
」
と
言
い
切
れ
る
よ
う

な
、
そ
う
い
う
〈
父
〉
を
や
は
り
甲
野
が
父
親
の
「
肖
像
画
」
の
中
に
見
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
〈
父
〉
は
、
甲
野
の
「
理
想
」
が
そ
の
存
続
の
た
め
に
要
請
仮
構
し
た

一
種
の
延
命
装
置
と
し
て
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
〈
父
〉
は
、
そ
こ
か
ら
甲
野

の
個
人
的
な
倫
理
が
生
ま
れ
出
て
く
る
と
い
う
意
味
で
、
彼
の
倫
理
の
ふ
る
さ
と
で

あ
り
、
そ
の
前
で
彼
の
「
現
実
」
の
有
様
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
同
時
に
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
ま
た
そ
の
向
こ
う
に
彼
の
「
理
想
」
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
意
味
で

は
、
甲
野
の
認
識
と
欲
望
の
鏡
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
甲
野
に
「
我
」
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
甲
野
は
法
律
上
の

「
相
続
人
」
を
自
認
し
な
が
ら
自
ら
は
結
婚
す
る
気
も
な
く
（
九
）
、
継
母
の
「
世

話
」
を
す
る
気
も
な
い
（
十
五
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
藤
尾
の
「
世
話
」
だ
け
は

「
し
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
」
（
同
）
。
し
か
し
こ
う
し
た
甲
野
の
姿
勢
か
ら
、
彼
の
ど

ん
な
我
欲
を
読
み
取
ろ
う
と
も
、
甲
野
が
藤
尾
に
対
し
て
、
彼
女
の
結
婚
相
手
に
宗

近
を
名
指
す
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
も
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
我
」
か

ら
の
説
明
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
の
で
あ
る
。
甲
野
に
と
っ
て
、
藤
尾
と
宗
近
と
を

な
る
。
そ
の
課
題
を
は
な
れ
れ
ば
、
彼
の
理
想
は
、
「
な
さ
ぬ
仲
」
の
母
や
妹
と
い

う
現
実
の
前
で
試
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
殺
さ
れ
る
外
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
甲
野
の
理
想
に
と
っ
て
真
に
生
き
る
こ
と
は
、
「
家
」
を
襲
ぐ
か
襲
が
な
い
か

で
は
な
く
、
〈
父
〉
に
対
す
る
自
分
の
姿
勢
を
ど
う
定
め
る
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
決

ま
ら
な
い
限
り
、
彼
は
「
立
ん
坊
」
の
ま
ま
で
い
る
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

活
き
て
居
る
眼
は
、
壁
の
上
か
ら
甲
野
さ
ん
を
見
詰
め
て
ゐ
る
。
甲
野
さ
ん

は
椅
子
に
筒
り
掛
か
っ
た
侭
、
壁
の
上
を
見
詰
め
て
ゐ
る
。
二
人
の
目
は
見
る

卜
》
つ

度
に
ぴ
た
り
と
合
ふ
。
眼
と
し
て
動
か
ず
に
、
合
は
し
た
侭
の
秒
を
重
ね
て

分
に
至
る
と
、
向
ふ
の
眸
が
何
と
な
く
働
ら
い
て
来
た
。
（
十
五
）

ご
く
ご
く
私
的
で
、
個
人
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
何
ほ
ど
か
の
想
い
を
、
他
人
と

共
有
で
き
る
言
葉
に
「
翻
訳
」
（
五
）
す
る
こ
と
。
〈
書
く
こ
と
〉
の
う
ち
に
は
、
そ

う
し
た
欲
望
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
甲
野
の
手
に
よ
っ
て
〈
書
か
れ
た

言
葉
〉
を
子
細
に
た
ど
れ
ば
、
〈
父
〉
に
向
か
い
合
お
う
と
す
る
甲
野
の
個
人
的
な

倫
理
や
欲
望
が
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

い
ち
れ
ん
ろ
う
か
く
の
あ
め
か
ん
さ
つ
す
こ
こ
ん
の
ひ
と

し
か
し
、
「
一
意
桜
角
雨
、
閑
殺
古
今
人
」
と
起
承
さ
れ
た
絶
句
に
始
ま
る
甲

野
の
日
記
に
、
〈
父
〉
へ
の
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
も
っ
ぱ
ら

自
分
の
日
記
（
に
記
す
言
葉
）
を
俗
世
間
か
ら
距
離
を
置
く
た
め
の
方
便
と
し
て
用

い
て
い
る
。
「
家
」
を
出
よ
う
と
す
る
決
意
さ
え
、
他
人
事
の
よ
う
に
漢
詩
に
し
て

し
ま
う
甲
野
の
日
記
（
の
言
葉
）
は
、
〈
父
〉
を
迂
回
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
さ
え

見
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
虞
美
人
草
』
の
「
作
者
」
は
、
甲
野
が
や
は
り
ど
う
に
か
し
て
そ
の
個

人
的
な
も
の
で
し
か
な
い
倫
理
を
、
他
者
に
通
じ
る
言
葉
に
「
翻
訳
」
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
試
み
で
あ
る
こ
と
を
、
逆
説

的
な
か
た
ち
で
、
つ
ま
り
は
甲
野
が
〈
書
く
こ
と
〉
を
崩
壊
さ
せ
て
い
く
過
程
を
描

と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
④
。
し
か
し
そ
う
し
た
「
疑
い
」
か
ら
、
つ
ま
り
は
自
分
が

つ
く
り
出
し
て
い
る
「
謎
」
か
ら
、
自
分
自
身
を
解
放
す
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
と

〈
高
い
／
大
人
〉
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
は
、
同
じ
一
つ
の
こ
と
で
あ
っ
て
別
の

こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
い
ま
ま
、
妹
や
母
親
に
対
し
て
〈
高
い
／
大
人
〉

を
だ
け
は
演
じ
よ
う
と
、
甲
野
が
い
く
ら
藻
掻
い
て
み
せ
て
も
、
「
な
さ
ぬ
仲
」
の

相
手
に
は
、
そ
れ
が
よ
り
利
己
的
で
権
力
的
な
振
る
舞
い
に
映
る
。
甲
野
は
見
通
し

の
つ
か
な
い
我
儘
な
「
小
供
」
に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

結
婚
さ
せ
る
と
い
う
父
親
の
「
約
束
」
（
三
）
を
履
行
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
父
権

を
代
行
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
〈
動
か
な
い
道
義
〉

を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
り
、
甲
野
は
む
し
ろ
そ
れ
を
自
分
の
個
人
的
な
「
理
想
」
と

し
て
、
〈
父
〉
に
向
か
い
合
う
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
と
し
て
、
実
現
さ
せ
た
い
の
で

あ
る
。も

っ
と
も
、
甲
野
に
義
母
と
そ
の
娘
に
対
す
る
根
深
い
「
疑
」
（
三
）
が
あ
る
こ

こ
く
書
く
こ
と
〉
を
奪
う
「
活
人
画
」

－4－
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写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

肖
像
画
の
〈
父
〉
の
眼
を
抜
け
出
た
「
魂
が
じ
り
ノ
ー
と
一
直
線
に
甲
野
さ
ん
に

逼
っ
て
来
る
」
（
十
五
）
と
い
う
体
験
の
あ
と
、
い
よ
い
よ
「
家
」
を
放
棄
す
る
に

あ
た
っ
て
、
〈
父
〉
と
本
気
で
向
か
い
合
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
甲
野
が
描
か
れ

も
と

る
。
「
片
身
と
は
、
思
ひ
出
す
便
を
与
へ
な
が
ら
、
亡
き
人
を
故
に
返
さ
ぬ
無
惨
な

ゑ

も
の
で
あ
る
」
（
同
）
。
そ
の
と
き
甲
野
は
肖
像
画
を
仰
ぎ
見
て
、
「
此
画
は
厭
だ
」

「
片
身
は
焼
く
に
限
る
」
と
ま
で
考
え
る
。
甲
野
は
〈
父
〉
と
の
「
不
可
思
議
」
な

向
か
い
合
い
の
体
験
を
、
身
体
の
衰
弱
か
頭
の
具
合
の
悪
さ
の
せ
い
に
し
て
い
る
が
、

彼
は
そ
れ
が
「
魂
」
だ
か
ら
語
り
得
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
〈
動
く
も
の
〉
だ

か
ら
こ
そ
言
葉
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
後
に
つ
づ
く
、
財
産
の
譲
渡
を
藤
尾
に
言
い
渡
す
場
面
で
は
、
「
烏
」
↓

「
鳥
」
↓
「
鉄
」
↓
「
駛
舌
」
と
漢
字
を
変
形
し
、
添
加
し
、
そ
の
意
味
を
変
転
さ

ら
く
が
き

せ
て
い
く
よ
う
な
「
落
書
」
か
ら
、
意
味
そ
の
も
の
を
失
っ
た
「
図
案
」
の
反
復
、

羅
列
を
ひ
た
す
ら
続
け
る
甲
野
が
並
行
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
甲
野
は
、
〈
動
く
も

の
〉
を
抱
え
た
く
父
〉
を
、
ま
た
藤
尾
を
、
他
人
に
通
じ
る
よ
う
な
言
葉
に
「
翻

訳
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
彼
は
、
狂
気
す
れ
す
れ
ま
で
に
そ
の
可
能
性

を
模
索
し
つ
つ
、
他
方
で
「
真
黒
な
化
石
」
（
一
）
に
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は

「
死
」
へ
の
強
い
誘
惑
に
全
身
で
あ
ら
が
い
な
が
ら
、
か
ろ
う
じ
て
理
性
の
世
界
に

踏
み
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
・

日
記
を
捨
て
る
に
至
る
ま
で
を
含
む
、
こ
の
甲
野
の
〈
書
く
こ
と
〉
の
崩
壊
の
過

程
は
、
同
時
に
ま
た
彼
の
「
理
想
」
の
挫
折
と
そ
の
自
覚
の
過
程
で
も
あ
る
の
だ
が
、

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
と
き
〈
父
〉
に
対
す
る
倫
理
的
な
重
圧
に
耐
え
て

い
る
甲
野
が
、
そ
れ
と
同
時
に
〈
動
く
も
の
〉
が
も
た
ら
す
存
在
論
的
な
不
安
に
も

向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
宗
近
が
訪
ね
て
来
る
ま
で
、
甲
野
は
二
時

間
以
上
」
も
「
図
案
」
を
書
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
十
七
）
。

〈
父
〉
は
〈
魂
／
動
く
も
の
〉
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
〈
動
く
も
の
〉
を
見
定
め

な
い
限
り
「
動
か
な
い
で
し
か
も
活
き
て
ゐ
る
」
〈
父
〉
は
謎
で
あ
る
。
で
は

「
謎
」
と
し
て
の
〈
父
〉
に
ど
う
向
か
い
合
う
か
。
こ
の
問
い
を
生
き
る
中
で
、
父

親
の
「
約
束
」
を
履
行
す
る
こ
と
が
断
念
さ
れ
、
代
わ
っ
て
「
真
面
目
」
（
十
八
）

へ
の
飛
躍
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
〈
小
供
〉
が
か
な
わ
ぬ
夢
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
甲
野
が
、
そ

れ
で
も
「
本
来
の
無
一
物
か
ら
出
直
」
（
十
七
）
そ
う
と
す
る
と
き
、
彼
は
自
分
の

「
理
想
」
の
死
と
引
き
換
え
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
甲
野
は
、
自
分
の

欲
望
を
二
つ
の
方
向
に
振
り
分
け
て
い
る
。
一
つ
は
、
自
ら
は
〈
動
か
な
い
／
大

人
〉
と
し
て
、
宗
近
と
い
う
〈
小
供
〉
を
動
か
し
、
そ
の
宗
近
に
小
野
を
〈
大
人
〉

に
さ
せ
、
そ
う
し
て
藤
尾
と
い
う
小
供
に
向
か
い
合
わ
せ
る
と
い
う
、
自
身
の
「
真

面
目
」
を
「
感
化
」
と
し
て
連
続
さ
せ
て
い
く
形
で
、
そ
の
「
道
義
」
の
実
践
を
は

か
る
方
向
に
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
自
ら
〈
動
く
／
小
供
〉
と
し
て
、
肖
像
画
の

〈
父
〉
と
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
「
解
脱
」
を
め
ざ
す
方
向
に
で
あ
る
。

そ
し
て
小
論
の
冒
頭
「
は
じ
め
に
」
で
も
先
取
り
し
て
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
甲

野
の
「
道
義
」
の
実
践
は
、
藤
尾
の
死
に
よ
っ
て
中
断
／
貫
徹
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

彼
の
「
解
脱
」
へ
の
欲
望
は
「
活
人
画
」
の
か
た
ち
で
凍
結
／
成
就
さ
れ
る
の
で
あ

つ
（
》
○

以
下
、
本
章
で
は
「
活
人
画
」
の
導
入
に
よ
る
解
決
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
意
味
に

つ
い
て
考
え
、
〈
小
供
〉
や
〈
大
人
〉
の
代
行
と
「
道
義
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

次
章
以
降
で
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
家
を
出
る
」
覚
悟
を
以
前
か
ら
し
て
い
た
甲
野
に
と
っ
て
、
「
真
面
目
」
と
は
、

家
督
や
財
産
の
譲
渡
を
藤
尾
に
宣
告
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
「
僕
の
方
が
母
よ
り
高

い
」
「
賢
い
」
「
善
人
だ
」
（
十
七
）
と
宗
近
に
告
白
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
正
直

な
告
白
に
よ
っ
て
、
甲
野
は
初
め
て
自
分
の
理
想
の
〈
高
さ
〉
を
捨
て
、
初
め
て
宗

近
と
同
じ
現
実
の
「
高
さ
」
に
降
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
甲
野
自
身
は
そ

の
こ
と
を
自
覚
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
「
片
身
」
と
訣
別
し
き
れ
な
い
。
二
向
要

領
を
得
な
い
」
言
葉
だ
と
し
て
燃
や
し
か
け
た
は
ず
の
「
日
記
」
を
拾
い
上
げ
て
し

ま
う
の
も
、
言
葉
に
で
き
な
い
〈
父
〉
の
肖
像
画
を
壁
か
ら
外
し
て
持
ち
出
そ
う
と

す
る
の
も
、
甲
野
が
自
己
批
判
を
徹
底
で
き
て
い
な
い
証
で
あ
る
。
し
か
し
、
甲
野

の
母
親
と
宗
近
の
妹
糸
子
が
、
甲
野
の
家
出
を
め
ぐ
っ
て
言
い
争
う
場
面
で
は
、
そ

れ
ら
の
一
切
が
そ
の
ま
ま
宙
づ
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

み
お
ろ

海
と
山
と
を
心
得
た
甲
野
さ
ん
は
黙
っ
て
二
人
を
見
下
し
て
ゐ
る
。
（
中
略
）

此
二
人
の
問
答
を
前
に
据
へ
て
、
甲
野
さ
ん
は
阿
爺
の
額
を
抱
い
た
儘
立
っ
て

じ
れ
つ

居
る
。
別
段
退
屈
し
た
気
色
も
見
え
な
い
。
焦
慮
た
さ
う
な
様
子
も
な
い
。
困

っ
た
と
云
ふ
風
情
も
な
い
。
二
人
の
問
答
が
、
日
暮
迄
続
け
ば
、
日
暮
迄
額
を

持
っ
て
、
同
じ
姿
勢
で
、
立
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
（
十
八
）
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「
博
士
」
と
「
金
時
計
」
と
「
藤
尾
」
と
が
一
揃
い
に
な
っ
た
「
美
し
い
画
」
を

ゑ

思
い
描
き
、
「
此
画
の
中
の
人
物
と
な
る
」
こ
と
を
「
理
想
」
と
し
て
い
た
の
は
小

野
で
あ
る
（
四
）
。
し
か
し
「
作
者
」
の
「
技
巧
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
理
想
」
の

死
を
救
い
上
げ
ら
れ
た
の
は
甲
野
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
甲
野
の
「
解
脱
」
へ
の

欲
望
は
、
彼
自
身
が
活
き
な
が
ら
「
画
の
中
の
人
物
と
な
る
」
か
た
ち
で
成
就
し
た

か
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
〈
父
／
動
く
も
の
／
謎
〉
に
向
か
い
合
い
つ
つ

記
さ
れ
る
は
ず
の
甲
野
の
私
的
な
言
語
は
、
他
者
に
共
有
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
は
つ

い
に
書
か
れ
る
こ
と
な
く
、
「
謎
」
を
「
活
人
画
」
と
し
て
「
翻
訳
」
し
て
み
せ
た

作
者
の
「
技
巧
」
に
よ
っ
て
、
永
遠
に
封
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
に
甲
野
は
す
で
に
自
ら
〈
書
く
こ
と
〉
の
必
然
性
を
な
く

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
っ
た
ん
捨
て
た
日
記
を
拾
い
上
げ
て
そ
こ
に
記
す
こ

と
に
な
る
の
は
、
彼
の
個
人
的
な
倫
理
的
課
題
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
、
世
間

的
な
道
徳
に
つ
な
が
る
、
む
し
ろ
「
作
者
」
の
道
義
で
あ
り
哲
学
な
の
で
あ
る
。

「
ま
だ
書
く
事
が
あ
っ
た
」
の
は
、
「
活
人
画
」
と
い
う
「
技
巧
」
に
よ
っ
て
は
、

い
ま
だ
自
身
を
「
謎
」
の
問
題
枠
か
ら
解
放
し
き
れ
ず
に
い
る
者
で
あ
り
、
ど
う
し

て
も
「
最
後
に
哲
学
を
つ
け
る
」
つ
も
り
で
い
る
作
者
そ
の
人
の
外
で
は
な
い
。
そ

「
親
の
謎
を
解
く
為
め
に
は
、
自
分
が
親
と
同
体
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
三
）

と
甲
野
は
日
記
に
書
い
て
い
た
。
「
道
義
」
の
実
践
を
宗
近
に
委
ね
て
し
ま
っ
た
甲

野
に
他
人
を
見
下
げ
る
視
線
は
な
い
。
自
在
に
生
き
る
〈
小
供
〉
を
夢
見
な
が
ら

「
家
」
を
出
よ
う
と
〈
動
き
〉
つ
つ
、
し
か
し
壁
か
ら
下
ろ
し
た
く
父
〉
を
抱
え
た

ま
ま
〈
動
か
な
い
〉
で
立
ち
尽
く
す
こ
と
。
「
作
者
」
は
、
こ
れ
を
一
種
の
「
活
人

画
」
と
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
活
人
画
」
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同

時
に
〈
高
い
／
高
く
な
い
〉
〈
動
か
な
い
／
動
く
〉
〈
大
人
／
小
供
〉
で
あ
る
よ
う
な

行
為
の
姿
勢
で
あ
り
認
識
の
態
度
で
あ
る
。

只
新
し
い
理
想
か
、
深
い
理
想
か
、
広
い
理
想
が
あ
っ
て
、
之
を
世
の
中
に
実

現
し
や
う
と
思
っ
て
も
、
世
の
中
が
馬
鹿
で
之
を
実
現
さ
せ
な
い
時
に
、
技
巧

は
始
め
て
此
人
の
為
め
至
大
な
用
を
な
す
の
で
あ
り
ま
す
。
一
般
の
世
が
自
分

が
実
世
界
に
於
け
る
発
展
を
妨
げ
る
時
、
自
分
の
理
想
は
技
巧
を
通
じ
て
文
芸

上
の
作
物
と
し
て
あ
ら
は
る
私
外
に
路
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
）

し
て
そ
こ
で
は
、
一
般
化
さ
れ
た
「
道
義
」
に
よ
っ
て
、
あ
れ
ほ
ど
甲
野
を
悩
ま
せ

た
く
動
く
も
の
〉
は
、
も
は
や
ま
っ
た
く
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
こ
の
作
者
に
よ
る
介
入
に
つ
い
て
は
、
別
の
見
方
も
で
き
る
。
義
母
と
糸

子
を
見
下
ろ
す
甲
野
は
そ
の
と
き
、
ち
ょ
う
ど
甲
野
た
ち
登
場
人
物
を
眺
め
る
作
者

の
位
置
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
は
『
写
生
文
』
と
い
う
文
章
に
、
「
写

生
文
家
の
人
事
に
対
す
る
態
度
」
は
「
大
人
が
小
供
を
視
る
の
態
度
で
あ
る
」
と
書

い
て
い
る
⑤
。
甲
野
を
「
活
人
画
」
に
よ
っ
て
救
う
「
作
者
」
の
態
度
は
、
ま
さ
に

こ
の
態
度
で
あ
る
。
柄
谷
行
人
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
ヒ
ュ
ー
モ
ア
を
「
親
が
子
供
に
対

す
る
よ
う
な
態
度
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
を
取
り
あ
げ
て
、
「
漱
石
の
い
う

『
写
生
文
』
の
本
質
は
ヒ
ュ
ー
モ
ア
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
⑥
。
こ
れ
に
な
ら
え
ば
、

『
虞
美
人
草
』
は
写
生
文
で
あ
り
、
最
後
の
「
悲
劇
の
哲
学
」
の
部
分
も
、
こ
れ
を

作
者
に
よ
る
「
道
義
」
の
押
し
つ
け
と
見
る
の
で
は
な
く
、
「
ヒ
ュ
ー
モ
ア
」
と
し

て
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
小
論
で
は
、
の
ち
に
さ
ら
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
「
ヒ
ュ
．
－
モ
ア
」
に

よ
っ
て
も
制
御
し
き
れ
な
か
っ
た
〈
動
く
も
の
〉
を
、
つ
ま
り
は
大
人
や
親
の
態
度

で
居
続
け
ら
れ
な
く
さ
せ
る
ほ
ど
に
作
者
を
悩
ま
せ
た
で
あ
ろ
う
〈
動
く
も
の
〉
の

ほ
う
を
、
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
甲
野
の
「
真
面
目
」
に
感
化
さ
れ
、
「
道
義
」
の
実
践
へ
の
欲
望
を

代
行
す
る
、
宗
近
や
小
野
が
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ど
ん
な
代
償
を
払
う
こ
と
に
な
る

の
か
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

宗
近
が
甲
野
の
「
理
想
」
と
し
て
の
〈
小
供
〉
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
、

結
婚
の
談
判
に
や
っ
て
き
た
宗
近
が
、
小
野
と
睦
む
藤
尾
の
姿
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、

甲
野
に
諭
さ
れ
て
藤
尾
と
の
結
婚
を
断
念
す
る
場
面
で
あ
る
（
十
七
）
。
甲
野
に
椅

子
を
す
す
め
ら
れ
た
「
宗
近
君
は
小
供
の
如
く
命
令
に
服
し
」
て
い
る
⑦
。
こ
の
直

後
に
、
甲
野
は
初
め
て
「
宗
近
さ
ん
」
と
そ
の
名
を
呼
び
、
「
正
直
な
者
程
人
に
は

使
は
れ
易
い
」
（
三
）
と
し
て
い
た
宗
近
へ
の
「
疑
い
」
を
捨
て
、
や
っ
と
「
親
し

き
友
」
に
自
ら
を
さ
ら
け
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
か
ら
お
そ
ら
く
宗
近

は
、
甲
野
の
欲
望
の
正
式
な
代
行
者
と
し
て
〈
動
く
〉
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し

三
「
感
化
」
と
そ
の
代
償
あ
る
い
は
宗
近
一
と
小
野
清
三
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か
し
皮
肉
な
の
は
、
こ
の
「
活
躍
の
兒
」
（
十
八
）
が
、
「
真
面
目
」
以
前
の
甲
野
の

「
謎
」
に
対
す
る
姿
勢
ま
で
も
受
け
継
い
で
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
た
め
に
宗
近
は
、
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
く
小
供
〉
的
な
彼
本
来
の
自
在
な
批

評
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
⑧
。

宿
の
襖
に
描
か
れ
た
「
筍
」
を
め
ぐ
っ
て
「
意
味
が
分
か
ら
な
い
も
の
が
描
い
て

あ
る
ん
だ
か
ら
謎
」
だ
と
す
る
京
都
で
の
宗
近
は
、
「
意
味
が
あ
る
か
ら
謎
」
だ
と

す
る
甲
野
を
相
対
化
し
得
て
い
た
（
三
）
⑨
。
そ
し
て
こ
の
宗
近
の
「
謎
」
に
対
す

る
態
度
は
、
『
虞
美
人
草
』
に
二
つ
の
セ
オ
リ
ー
」
を
持
ち
込
み
「
最
後
に
哲
学

を
つ
け
」
よ
う
と
す
る
作
家
⑩
へ
の
批
判
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

甲
野
も
ま
た
、
か
つ
て
は
宗
近
や
「
作
者
」
へ
の
批
評
性
を
持
ち
得
て
い
た
。

こ
の
会
話
は
、
藤
尾
の
「
謎
」
が
「
ゴ
ー
ヂ
ァ
ン
、
ノ
ッ
ト
／
金
時
計
」
に
あ
る

と
見
て
、
宗
近
が
そ
れ
を
「
切
る
／
壊
す
」
こ
と
に
な
る
結
末
の
伏
線
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
る
言
葉
は
、
小
説
の
伏
線
と
い
う
役
割
を
越
え
て
、
こ
の

小
説
の
結
末
に
対
す
る
あ
ら
か
じ
め
の
批
判
と
し
て
も
聴
こ
え
て
く
る
。
藤
尾
を
殺

そ
う
と
す
る
『
虞
美
人
草
』
の
作
者
は
、
「
都
合
程
卑
怯
な
も
の
は
な
い
」
と
い
う

甲
野
の
言
葉
に
、
ど
れ
だ
け
耐
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
宗
近
は
ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー
で
は
な
い
。
宗
近
は
そ
れ
で
何
か
を
手
に
入
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
と

き
ま
で
に
藤
尾
と
の
未
来
は
す
で
に
奪
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
宗

近
の
行
為
は
彼
の
「
都
合
」
で
は
な
い
。
し
か
し
た
と
え
宗
近
の
行
為
が
、
彼
の
い

う
よ
う
に
「
好
意
上
」
（
十
九
）
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
「
作

者
」
の
「
都
合
」
の
ア
リ
バ
イ
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
謎
」
を
「
意
味
」
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
反
宗
近
的
な
宗
近
の
振
る
舞
い

に
よ
っ
て
、
藤
尾
の
「
謎
」
は
確
定
さ
れ
る
。
宗
近
は
、
藤
尾
を
捉
え
損
な
っ
て
い

る
だ
け
で
は
な
い
。
自
分
自
身
を
も
見
失
っ
て
い
る
。
彼
本
来
の
振
る
舞
い
は
、

「
人
間
は
、
そ
れ
な
ら
斯
う
す
る
許
り
だ
と
云
ふ
了
見
が
な
く
っ
ち
ゃ
駄
目

だ
と
思
ふ
ん
だ
ね
」
／
「
そ
れ
も
宜
か
ら
う
」
／
「
そ
れ
も
宜
か
ら
う
ぢ
や
張

り
合
い
が
な
い
な
。
ゴ
ー
ヂ
ァ
ン
、
ノ
ッ
ト
は
い
く
ら
考
へ
た
っ
て
解
け
つ
こ

無
い
ん
だ
も
の
」
／
「
切
れ
ば
解
け
る
の
か
い
」
／
「
切
れ
ば
Ｉ
解
け
な

く
っ
て
も
、
ま
あ
都
合
が
い
Ｌ
や
ね
」
／
「
都
合
か
。
世
の
中
に
都
合
程
卑
怯

な
も
の
は
な
い
」

（
一
一
一
）

〈
動
く
謎
〉
を
〈
動
か
な
い
意
味
〉
と
し
て
一
つ
に
固
定
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
誰

彼
を
相
対
化
し
批
判
す
る
〈
小
供
〉
と
し
て
あ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

⑪
。
こ
の
〈
小
供
〉
ら
し
さ
を
作
者
自
身
も
ま
た
見
失
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
藤

尾
の
死
は
、
彼
女
の
生
を
「
我
」
や
「
業
」
と
し
て
都
合
よ
く
「
翻
訳
」
し
て
し

ま
っ
た
作
者
に
対
す
る
、
終
わ
り
な
き
抵
抗
と
し
て
輝
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。も

ち
ろ
ん
こ
れ
以
前
に
、
甲
野
の
欲
望
の
代
行
者
と
し
て
の
宗
近
に
は
大
切
な
仕

事
が
あ
っ
た
。
小
供
で
あ
る
小
野
を
〈
大
人
〉
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
文
学
者
」

で
あ
り
、
「
詩
人
』
と
さ
れ
る
小
野
で
あ
る
が
、
彼
の
詩
作
品
そ
の
も
の
は
、
し
か

し
実
際
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
甲
野
は
世
間
に
背
を
向
け
つ
つ
日
記
を
〈
書

く
男
〉
で
あ
っ
た
が
、
小
野
は
世
俗
の
欲
望
に
執
着
し
つ
つ
「
博
士
論
文
」
を
〈
書

く
男
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
小
野
は
「
詩
人
丈
に
尤
も
想
像
力
に
富
ん
で
」
（
十

八
）
お
り
、
そ
の
「
想
像
力
」
に
よ
っ
て
他
人
の
心
を
〈
読
む
男
〉
で
も
あ
る
。
小

野
の
「
人
情
」
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
小
野
の
問
題
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
〈
書
く
こ
と
〉
に
徹
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

小
野
が
「
過
去
の
管
を
今
更
覗
い
て
見
る
と
ｌ
動
く
も
の
が
あ
る
」
（
四
）
。

し
か
し
小
野
が
〈
書
く
こ
と
〉
に
徹
し
き
れ
な
い
の
は
、
「
社
会
が
後
指
を
指
す
」

（
十
七
）
と
い
う
よ
う
な
道
義
的
な
圧
迫
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
孤
堂
先
生
と

小
夜
子
を
捨
て
る
「
決
心
を
し
た
」
小
野
が
、
〈
動
く
も
の
〉
の
向
こ
う
に
見
る
こ

と
に
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。

ぞ
っ
と

小
野
の
「
想
像
力
」
は
、
彼
を
「
傑
然
」
さ
せ
る
よ
う
な
何
か
に
突
き
当
た
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
約
束
」
と
は
、
藤
尾
と
大
森
へ
行
く
こ
と
で
あ
る
が
、
小
野

は
倫
理
的
な
問
題
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
で
、
正
体
の
知
れ
な
い
〈
動
く
も
の
〉
を

な
ん
と
か
抑
え
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
野
は
宗
近
に
救
わ
れ
る
の
を

待
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

痩
せ
た
頬
を
描
く
。
落
ち
込
ん
だ
眼
を
描
く
。
縫
れ
た
髪
を
描
く
。
虫
の
様
な

気
息
を
描
く
。
ｌ
さ
う
し
て
想
像
は
一
転
す
る
。
／
血
を
描
く
。
物
凄
き

夜
と
風
と
雨
と
を
描
く
。
寒
き
灯
火
を
描
く
。
白
張
の
提
灯
を
描
く
。
ｌ

ぞ
っ
と

懐
然
し
て
想
像
は
と
ま
る
。
／
想
像
の
と
ま
っ
た
時
、
急
に
約
束
を
思
い
出

す
。
（
十
七
）
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甲
野
欽
吾
が
「
大
人
」
を
拒
ん
で
い
た
よ
う
に
、
藤
尾
も
ま
た
世
間
的
な
「
大

人
」
を
拒
ん
で
い
る
。
そ
し
て
彼
女
は
「
家
庭
的
の
婦
女
」
（
六
）
、
「
男
の
用
を
足

す
為
め
に
生
れ
た
と
覚
悟
し
て
ゐ
る
女
」
（
同
）
、
「
大
人
し
く
傍
に
着
い
て
ゐ
る
」

（
十
八
）
よ
う
な
女
を
軽
蔑
し
、
た
っ
た
独
り
で
「
大
人
に
な
る
／
大
人
し
く
な

る
」
こ
と
に
抵
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
母
親
か
ら
「
丸
で
小
供
で
」
「
実

ね
ん
ね

に
赤
兒
で
」
（
二
）
と
紹
介
さ
れ
も
す
る
藤
尾
は
、
父
親
の
「
金
時
計
」
に
執
着
し

お
も
ち
ゃ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
小
供
の
時
か
ら
藤
尾
の
玩
具
に
な
っ
た
時
計
」
（
三
）
で
あ
り
、

こ
れ
だ
け
が
彼
女
に
残
さ
れ
た
く
父
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
分
だ
け
の
〈
父
〉
を
抱

え
な
が
ら
父
親
の
死
後
を
生
き
抜
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
甲
野
一
人
で
は
な
い
。
藤

尾
は
実
際
に
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
〈
父
の
時
間
〉
を
今
も
な
お
生
き
続
け
る
〈
永

『
虞
美
人
草
』
に
お
い
て
、
甲
野
に
し
て
も
小
野
に
し
て
も
、
〈
書
く
こ
と
〉
と

そ
の
人
物
の
個
人
的
な
倫
理
や
理
想
（
や
夢
）
の
問
題
と
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
存
在
を
脅
か
す
不
安
を
も
た
ら
す
〈
動
く
も
の
〉
に
出

く
わ
し
て
し
ま
い
、
〈
書
く
こ
と
〉
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
同
時
に
、
彼
ら
か
ら
個
人
的
な
倫
理
や
理
想
を
奪
い
、
作
者
の
「
道
義
」
を

押
し
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

「
然
し
真
面
目
に
な
る
と
、
な
ら
な
い
と
は
大
問
題
だ
。
契
約
が
あ
っ
た
の
、
滑

っ
た
の
転
ん
だ
の
。
嫁
が
あ
っ
ち
や
博
士
に
な
れ
な
い
の
、
博
士
に
な
ら
な
く
っ
ち

ゃ
外
聞
が
悪
い
の
っ
て
、
丸
で
小
供
見
た
様
な
事
は
、
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
だ
っ
て
構

わ
な
い
だ
ら
う
」
（
十
八
）
。
宗
近
は
小
野
に
そ
の
「
生
れ
付
き
を
敲
き
直
」
せ
と
迫

る
（
同
）
。
小
野
に
は
甲
野
の
欲
望
の
代
行
者
と
し
て
困
難
な
課
題
が
与
え
ら
れ
る

⑫
。
小
野
に
は
、
た
と
え
「
証
文
」
（
書
か
れ
た
言
葉
）
が
残
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

〈
高
い
〉
道
義
的
見
地
か
ら
そ
の
「
約
束
」
を
守
り
き
る
〈
大
人
〉
が
期
待
さ
れ
る

の
で
あ
る
（
甲
野
自
身
は
同
じ
理
由
で
父
親
の
「
約
束
」
を
諦
め
て
い
る
（
十

五
）
）
。
こ
の
要
求
に
応
え
、
孤
堂
先
生
の
娘
小
夜
子
と
の
婚
約
を
履
行
す
る
こ
と
は
、

現
実
に
は
小
野
か
ら
「
博
士
論
文
」
を
奪
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ

小
野
は
、
利
害
意
識
を
抱
え
て
〈
書
く
男
〉
か
ら
、
書
か
れ
て
は
い
な
い
文
字
を
道

義
的
に
〈
読
む
男
〉
へ
と
そ
の
存
在
の
あ
り
方
を
転
換
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
〈
故
里
〉
あ
る
い
は
甲
野
藤
尾
と
い
う
小
供

た
し
か
に
、
こ
の
「
活
人
画
」
の
宇
宙
は
母
親
の
帰
宅
に
よ
っ
て
脆
く
も
崩
れ
去

る
。
し
か
し
藤
尾
の
「
恋
」
は
、
〈
書
く
こ
と
〉
を
許
さ
れ
ず
、
兄
に
も
実
母
に
さ

え
も
理
解
さ
れ
な
い
彼
女
の
孤
独
が
、
彼
女
の
〈
父
の
時
間
〉
へ
の
欲
望
が
、
か
た

ち
を
変
え
て
現
れ
出
た
「
夢
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
彼
女
の
「
文
芸
上
の
作
物
」
（
『
文

芸
の
哲
学
的
基
礎
』
）
な
の
で
あ
る
。

『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
を
〈
読
む
女
〉
と
し
て
登
場
し
た
藤
尾
は
、
甲
野
の
投

あ
ざ
け
り

げ
掛
け
る
言
葉
に
「
潮
」
を
読
み
、
ま
た
彼
の
利
他
的
な
配
慮
の
裏
に
隠
さ
れ

た
利
己
心
を
読
む
。
自
分
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
た
小
野
に
は
「
手
紙
を
書
き
か

け
」
て
、
し
か
し
す
ぐ
に
「
引
き
裂
」
い
て
い
る
（
十
二
）
。
「
決
し
て
書
く
ま
い
」

（
同
）
と
心
に
誓
う
こ
の
「
女
詩
人
」
は
、
し
か
し
「
作
者
」
に
よ
っ
て
書
く
こ
と

を
禁
じ
ら
れ
た
く
読
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
女
〉
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
藤

尾
の
「
詩
」
は
実
際
に
は
書
か
れ
る
こ
と
な
く
、
「
家
庭
的
の
女
」
糸
子
に
破
ら
れ

遠
の
小
供
〉
を
夢
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
宗
近
は
は
こ
の
時
計
を

「
考
へ
る
と
古
い
時
計
」
（
三
）
「
太
鼓
の
時
計
」
（
十
六
）
と
い
い
、
彼
の
父
親
も

ま
た
「
あ
れ
で
針
が
回
る
か
な
」
（
十
六
）
と
い
っ
て
い
る
。
『
虞
美
人
草
』
に
お
い

て
「
金
時
計
」
が
果
た
す
役
割
を
見
事
に
分
析
し
て
見
せ
た
の
は
、
竹
盛
天
雄
で
あ

る
。
し
か
し
竹
盛
氏
は
、
宗
近
親
子
の
「
金
時
計
」
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
発
言
に
つ

い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
⑬
。
藤
尾
の
「
金
時
計
」
へ
の
欲
望
に
お
い
て
重
視
し
た

い
の
は
、
心
理
の
劇
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
「
道
義
／
過
去
」
対
「
我
／
近
代
」
と

い
う
物
語
の
枠
組
み
さ
え
踏
み
抜
い
て
し
ま
う
よ
う
な
、
あ
る
「
過
剰
」
を
抱
え
た

小
供
の
「
夢
」
で
あ
る
。

「
又
夢
か
」
と
甲
野
は
藤
尾
に
声
を
か
け
て
い
る
（
十
二
）
。
藤
尾
に
必
要
な
の

は
小
野
そ
の
人
で
は
な
く
「
詩
」
や
「
恋
」
と
い
う
「
夢
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
二

人
の
宇
宙
」
は
兄
や
母
親
が
不
在
の
時
空
で
の
み
成
立
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
す
ぎ
な

い
。

呼
び
交
は
し
た
る
男
と
女
の
姿
が
、
死
の
底
に
滅
り
込
む
春
の
影
の
上
に
、
明

ら
か
に
躍
り
上
が
る
。
宇
宙
は
二
人
の
宇
宙
で
あ
る
。
（
中
略
）
若
き
血
潮
の
、

寄
せ
来
る
心
臓
の
扉
は
、
恋
と
開
き
恋
と
閉
ぢ
て
、
動
か
ざ
る
男
女
を
、
躍
然

と
大
空
裏
に
描
き
出
し
て
ゐ
る
。
二
人
の
運
命
は
此
危
う
き
刹
那
に
定
ま
る
。

東
か
西
か
、
微
塵
だ
に
体
を
動
か
せ
ば
そ
れ
限
り
で
あ
る
。
（
二
）
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て
し
ま
う
程
度
の
「
空
想
」
（
六
）
に
と
ど
ま
る
他
に
な
い
。
こ
の
点
、
詩
や
論
文

を
〈
書
く
男
〉
で
あ
る
小
野
は
、
藤
尾
の
「
夢
」
の
代
行
者
で
あ
り
、
彼
女
の
「
恋

／
文
芸
上
の
作
物
」
が
そ
れ
を
通
じ
て
可
能
に
な
る
は
ず
の
、
い
わ
ば
「
技
巧
」
な

の
で
あ
る
。

「
昼
と
夜
と
の
間
に
立
つ
人
」
は
、
母
親
に
呼
ば
れ
て
は
じ
め
て
「
現
実
世
界
に

競
り
出
し
て
来
る
」
（
二
）
。
そ
の
「
現
実
」
の
世
界
で
は
、
小
野
は
「
道
具
」
で
あ

お
も
ぢ
や

り
、
「
玩
具
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
藤
尾
は
母
親
の
欲
望
を
忠
実
に
映
す
鏡
の
よ

そ
れ
が
し

う
な
「
小
供
」
に
す
ぎ
な
い
。
小
野
も
ま
た
「
無
一
物
の
某
を
入
れ
て
、
大
人

し
く
嫁
姑
を
大
事
に
さ
せ
る
」
（
十
二
）
と
い
う
母
親
の
「
策
略
」
に
見
合
っ
た
人

物
で
あ
る
他
に
な
い
。
そ
し
て
そ
の
小
野
が
、
藤
尾
と
の
「
約
束
」
を
違
え
て
、
博

士
論
文
を
〈
書
く
男
〉
で
は
な
く
、
書
か
れ
て
も
い
な
い
小
夜
子
と
の
婚
約
の
証
文

を
〈
読
む
男
〉
と
し
て
そ
の
目
の
前
に
現
れ
た
と
き
、
藤
尾
は
そ
れ
以
上
「
夢
」
を

見
続
け
る
余
地
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
動
く
も
の
〉
を
抱
え
た
藤
尾
の
「
謎
」
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で

暗
示
さ
れ
て
い
る
。

菱
餅
の
底
を
渡
る
気
で
真
直
な
向
ふ
角
を
見
る
と
藤
尾
が
立
っ
て
ゐ
る
。
濡

お

色
に
捌
い
た
濃
き
髪
の
あ
た
り
を
、
栂
の
柱
に
圧
し
付
け
て
、
斜
め
に
持
た
し

た
艶
な
姿
の
中
程
に
、
帯
深
・
く
差
し
込
ん
だ
手
頚
丈
が
白
く
見
え
る
。
萩
に
伏

ふ
る
さ
と
さ
す
ら
ひ
び
と

し
薄
に
廃
く
故
里
を
流
離
人
は
こ
ん
な
風
に
眺
め
る
事
が
あ
る
。
故
里
を
離

れ
ぬ
藤
尾
は
何
を
眺
め
て
ゐ
る
か
分
ら
な
い
。
母
は
橡
を
曲
っ
て
近
寄
っ
た
。

「
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
」

「
お
や
御
母
さ
ん
」
と
斜
め
な
身
体
を
柱
か
ら
離
す
。
振
り
返
っ
た
眼
付
に

は
愁
の
影
さ
へ
も
な
い
。
我
の
女
と
謎
の
女
は
互
に
顔
を
見
合
し
た
。
実
の
親

子
で
あ
る
。

「
ど
う
か
し
た
の
か
い
」
と
謎
が
云
ふ
。

「
何
故
」
と
我
が
聞
き
返
す
。

「
だ
っ
て
、
何
だ
か
考
へ
込
ん
で
ゐ
る
か
ら
さ
」

「
何
に
も
考
へ
て
居
や
し
ま
せ
ん
。
庭
の
景
色
を
見
て
居
た
ん
で
す
」

「
何
に
も
考
へ
て
居
や
し
ま
せ
ん
。
庭
の
景
竺

「
さ
う
」
と
謎
は
意
味
の
あ
る
顔
付
を
し
た
。

、
、
も
ｂ
も
も
も
も
ｂ
、

「
池
の
緋
鯉
が
跳
ね
ま
す
よ
」
と
我
は
飽
く
圭

水
の
な
か
で
、
ぽ
ち
や
り
と
云
ふ
音
が
し
た
。

と
我
は
飽
く
迄
も
主
張
す
る
。

成
程
濁
っ
た

「
緋
鯉
が
ぽ
ち
や
り
と
又
跳
ね
る
」
。
「
鯉
」
に
関
す
る
問
答
は
、
後
に
母
親
と
甲

野
の
間
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（
十
五
）
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
母
親
に
対
し
て
、

鯉
の
音
は
「
聞
え
な
い
」
と
答
え
る
甲
野
は
、
の
ち
に
宗
近
に
対
し
て
は
、
藤
尾
の

こ
と
を
「
飛
び
上
り
も
の
」
「
跳
ね
返
り
も
の
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
十

七
）
。
藤
尾
は
自
分
の
中
に
〈
動
く
も
の
〉
を
抱
え
て
い
る
。
「
跳
ね
る
緋
鯉
」
が
藤

尾
な
ら
ば
、
そ
の
立
て
る
「
ぽ
ち
や
り
」
と
い
う
「
音
」
は
、
〈
書
く
こ
と
〉
を
禁

じ
ら
れ
、
ま
た
自
ら
に
発
語
を
禁
じ
て
い
る
彼
女
が
洩
ら
し
た
「
声
」
で
あ
る
。

「
ぽ
ち
や
り
」
の
響
き
は
小
夜
子
の
「
こ
ろ
り
ん
」
と
い
う
「
琴
の
音
」
（
三
）
と

対
応
し
て
い
る
⑭
。
た
だ
小
夜
子
は
上
京
以
来
琴
を
弾
か
な
く
な
っ
た
だ
け
で
あ
る

く
う

（
九
）
。
「
象
徴
と
は
本
来
空
の
不
可
思
議
を
眼
に
見
、
耳
に
聴
く
為
め
の
方
便
で

あ
る
」
（
三
）
と
甲
野
は
日
記
に
書
い
て
い
た
。
「
ぽ
ち
や
り
」
は
藤
尾
の
「
無
絃
の

琴
」
（
同
）
で
あ
る
。
し
か
し
甲
野
は
、
藤
尾
が
抱
え
る
「
不
可
思
議
」
を
彼
女
の

「
我
」
と
の
み
見
て
し
ま
い
、
決
し
て
藤
尾
を
〈
動
く
も
の
〉
に
向
か
い
合
お
う
と

す
る
自
分
と
同
類
の
存
在
と
は
見
な
い
の
で
あ
る
。

藤
尾
の
「
謎
」
は
、
動
き
そ
う
に
な
い
「
金
時
計
」
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
納

め
て
い
る
手
文
庫
の
「
蒔
絵
」
に
こ
そ
関
わ
っ
て
い
る
。
「
蒔
絵
」
は
、
次
の
よ
う

な
か
た
ち
で
〈
動
く
〉
か
ら
で
あ
る
。

博
覧
会
の
「
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
は
「
大
い
な
る
火
の
絵
図
面
」
を
「
虚
空
」

●

に
描
き
出
す
。
そ
の
あ
り
さ
ま
が
「
蒔
絵
」
に
嚥
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
蒔
絵
」
は
、

藍
を
含
む
黒
塗
に
、
金
を
惜
ま
い
高
蒔
絵
は
堂
を
描
き
、
楼
を
描
き
、
廻
廊
を

描
き
、
曲
欄
を
描
き
、
円
塔
方
柱
の
数
々
を
描
き
尽
し
て
、
猶
余
り
あ
る
を
是

非
に
用
ひ
切
ら
ん
為
め
に
、
描
け
る
上
を
往
き
っ
戻
り
つ
す
る
。
縦
横
に
空
を

走
る
焔
の
線
は
一
点
一
画
を
乱
す
こ
と
な
く
整
然
と
し
て
一
点
一
画
の
う
ち
に

活
き
て
居
る
。
し
か
も
明
ら
か
に
動
い
て
、
動
く
限
り
は
形
を
崩
す
景
色
が
見

え
ぬ
。
（
十
一
）

「
お
や
お
や
。
ｌ
御
母
さ
ん
の
部
屋
で
は
少
し
も
聞
え
な
い
よ
」

聞
え
な
い
ん
で
は
な
い
。
謎
で
夢
中
に
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

「
さ
う
」
と
今
度
は
我
の
方
で
意
味
の
あ
る
顔
付
を
す
る
。
世
は
様
々
で
あ

る
。
（
十
二
）
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〈
動
か
な
い
〉
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
、
「
空
を
走
る
焔
の
線
」
と
な
り
、
限
ら
れ
た

僅
か
な
時
間
を
、
し
か
し
「
活
き
て
」
「
明
ら
か
に
動
い
て
」
い
る
。
博
覧
会
場
の

夜
の
空
は
、
〈
動
く
も
の
〉
と
し
て
の
藤
尾
本
来
の
〈
美
〉
が
許
さ
れ
た
貴
重
な
時

空
で
あ
る
。
藤
尾
は
思
わ
ず
「
夜
の
世
界
は
昼
の
世
界
よ
り
美
し
い
こ
と
」
と
も
ら

さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
（
同
）
。

リ
ボ
ン

「
金
時
計
」
は
壊
さ
れ
、
「
紫
の
絹
紐
は
取
っ
て
捨
て
」
ら
れ
、
「
仰
向
け
」
に
藤

ろ
が
ん

尾
は
横
た
え
ら
れ
て
も
、
「
蘆
雁
の
高
蒔
絵
」
は
忘
れ
ら
れ
ず
に
描
か
れ
て
い
る

ね
む

（
十
九
）
。
し
か
し
「
驍
る
眼
を
眠
っ
た
藤
尾
」
は
「
天
女
の
如
く
美
く
し
い
」
と

書
か
れ
て
し
ま
う
と
き
、
〈
動
く
美
〉
は
〈
動
か
な
い
美
〉
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
甲
野
の
「
理
想
」
は
、
宗
近
と
い
う
〈
小
供
〉
か
ら
小
野
と
い
う

〈
大
人
〉
へ
、
そ
し
て
藤
尾
へ
と
移
り
継
が
れ
て
、
最
後
に
は
こ
の
〈
小
供
／
動
く

蒔
絵
〉
が
〈
小
供
の
ま
ま
で
死
ぬ
こ
と
／
動
か
な
い
画
〉
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で

結
ば
れ
る
。
し
か
し
こ
の
結
末
は
、
甲
野
の
欲
望
の
成
就
で
あ
る
と
同
時
に
挫
折
で

あ
る
。
〈
動
か
な
い
美
〉
と
し
て
固
定
さ
れ
よ
う
と
す
る
藤
尾
は
、
甲
野
の
欲
望
と

い
う
よ
り
は
、
作
者
の
「
道
義
」
に
よ
り
寄
り
添
っ
た
か
た
ち
で
葬
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
叡
山
で
の
甲
野
の
姿
勢
を
模
倣
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
眼
を
つ
ぶ
ら
さ
れ
て

し
ま
っ
て
も
、
藤
尾
の
「
謎
」
は
、
世
間
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
「
道
義
」
の
よ
う

な
も
の
に
、
ほ
ど
よ
く
包
み
込
ま
れ
た
り
は
し
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
〈
謎
／
動
く
も

の
〉
の
解
明
の
手
段
と
し
て
の
「
死
？
死
と
は
あ
ま
り
に
も
無
能
」
（
三
）
で
あ
っ

た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

さ
す

母
親
が
「
丹
念
に
撫
っ
」
て
眠
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
あ
の
見
開
か
れ
た

ま
ま
の
藤
尾
の
眼
は
、
何
を
見
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
博
覧
会
場
で
小
夜
子

と
小
野
を
目
撃
し
た
翌
日
、
頭
を
柱
に
も
た
せ
掛
け
な
が
ら
、
藤
尾
は
そ
の

さ
す
ら
ひ
び
と

「
流
離
人
」
を
思
わ
せ
る
視
線
で
、
し
か
し
「
何
を
眺
め
て
」
い
た
の
か
。
母
親

の
そ
ば
を
離
れ
た
こ
と
の
な
い
「
赤
兒
」
は
、
同
時
に
父
親
の
も
と
を
離
れ
よ
う
と

し
な
い
「
小
供
」
で
も
あ
る
。
藤
尾
は
お
そ
ら
く
、
〈
父
〉
と
い
う
「
故
里
」
を
眺

め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
故
里
を
離
れ
ぬ
」
藤
尾
が
「
故
里
」
を
眺
め
よ

う
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
〈
動
く
も
の
〉
を
抱
え
た
存
在
が
そ
の
〈
動
く
も
の
〉

を
見
つ
め
よ
う
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
己
自
身
を
覗
き
込
も
う
と
す
る
眼
球
の
よ

う
な
事
態
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼
女
が
「
何
を
眺
め
て
ゐ
る
か
分
ら
な
い
」
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
。
藤
尾
は
こ
の
と
き
、
懐
か
し
い
だ
け
で
は
な
い
、
む
し
ろ
自
分
を

「
我
の
女
」
以
前
の
も
の
に
、
さ
ら
に
は
自
分
を
〈
無
〉
に
さ
え
し
て
し
ま
う
よ
う

な
不
可
思
議
な
〈
故
里
〉
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
故
里
」
は
、
人
が
そ
こ
で
生
い
立
ち
、
そ
こ
か
ら
出
て
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
は
生
ま
れ
た
土
地
を
指
す
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
孤
堂
先
生
に
と
っ
て

の
二
十
年
ぶ
り
の
東
京
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
小
夜
子
に
と
っ
て
の
小
野
も
や
は

り
「
故
里
」
で
あ
る
。
人
は
そ
こ
を
離
れ
て
は
じ
め
て
「
故
里
」
を
見
い
だ
す
。
そ

し
て
そ
の
と
き
「
故
里
」
は
つ
ね
に
二
重
で
あ
る
。
「
命
よ
り
明
ら
か
な
夢
の
中
な

る
小
野
」
（
九
）
と
五
年
ぶ
り
に
目
の
前
に
見
る
「
寄
り
付
け
な
い
」
（
同
）
小
野
。

心
の
内
側
に
存
在
す
る
主
観
的
な
「
故
里
」
と
客
観
的
実
在
と
し
て
の
「
故
里
」
。

そ
の
二
つ
の
「
故
里
」
の
間
に
齪
鰭
が
あ
る
た
め
に
、
人
は
苦
悶
す
る
。
「
来
て
見

る
と
さ
う
で
も
な
い
ね
」
「
こ
ん
な
人
で
は
な
か
っ
た
」
（
九
）
。
し
か
し
そ
れ
ら
の

「
故
里
』
は
あ
り
ふ
れ
た
幻
滅
の
体
験
（
文
明
批
判
や
道
義
の
基
盤
と
な
る
「
過

去
」
と
同
次
元
の
も
の
）
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
藤
尾
や
作
家
が
向
き
合
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
〈
故
里
〉
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

藤
尾
の
〈
父
〉
は
、
彼
女
に
「
詩
／
美
」
に
囲
ま
れ
て
生
き
る
〈
独
身
者
／
永
遠

の
小
供
〉
と
い
う
「
夢
」
を
見
続
け
さ
せ
て
く
れ
た
父
親
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に

「
約
束
／
道
義
』
と
し
て
宗
近
と
の
「
結
婚
」
を
押
し
付
け
、
「
夢
」
を
殺
し
に
く

る
父
親
で
も
あ
る
。
し
か
し
「
琴
」
を
弾
く
こ
と
を
自
ら
に
禁
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
故
里
」
と
の
違
和
か
ら
眼
を
背
け
よ
う
と
す
る
小
夜
子
と
は
反
対
に
、
藤
尾
の

「
我
」
が
、
二
様
の
父
親
の
像
の
、
そ
の
ず
れ
を
引
き
裂
い
て
〈
父
〉
を
直
視
し
よ

う
と
す
る
と
き
、
彼
女
の
「
我
」
も
ま
た
散
逸
し
、
そ
こ
に
「
不
可
思
議
」
な
世
界

が
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
「
我
」
も
「
道
義
」
も
ま
だ
生
ま
れ
な
い
「
太
古
」
の

〈
故
里
〉
。
言
語
的
秩
序
も
な
く
〈
父
〉
さ
え
も
表
象
さ
れ
な
い
〈
故
里
〉
。
「
金
時

計
」
は
こ
の
世
界
の
〈
時
間
〉
を
刻
む
の
で
あ
る
。
甲
野
に
逼
っ
て
く
る
「
魂
」
も

お
そ
ら
く
こ
の
〈
故
里
〉
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ

る
視
線
／
意
味
を
吸
い
尽
く
し
て
元
に
戻
さ
な
い
「
真
黒
な
化
石
」
（
一
）
と
い
う

点
で
は
「
万
事
の
終
」
（
同
）
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
を
抑
圧
し
そ
れ
を
隠
蔽
す
る

か
た
ち
で
、
「
我
」
も
「
人
情
」
も
、
さ
ら
に
は
「
道
義
」
さ
え
も
が
、
し
か
し
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
点
で
は
「
万
事
の
始
め
」
（
同
）
で
あ
る
。
い
ず
れ

ほ
か

に
せ
よ
そ
れ
は
意
識
で
捉
え
ら
れ
る
客
観
的
実
在
世
界
の
「
外
な
る
世
界
」
（
同
）

で
あ
り
、
甲
野
が
憧
れ
て
い
た
「
死
」
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
の
な
い
世
界
な
の
で
あ

る
⑮
。
甲
野
を
捉
え
た
「
活
人
画
」
の
場
面
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
作
者
は
藤
尾
の

欲
望
を
十
分
に
描
き
き
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
も
は
や
藤
尾
に
つ
い
て
綴
る
べ
き

-10-
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言
葉
は
尽
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
作
者
は
自
覚
的
で
な
く
、
要
ら
ぬ
言

葉
を
さ
ら
に
書
き
連
ね
、
藤
尾
を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ヲ
（
》
◎

最
後
に
、
『
虞
美
人
草
』
の
〈
美
文
〉
表
現
と
作
家
の
内
面
的
葛
藤
と
の
関
係
に

つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
「
あ
れ
は
嫌
な
女
だ
。
詩
的
で
あ
る
が
大
人
し
く
な
い
・

徳
義
心
が
欠
乏
し
た
女
で
あ
る
。
あ
い
つ
を
仕
舞
に
殺
す
の
が
一
篇
の
主
意
で
あ

る
」
⑯
。
こ
の
作
家
の
言
葉
に
対
し
て
水
村
氏
は
、
藤
尾
は
「
詩
的
で
あ
る
が
」
ゆ

え
に
「
大
人
し
く
な
い
」
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「
大
人
し
く
な

い
」
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
〈
動
く
も
の
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
動
く
も
の
〉
が

作
家
に
と
っ
て
危
険
な
の
は
、
そ
れ
が
倫
理
的
な
課
題
を
突
き
つ
け
て
く
る
も
の
だ

か
ら
で
は
な
い
。
存
在
を
お
び
や
か
す
無
気
味
な
〈
故
里
〉
を
呼
び
起
こ
す
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
小
宮
豊
隆
が
「
俳
句
を
繋
げ
て
行
く
や
う
な
、
美
し
い
詩
」
「
圧
搾
さ
れ

た
表
現
」
⑰
と
評
し
た
『
虞
美
人
草
』
の
〈
美
文
〉
は
、
「
活
人
画
」
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
〈
動
く
も
の
／
故
里
〉
を
〈
動
か
な
い
も
の
／
言
葉
〉
に
変
換
す

る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
装
置
そ
の
も
の
が
、
〈
故
里
〉

の
封
印
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
を
召
喚
す
る
「
片
身
」
と
し
て
、
つ
ま
り
は
〈
動
く

も
の
／
言
葉
〉
と
し
て
両
義
的
に
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

藤
尾
そ
の
人
は
殺
さ
れ
て
も
、
藤
尾
の
「
片
身
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
藤
尾
の
嚥
と

し
て
『
虞
美
人
草
』
に
刻
み
こ
ま
れ
た
表
現
、
す
な
わ
ち
〈
美
文
〉
は
、
「
動
か
な

い
で
し
か
も
活
き
て
ゐ
る
」
か
た
ち
で
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
の
ち

に
作
家
は
、
甲
野
が
「
父
の
肖
像
画
」
と
向
き
合
っ
た
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、

『
虞
美
人
草
』
と
向
か
い
合
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
水
村
美
苗
員
男
と
男
』
と
『
男
と
女
』
ｌ
藤
尾
の
死
」
（
『
批
評
空
間
』
恥

６
福
武
書
店
一
九
九
二
・
七
）

②
石
原
千
秋
「
博
覧
会
の
世
紀
へ
ｌ
『
虞
美
人
草
』
」
（
『
漱
石
研
究
』
恥
ｌ
翰
林

書
房
一
九
九
三
・
一
○
）
。
石
原
氏
は
、
帝
国
主
義
的
欲
望
を
背
景
に
し
た

博
覧
会
の
記
号
論
的
分
析
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
男
の
欲
望
に
支
え
ら
れ
た

註

③⑦ ⑥⑤ ④⑧⑨

「
商
品
」
と
し
て
自
ら
を
自
覚
し
た
藤
尾
が
、
甲
野
の
観
念
し
よ
う
と
す
る
秩

序
（
「
死
の
意
味
論
」
に
よ
る
抑
圧
）
の
世
界
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
姿
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
る
。

「
動
く
も
の
」
（
四
）
は
、
た
と
え
ば
藤
尾
と
同
じ
よ
う
に
「
近
代
性
」
を
生

き
よ
う
と
す
る
小
野
に
対
し
て
は
、
「
過
去
」
か
ら
「
道
義
」
を
突
き
つ
け
に

や
っ
て
く
る
何
も
の
か
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
「
動
く
も
の
鍔
」

は
倫
理
に
関
わ
る
何
も
の
か
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
藤
尾
だ
け
が
そ
れ
と

正
面
し
見
極
め
よ
う
と
す
る
「
動
く
も
の
」
は
、
決
し
て
倫
理
の
周
辺
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
よ
う
な
何
も
の
か
で
は
な
い
。
倫
理
を
も
踏
み
越
え
る
何
も
の
か

で
あ
る
。

甲
野
は
藤
尾
が
小
野
か
ら
借
り
て
い
る
本
に
あ
る
挿
し
絵
（
そ
こ
で
ク
レ
オ
パ

か
な
め

ト
ラ
は
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
）
を
知
っ
て
お
り
（
十
一
）
、
庭
の
扇
骨
木
の
植

え
込
み
が
母
親
の
部
屋
か
ら
が
二
番
好
く
見
え
る
」
こ
と
を
知
っ
て
い
る

（
十
五
）
。
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
そ
ん
な
こ
と
は
家
長
の
あ
た

り
ま
え
の
特
権
だ
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
を
自
分
か
ら
告
げ
て
妹
を
動
揺

さ
せ
て
み
た
り
、
母
親
に
尋
ね
ら
れ
て
も
「
見
た
と
も
見
な
い
と
も
云
は
な
か

っ
た
」
り
す
る
の
で
あ
る
。

『
写
生
文
』
（
明
治
四
○
年
一
月
二
○
日
『
読
売
新
聞
』
）

柄
谷
行
人
「
漱
石
と
ジ
ャ
ン
ル
」
（
「
群
像
」
講
談
社
一
九
九
○
・
一
の
ち

『
漱
石
論
集
成
』
第
三
文
明
社
所
収
一
九
九
二
・
九
）

『
虞
美
人
草
』
に
お
い
て
、
「
小
供
」
と
い
う
言
葉
が
、
未
熟
・
我
儘
・
無
分

別
と
い
っ
た
否
定
的
な
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
な
い
例
は
、
先
に
挙
げ
た
甲

野
の
家
出
の
場
面
で
の
そ
れ
と
こ
こ
で
の
宗
近
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。

橋
浦
洋
志
「
小
野
の
人
情
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
三
八
集
一
九
八
八
・

五
）
。
橋
浦
氏
は
、
勇
勧
懲
』
を
担
う
『
性
格
』
は
崩
壊
す
る
こ
と
は
な
い
」

と
し
、
小
野
や
藤
尾
を
懲
ら
し
め
る
側
に
立
つ
人
物
の
性
格
を
固
定
的
に
見
て

い
る
。
し
か
し
本
稿
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
「
勧
懲
」
の
成
立
に
は
甲
野
や
宗

近
の
欲
望
の
転
化
や
そ
れ
に
よ
る
「
性
格
」
の
変
化
が
必
要
条
件
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

石
原
氏
前
掲
論
文
同
じ
部
分
を
と
り
あ
げ
て
、
石
原
氏
は
甲
野
の
「
死
の
意

味
論
」
を
読
み
解
い
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
別
の
視
点
か
ら
、
甲
野

と
宗
近
の
そ
の
役
割
の
「
交
換
」
と
批
評
性
の
喪
失
を
強
調
す
る
読
み
を
試
み
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⑮ ⑭

て
い
る
。

⑩
明
治
四
○
年
七
月
一
九
日
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
中
の
言
葉
。

⑪
甲
野
の
理
想
と
し
て
の
〈
小
供
〉
を
生
き
始
め
る
以
前
の
宗
近
は
、
た
と
え
ば

と
ほ

す
で
に
「
外
交
官
の
試
験
に
及
第
」
し
、
「
人
間
を
二
通
り
栫
へ
」
る
た
め
に

髪
を
「
小
野
清
三
式
」
刈
っ
て
い
る
（
十
六
）
。
宗
近
は
「
雅
号
」
（
一
）
と

「
真
面
目
」
を
同
居
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
野
の
友
人
浅
井
が
「
口
を
頼

み
に
」
（
十
七
）
行
こ
う
と
し
た
り
、
実
際
に
は
孤
堂
先
生
の
「
真
面
目
」
に

圧
倒
さ
れ
て
行
き
場
を
な
く
し
、
逃
げ
込
ん
で
く
る
こ
と
に
な
っ
た
り
す
る
の

も
、
宗
近
に
一
方
を
排
除
し
て
し
ま
わ
な
い
両
義
的
な
二
面
性
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑫
西
垣
勤
葛
虞
美
人
草
』
論
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
七
四
・
五
の
ち
「
虞
美

人
草
」
『
漱
石
と
白
樺
派
』
有
精
堂
所
収
一
九
九
○
・
六
）
。
西
垣
氏
は
「
漱

石
は
あ
え
て
二
人
の
間
柄
を
、
数
ヶ
月
の
間
の
婚
約
の
成
立
と
し
、
そ
れ
以
前

の
つ
き
あ
い
を
な
く
す
た
め
に
小
夜
子
を
東
京
の
女
学
校
に
ゆ
か
せ
、
婚
約
後

五
年
間
も
会
わ
せ
な
い
と
い
う
か
な
り
無
理
な
設
定
」
を
し
、
そ
の
う
え
で
な

お
「
『
道
義
』
を
主
張
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
小
野
の
改
心
の

問
題
は
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
に
お
け
る
〈
真
〉
か
ら
〈
善
〉
へ
の
そ
の
理

想
の
選
択
変
更
の
問
題
と
対
応
し
て
お
り
、
遠
藤
祐
「
漱
石
の
反
自
然
主
義
を

め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
三
集
一
九
六
五
・
三
）
が
指
摘
し
た
、

漱
石
の
人
間
把
握
に
お
け
る
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
科
学
的
決
定
論
か
ら
Ｗ
・

ジ
ェ
ー
ム
ズ
流
の
自
由
意
志
論
へ
の
移
行
の
問
題
と
重
な
っ
て
い
る
。

⑬
竹
盛
天
雄
ョ
虞
美
人
草
』
の
綾
』
ｌ
「
金
時
計
」
と
「
琴
の
音
」
ｌ
」
（
『
国

語
と
国
文
学
』
一
九
八
三
・
八
）
。
こ
こ
で
竹
盛
氏
は
、
『
虞
美
人
草
』
に
お

い
て
「
金
時
計
」
が
果
た
す
役
割
を
見
事
に
分
析
し
て
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

宗
近
親
子
の
「
金
時
計
」
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
発
言
に
つ
い
て
の
言
及
は
な

の
書
斎
（
十
七
）
の
外
か
ら
聴
こ
え
て
く
る
藤
尾
の
「
『
ホ
ホ
ホ
ユ

の
宿
の
『
こ
ろ
り
ん
』
に
相
当
す
る
響
き
」
だ
と
し
、
「
琴
の
音
」

上
ス
テ
明
〃

独
特
の
『
澗
声
Ｅ
「
歌
私
的
里
性
の
笑
い
」
と
対
応
さ
せ
て
い
る
。

こ
こ
で
〈
動
く
も
の
／
故
里
〉
を
い
お
う
と
す
る
と
き
、
私
は
フ
ー

蓮
實
重
彦
「
近
さ
の
誘
惑
」
貧
夏
目
漱
石
論
』
青
土
社
一
九
七
八
・
一
○
）
。

「
琴
の
音
」
の
「
説
話
的
機
能
」
に
注
目
す
る
蓮
實
氏
は
、
立
て
切
っ
た
甲
野

の
書
斎
（
十
七
）
の
外
か
ら
聴
こ
え
て
く
る
藤
尾
の
「
『
ホ
ホ
ホ
ホ
』
が
京
都

の
宿
の
『
こ
ろ
り
ん
』
に
相
当
す
る
響
き
」
だ
と
し
、
「
琴
の
音
」
を
「
藤
尾

Ｇ
１
◎

１
Ｖ

私
は
フ
ロ
イ
ト
／
ラ

⑰⑯
な
お
、
『
虞
美
人
草
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
三
十
五
巻
本
『
漱
石
全
集
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
五
六
・
一
○
）
第
五
巻
に
よ
っ
た
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
も

の
が
あ
り
、
ル
ビ
は
省
い
た
も
の
が
あ
る
。
傍
点
は
と
く
に
断
り
の
な
い
場
合
、
す

べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

カ
ン
の
い
う
〈
無
気
味
な
も
の
〉
／
〈
現
実
（
界
）
〉
を
一
応
念
頭
に
お
い
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
用
語
の
使
用
を
避
け
た
の
は
、
私
の
理
解
が
と
ど
い
て
い
な

い
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
目
的
は
藤
尾
あ
る
い
は
漱
石
を
精
神
分

析
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
〈
故
里
〉
に
関
し
て
は
、
「
生
存
の
孤
独
」

と
結
び
つ
い
た
〈
ふ
る
さ
と
〉
（
坂
口
安
吾
）
に
つ
い
て
、
西
谷
修
「
ふ
る
さ

と
、
ま
た
は
ソ
ラ
リ
ス
の
海
」
（
『
現
代
思
想
』
青
土
社
一
九
九
○
・
八
の

ち
『
戦
争
論
』
岩
波
書
店
所
収
一
九
九
二
・
一
○
）
が
、
井
口
時
男
「
物
語

の
壊
れ
る
と
き
Ｉ
坂
口
安
吾
と
小
林
秀
雄
」
（
『
物
語
論
／
破
局
論
』
論
創

社
一
九
八
七
・
七
）
の
論
考
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
優
れ
た
分
析
を
展
開
し
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
〈
動
く
も
の
〉

に
関
し
て
は
、
「
表
象
」
と
「
近
代
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
鋭
い
分
析
を
し
て

い
る
松
浦
寿
輝
の
論
考
（
『
平
面
論
』
岩
波
書
店
一
九
九
四
・
四
、
フ
ロ
イ

ト
／
ラ
カ
ン
と
の
関
連
で
は
と
く
に
そ
の
第
四
章
ヨ
現
実
的
な
る
も
の
』
を

め
ぐ
っ
て
」
、
第
十
一
章
「
鏡
と
幽
霊
」
な
ど
）
が
あ
る
こ
と
を
、
小
論
の
仕

上
げ
の
段
階
で
知
っ
た
。
不
明
を
恥
じ
る
ほ
か
な
い
が
、
そ
こ
で
氏
に
よ
っ
て

提
出
さ
れ
て
い
る
〈
貌
〉
と
い
う
概
念
、
あ
る
い
は
「
現
実
的
な
る
も
の
」
や

「
物
」
を
め
ぐ
っ
て
の
記
述
は
、
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
別
の
言
葉
で
は
あ

る
も
の
の
、
こ
こ
で
私
が
い
お
う
と
し
て
い
る
〈
動
く
も
の
〉
と
お
そ
ら
く
は

同
じ
も
の
に
つ
い
て
（
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
の
出
会
い

の
体
験
の
う
ち
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
）
、
よ
り

明
噺
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
語
り
尽
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
残
念
な

こ
と
に
、
小
論
で
は
こ
う
し
た
松
浦
氏
の
仕
事
の
成
果
を
う
ま
く
取
り
込
む
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
。

前
出
⑩
に
同
じ
。

小
宮
豊
隆
「
虞
美
人
草
」
（
『
漱
石
の
芸
術
』
岩
波
書
店
一
九
四
二
・
十
二
）
。

-12-


