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『
野
分
』
の
作
品
と
し
て
の
矛
盾
や
欠
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
多
く
の
指
摘

が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
批
判
の
多
く
は
、
白
井
道
也
は
よ
く
そ
の
行
動

や
主
張
を
貫
き
得
た
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

た
と
え
ば
西
垣
勤
①
は
、
「
江
湖
雑
誌
」
に
戦
せ
ら
れ
た
道
也
の
文
章
「
解
脱
と

拘
泥
」
、
あ
る
い
は
電
車
事
件
で
検
挙
さ
れ
た
同
僚
の
家
族
を
救
う
た
め
の
演
説

「
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
」
に
示
さ
れ
た
内
容
は
、
〈
今
尚
我
々
を
衝
つ
根
源
的
な
》

批
判
力
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
〈
文
学
的
内
面
的
な
ラ
デ
ィ

カ
リ
ズ
ム
》
に
す
ぎ
ず
、
政
治
的
社
会
的
な
行
為
や
行
動
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
〈
高
柳
の
結
核
療
養
の
た
め
の
中
野
輝
一
の
百
円

の
金
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
》
結
末
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
作
品
を
終
わ
る

た
め
の
便
宜
で
し
か
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
仮
に
中
野
が
『
人
格
論
』
を
出
版

す
れ
ば
、
道
也
は
兄
が
勤
め
る
会
社
の
社
主
の
息
子
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
さ
ら
に

『
人
格
論
』
の
出
版
ま
で
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
、
〈
も
し
そ
う
な
っ
た
あ
と
で

道
也
が
そ
の
内
実
を
知
れ
ば
憤
死
で
も
す
る
他
は
あ
る
ま
い
》
と
い
う
意
味
で
、

『
野
分
』
の
作
品
と
し
て
の
行
き
詰
ま
り
を
そ
こ
に
見
て
い
る
。

あ
る
い
は
酒
井
英
行
②
は
、
お
そ
ら
く
は
同
じ
点
に
つ
い
て
、
〈
道
也
に
は
、

「
わ
た
し
の
道
」
（
自
然
）
と
「
天
意
」
と
の
矛
盾
・
対
立
へ
の
問
い
詰
め
が
欠
落

し
て
い
る
。
自
己
内
面
の
「
自
然
」
と
「
天
意
」
と
の
予
定
調
和
が
、
道
也
の
独
善

的
な
行
動
力
の
母
胎
で
あ
る
。
自
己
を
過
信
し
た
道
也
が
、
前
の
め
り
に
自
己
を
社

会
・
他
者
に
投
企
し
て
ゆ
く
、
そ
の
切
迫
感
だ
け
が
空
転
し
て
い
る
の
だ
》
と
述
べ
、

道
也
の
演
説
に
お
い
て
は
、
大
学
教
授
の
足
立
に
対
す
る
侮
蔑
（
個
別
的
な
評
価
）

を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
「
学
者
」
を
一
般
化
し
、
そ
の
《
学
者
の
優
位
を
唱
え
》
て

し
ま
っ
て
い
る
点
を
あ
げ
て
、
単
な
る
「
学
者
」
と
自
己
を
峻
別
す
る
拠
点
で
あ
っ

た
「
文
学
者
」
と
し
て
の
自
己
定
立
が
崩
壊
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
結
末
に

関
し
て
は
、
「
作
者
」
に
よ
る
道
也
の
聖
化
、
道
也
と
の
一
体
化
に
よ
る
（
そ
の
崇

高
さ
へ
の
）
自
己
陶
酔
が
、
〈
高
柳
の
個
別
的
な
真
の
不
幸
》
を
見
落
と
す
結
果
に

な
り
、
〈
道
也
は
、
終
に
高
柳
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
》
、
《
高
柳
の

精
神
の
死
を
救
い
、
真
の
創
作
意
欲
を
起
こ
さ
せ
た
も
の
は
、
中
野
の
提
供
し
た
金

で
あ
っ
た
の
だ
》
と
し
て
い
る
。

は
じ
め
に

－1－
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武田充啓

し
か
し
村
瀬
士
朗
③
は
、
従
来
の
こ
う
し
た
代
表
的
な
見
方
と
は
異
な
っ
た
読
み

を
試
み
て
い
る
。
村
瀬
氏
は
、
『
野
分
』
は
結
果
的
に
は
白
井
道
也
の
行
動
や
主
張

が
よ
く
貫
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
読
み
を
示
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
読
み
は
十
分
な
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
氏
の
独
創
は
、

『
野
分
』
を
《
「
文
学
者
」
白
井
道
也
と
そ
の
読
み
手
の
関
係
そ
れ
自
体
を
作
品
内

に
と
り
込
ん
で
顕
在
化
し
た
》
作
品
と
し
て
読
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
村
瀬
氏
は
、

《
道
也
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
「
己
れ
」
を
換
え
て
行
動
す
る
高
柳
こ

そ
道
也
の
「
知
己
」
》
だ
と
し
、
『
野
分
』
を
〈
高
柳
の
自
己
変
革
の
ド
ラ
マ
》
と

し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
〈
「
小
説
家
」
高
柳
の
役
割
》
は
、
「
警
世
家
」
道
也
を

真
似
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
人
物
を
描
き
、
そ
の
「
人
格
」
を
世
に
伝
え

る
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
高
柳
の
「
自
己
を
代
表
す
べ
き
作
物
」
と
は
、
〈
白

井
道
也
を
描
い
た
『
野
分
』
と
い
う
作
品
そ
れ
自
体
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
》
・

『
野
分
』
は
、
高
柳
の
〈
「
志
」
を
作
品
化
し
た
も
の
》
で
あ
り
、
〈
そ
の
「
志
」

は
、
「
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
」
で
道
也
が
述
べ
た
「
予
言
」
を
実
現
す
る
べ
く
と
っ

た
作
品
末
尾
の
高
柳
の
行
為
に
こ
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
》
・
中
野
や
妻
や
兄

と
い
っ
た
〈
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
読
者
と
「
文
学
者
」
白
井
道
也
の
関
係
》
を
、

《
自
己
媒
介
し
て
提
示
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
「
作
者
」
は
道
也
の
「
知
己
」
高
柳

の
立
場
を
選
ん
で
》
い
る
。
結
末
の
高
柳
の
行
為
は
「
茶
番
」
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
れ
が
見
え
な
い
は
ず
が
な
い
「
作
者
」
は
、
高
柳
の
《
「
志
」
を
、
全
く
相
対
化

す
る
こ
と
な
く
》
〈
高
柳
と
一
体
化
し
、
高
柳
に
な
り
代
わ
っ
て
語
る
こ
と
で
テ
ク

ス
ト
を
閉
じ
》
て
い
る
。
そ
う
村
瀬
氏
は
読
む
の
で
あ
る
。
中
野
に
課
せ
ら
れ
た
問

題
に
つ
い
て
は
、
〈
高
柳
の
「
知
己
」
と
し
て
「
人
格
論
」
を
受
け
取
っ
て
変
化
す

る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
「
朋
友
」
と
し
て
の
中
野
に
対
す
る
問
い
で
あ
る
と
同
時

に
「
文
学
者
」
志
望
の
青
年
中
野
輝
一
に
「
文
学
者
」
と
し
て
の
態
度
決
定
を
迫
る

も
の
で
も
あ
る
》
と
し
、
〈
中
野
の
境
遇
や
作
中
の
あ
り
方
か
ら
「
人
格
論
」
の
行

方
を
決
定
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
》
〈
た
だ
作
中
に
描
か
れ
た
社
会

の
あ
り
よ
う
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
》
と
指
摘
し
、
〈
『
野
分
』

に
お
け
る
「
文
学
者
」
の
自
立
の
最
後
の
。
ハ
ト
ソ
は
私
達
読
者
の
も
と
に
託
さ
れ
て

あ
る
》
と
す
る
の
で
あ
る
。

『
野
分
』
を
高
柳
周
作
の
自
己
変
革
の
ド
ラ
マ
と
し
て
読
め
ば
、
そ
の
高
柳
の
最

後
の
行
為
に
お
い
て
、
白
井
道
也
の
主
張
は
貫
か
れ
て
い
る
と
見
る
点
で
は
、
私
は

基
本
的
に
村
瀬
氏
に
同
意
す
る
。
し
か
し
、
『
野
分
』
を
〈
「
文
学
者
」
の
自
立
》

「
白
井
道
也
は
文
学
者
で
あ
る
」
・
周
知
の
よ
う
に
『
野
分
』
は
こ
の
宣
言
め
い

た
一
文
に
よ
っ
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
文
学
者
」
で
あ
る
白
井
道
也
の
言

動
が
、
文
学
者
志
望
の
青
年
高
柳
周
作
を
「
感
化
」
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
を
持
つ
。

で
は
「
文
学
者
」
白
井
道
也
と
は
誰
か
。
八
年
前
に
大
学
を
卒
業
し
、
「
石
油
の

名
所
」
新
潟
か
ら
、
「
炭
鉱
の
烟
を
浴
び
」
る
九
州
、
「
他
県
の
も
の
を
外
国
人
と

呼
ぶ
」
中
国
地
方
の
田
舎
へ
と
中
学
を
「
流
し
て
」
歩
い
た
末
、
去
年
の
春
「
瓢
然

と
」
東
京
へ
「
戻
っ
て
来
た
」
男
。

の
物
語
と
し
て
そ
の
可
能
性
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
氏
の
姿
勢
に
対
し
て
は
若
干
の

疑
問
が
あ
る
。

以
下
、
小
論
で
は
、
『
野
分
』
を
「
文
学
者
」
と
い
う
「
関
係
」
の
成
立
の
物
語

と
し
て
捉
え
、
で
は
ど
う
い
う
条
件
に
お
い
て
「
文
学
者
」
と
い
う
「
関
係
」
が
成

立
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
見
解
を
示
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
道
也
と

高
柳
、
高
柳
と
中
野
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
し
か
「
感
化
」
が
お
よ
ば
な
い
こ

と
、
し
た
が
っ
て
『
野
分
』
の
「
文
学
者
」
は
、
一
対
一
で
向
か
い
合
う
二
人
の
間

に
の
み
成
立
す
る
特
別
な
「
関
係
」
と
し
て
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

ブ
（
》
。

こ
こ
で
、
の
ち
に
「
作
者
」
を
自
称
し
て
作
品
に
顔
を
出
し
も
す
る
語
り
手
は
、

「
手
柄
を
立
て
た
積
り
で
居
る
」
と
い
う
や
や
距
離
を
置
い
た
観
察
か
ら
「
人
物
が

三
度
教
師
と
な
っ
て
三
度
追
ひ
出
さ
れ
た
彼
は
、
追
ひ
出
さ
れ
る
度
に
博
士
よ

り
も
偉
大
な
手
柄
を
立
て
た
積
り
で
居
る
。
博
士
は
偉
か
ら
う
、
然
し
高
が
芸

で
取
る
称
号
で
あ
る
。
富
豪
が
製
艦
費
を
献
納
し
て
従
五
位
を
頂
戴
す
る
の
と

大
し
た
変
り
は
な
い
。
道
也
が
追
ひ
出
さ
れ
た
の
は
道
也
の
人
物
が
高
い
か
ら

で
あ
る
。
正
し
き
人
は
神
の
造
れ
る
凡
て
の
う
ち
に
て
最
も
尊
き
も
の
な
り
と

は
西
の
国
の
詩
人
の
言
葉
だ
。
道
を
守
る
も
の
は
神
よ
り
も
貴
し
と
は
道
也
が

追
は
る
入
毎
に
心
の
う
ち
で
繰
り
返
す
文
句
で
あ
る
。
但
し
妻
君
は
嘗
て
此
の

文
句
を
道
也
の
口
か
ら
聞
い
た
事
が
な
い
。
聞
い
て
も
分
か
る
ま
い
。
（
二

－

－ 2－
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高
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
断
定
へ
と
、
そ
の
視
線
を
道
也
に
寄
り
添
わ
せ
る
よ
う

に
す
っ
と
移
動
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
す
ぐ
あ
と
に
「
西
の
国
の
詩
人
」
と
い
う
他

人
の
言
葉
を
持
ち
出
し
て
ふ
た
た
び
距
離
を
と
り
、
「
神
よ
り
も
貴
し
」
と
い
う
道

也
自
身
の
言
葉
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
「
作
者
」
は
、
「
人
物
が
高
い
」
と
い
う
先

の
言
葉
の
出
所
を
暖
昧
に
し
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
響
き
と
し
て
残
ら
な
い
よ
う
に
配

慮
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
作
者
」
は
、
そ
の
視
点
の
揺
ら
ぎ
や
勇
み
足
を
隠
蔽
す
る

た
め
に
、
さ
ら
に
ま
た
道
也
の
人
物
を
相
対
的
に
は
は
っ
き
り
と
示
し
て
お
き
た
い

が
た
め
に
、
「
高
い
」
「
貴
し
」
と
い
っ
た
精
神
の
高
貴
さ
を
理
解
し
な
い
存
在
と

し
て
の
「
妻
」
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
「
俗
」
世
間
と
い
う
「
単
純
な
世
界
」
に
生
き
る
妻
に
は
「
夫
と
し
て
の

道
也
の
外
に
」
「
学
者
と
し
て
の
道
也
」
「
志
士
と
し
て
の
道
也
」
「
道
を
守
り
俗

に
抗
す
る
道
也
」
な
ど
い
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
、
で
は
彼
女
は
そ
の
「
単
純
な

世
界
」
を
生
き
る
一
人
の
人
間
と
し
て
道
也
に
拮
抗
す
る
だ
け
の
肉
体
的
な
存
在
感

な
り
、
日
常
生
活
者
の
論
理
な
り
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
「
作
者
」
は
道
也
に
近
寄
り
す
ぎ
た
と
き
に
は
、
す
ぐ
さ
ま
そ
こ
か
ら
離

れ
よ
う
と
し
、
ま
た
道
也
を
相
対
化
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か

し
、
実
の
と
こ
ろ
「
作
者
」
は
道
也
の
相
対
的
な
「
高
さ
」
を
す
で
に
あ
る
も
の
と

し
て
認
め
て
お
り
、
彼
の
「
高
さ
」
を
維
持
す
る
こ
と
に
積
極
的
に
加
担
し
て
も
い

る
の
で
あ
る
。
道
也
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
人
物
た
ち
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
む

し
ろ
相
対
的
に
道
也
よ
り
「
低
い
」
存
在
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
に
終
わ

る
。
そ
も
そ
も
道
也
に
拮
抗
し
得
る
人
物
が
い
な
い
以
上
、
相
対
化
が
で
き
な
い
の

は
目
に
見
え
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
「
作
者
」
に
は
最
初
か
ら
道
也
に
自
己
を
相

対
化
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
自
己
変
革
に
向
け
て
歩
を
進
め
さ
せ
る
気
な
ど
さ
ら
さ
ら
な

い
の
で
あ
る
。

同
化
は
社
会
の
要
素
に
違
な
い
。
仏
蘭
西
の
タ
ル
ド
と
云
ふ
学
者
は
社
会
は
模

倣
な
り
と
さ
へ
云
ふ
た
位
だ
。
同
化
は
大
切
か
も
知
れ
ぬ
。
其
大
切
さ
加
減
は

道
也
と
錐
ど
も
心
得
て
居
る
。
心
得
て
居
る
所
で
は
な
い
。
高
等
な
教
育
を
受

け
て
、
広
義
な
社
会
観
を
有
し
て
居
る
彼
は
、
凡
俗
以
上
に
同
化
の
功
徳
を
認

め
て
ゐ
る
。
た
箕
高
い
も
の
に
同
化
す
る
か
低
い
も
の
に
同
化
す
る
か
瞳
問
題

で
あ
る
。
此
問
題
を
解
釈
し
な
い
で
徒
ら
に
同
化
す
る
の
は
世
の
為
め
に
な
ら

ぬ
。
自
分
か
ら
云
へ
ぱ
一
分
が
立
た
ぬ
。
（
一
）

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
自
分
よ
り
「
高
い
」
も

の
に
は
「
同
化
」
し
て
も
よ
い
が
、
「
低
い
」
も
の
に
は
「
同
化
」
す
べ
き
で
な
い

し
、
し
た
く
な
い
。
「
高
い
」
自
分
は
、
「
低
い
」
誰
か
を
「
感
化
」
す
べ
き
な
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
自
分
の
使
命
な
の
で
あ
る
。

「
人
格
に
於
て
流
俗
よ
り
高
い
と
自
信
し
て
居
る
」
道
也
は
、
決
し
て
そ
の
先
を

自
問
し
た
り
、
自
分
を
疑
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
道
也
は
す
で
に
そ
う
し
た
問
題

を
超
越
し
た
「
崇
高
」
な
「
一
人
坊
つ
ち
」
な
の
で
あ
り
、
彼
自
身
が
自
分
の
「
滑

稽
」
さ
に
気
づ
い
て
「
低
き
に
就
く
」
よ
う
な
こ
と
な
ど
起
こ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

『
野
分
』
に
、
道
也
に
対
す
る
根
本
的
な
相
対
化
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
百
円
の
金
に

よ
っ
て
著
作
の
出
版
と
借
金
の
返
済
と
い
う
問
題
が
一
挙
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
、
そ
の
結
末
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
見
る
。

学
問
に
と
っ
て
「
芸
を
覚
え
る
こ
と
は
末
の
事
」
で
あ
り
、
本
当
は
「
人
間
が
出

来
上
が
る
の
が
目
的
」
で
あ
る
。
道
也
は
そ
う
考
え
る
。
し
か
し
「
世
は
名
門
を
謡

歌
す
る
、
世
は
富
豪
を
謡
歌
す
る
、
世
は
博
士
、
学
士
迄
も
謡
歌
す
る
」
（
三
）
。

な
ぜ
か
。
「
公
正
な
人
格
に
逢
ふ
て
、
位
地
を
無
に
し
、
金
銭
を
無
に
し
、
も
し
く

は
其
学
力
、
才
芸
を
無
に
し
て
、
人
格
其
物
を
尊
敬
す
る
事
を
解
し
て
居
ら
ん
。
人

間
の
根
本
義
た
る
人
格
に
批
判
の
標
準
を
置
か
ず
し
て
、
其
上
皮
た
る
附
属
物
を
以

て
凡
て
を
律
し
や
う
と
す
る
」
（
同
）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
附
属
物
が
本
体
を

踏
み
潰
す
世
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
あ
の
時
分
は
今
と
は
大
分
考
へ
も
違
っ
て
ゐ
た
。

己
れ
と
同
じ
様
な
思
想
や
ら
、
感
情
や
ら
持
っ
て
ゐ
る
も
の
は
珍
ら
し
く
あ
る
ま
い

世
が
容
れ
ぬ
な
ら
何
故
こ
ち
ら
か
ら
世
に
容
れ
ら
れ
や
う
と
は
せ
ぬ
？
世
に
容

れ
ら
れ
様
と
す
る
刹
那
に
道
也
は
綺
麗
に
消
滅
し
て
仕
舞
ふ
か
ら
で
あ
る
。
道

也
は
人
格
に
於
て
流
俗
よ
り
高
い
と
自
信
し
て
居
る
。
流
俗
よ
り
高
け
れ
ば
高

い
程
、
低
い
も
の
上
手
を
引
い
て
、
高
い
方
へ
導
い
て
や
る
の
が
責
任
で
あ
る
。

高
い
と
知
り
な
が
ら
も
低
き
に
就
く
の
は
、
自
か
ら
多
年
の
教
育
を
受
け
な
が

ら
、
此
の
教
育
の
結
果
が
も
た
ら
し
た
財
宝
を
床
下
に
埋
む
る
様
な
も
の
で
あ

る
。
自
分
の
人
格
を
他
に
及
ぼ
さ
ぬ
以
上
は
、
折
角
に
築
き
上
げ
た
人
格
は
、

築
き
上
げ
ぬ
昔
と
同
じ
く
無
功
力
で
、
築
き
上
げ
た
労
力
丈
を
徒
費
し
た
訳
に

な
る
。
（
中
略
）
学
問
は
綱
渡
り
や
皿
廻
し
と
は
違
ふ
。
芸
を
覚
え
る
の
は
末

の
事
で
あ
る
。
人
間
が
出
来
上
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
（
同
）
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こ
う
し
た
道
也
の
考
え
る
「
文
学
者
」
と
は
対
照
的
に
、
「
付
属
物
」
と
し
て
の

文
化
、
あ
る
い
は
文
学
を
生
き
る
人
間
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
青
年
が
中
野
輝
一

で
あ
る
。

彼
の
部
屋
に
あ
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
「
無
論
模
造
」
で
あ
る
。
彼
の
目
の
前
で
輝
く

と
信
じ
て
居
た
。
従
っ
て
文
筆
の
力
で
自
分
か
ら
卒
先
し
て
世
間
を
警
醒
し
や
う
と

云
ふ
気
に
も
な
ら
な
か
っ
た
」
（
三
）
・

で
は
「
附
属
物
」
（
文
学
士
と
い
う
肩
書
）
で
で
き
る
教
師
を
や
め
て
「
文
筆
の

力
」
と
い
う
「
本
体
」
で
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
「
江
湖
雑
誌
の
編
輯

で
二
十
円
、
英
和
字
典
の
編
纂
で
十
五
円
」
、
合
わ
せ
て
三
十
五
円
が
月
々
の
定
収

で
あ
り
、
「
此
外
に
」
新
聞
や
雑
誌
に
「
毎
日
毎
夜
筆
を
休
ま
せ
た
こ
と
は
な
い
位

に
」
書
い
て
、
「
た
ま
さ
か
二
円
、
三
円
の
報
酬
」
を
得
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
妻
や
兄
か
ら
は
「
無
考
」
「
困
っ
た
男
」
「
訳
が
わ
か
ら
な
い
」

「
変
人
」
「
無
鉄
砲
」
「
ど
う
か
し
て
居
る
」
「
馬
鹿
」
「
無
暗
」
「
頑
固
」
な
ど

と
罵
ら
れ
、
中
野
か
ら
は
「
愛
嬬
の
な
い
男
」
「
あ
れ
で
文
学
士
」
と
軽
蔑
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

道
也
は
「
文
学
は
ほ
か
の
学
問
と
は
違
ふ
」
の
だ
と
言
う
。
確
認
し
よ
う
。
で
は

道
也
の
い
う
「
文
学
」
と
は
何
で
あ
り
、
「
文
学
者
」
と
は
誰
で
あ
る
の
か
。

「
（
前
略
）
文
学
は
人
生
其
物
で
あ
る
。
苦
痛
に
あ
れ
、
困
窮
に
あ
れ
、
窮
愁

に
あ
れ
、
凡
そ
人
生
の
行
路
に
あ
た
る
も
の
は
即
ち
文
学
で
、
そ
れ
等
を
嘗
め

得
た
も
の
が
文
学
者
で
あ
る
。
文
学
者
と
云
ふ
の
は
原
稿
紙
を
前
に
置
い
て
、

熟
語
字
典
を
参
考
し
て
、
首
を
ひ
ね
っ
て
ゐ
る
様
な
閑
人
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。

円
熟
し
て
深
厚
な
趣
味
を
体
し
て
、
人
間
の
万
事
を
臆
面
な
く
取
り
捌
い
た
り
、

感
得
し
た
り
す
る
普
通
以
上
の
吾
々
を
指
す
の
で
あ
り
ま
す
。
其
取
り
捌
き
方

や
感
得
し
具
合
を
紙
に
写
し
た
の
が
文
学
書
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
書
物
は

読
ま
な
い
で
も
実
際
其
事
に
あ
た
れ
ば
立
派
な
文
学
者
で
す
。
従
っ
て
ほ
か
の

学
問
が
出
来
得
る
限
り
研
究
を
妨
害
す
る
事
物
を
避
け
て
、
次
第
に
人
世
に
遠

か
る
に
引
き
易
へ
て
文
学
者
は
進
ん
で
此
障
害
の
な
か
に
飛
び
込
む
の
で
あ
り

ま
す
。
」
（
六
）

二

婚
約
者
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
、
彼
女
の
父
親
が
競
馬
の
「
賭
」
で
儲
け
た
五
百
円
の

金
で
買
っ
た
指
輪
で
あ
り
、
そ
の
「
美
し
き
手
」
に
必
要
な
「
貴
き
飾
り
」
で
あ
る
。

ま
た
中
野
が
話
題
に
す
る
メ
リ
メ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
が
動
き
出
し
て
男
を
死
な
せ
て

し
ま
う
話
も
、
「
出
来
合
の
指
環
」
に
対
す
る
「
本
物
」
の
持
つ
力
の
恐
ろ
し
さ
を

伝
え
て
い
る
。
そ
こ
で
中
野
の
恋
人
は
、
彼
女
自
身
が
中
野
の
「
装
飾
品
」
に
す
ぎ

な
い
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
自
覚
し
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
、
本
気
で
怖
が
っ
て
み
せ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
甘
き
恋
に
酔
ひ
過
ぎ
た
る
」
中
野
は
性
懲
り
も
な
く
「
愛

す

嫡
に
酷
を
か
け
た
様
な
」
「
此
酸
味
に
舌
を
打
つ
」
の
で
あ
る
。

「
水
底
の
藻
」
が
次
作
『
虞
美
人
草
』
に
お
い
て
、
小
野
の
暗
い
出
自
や
彼
の
内

面
を
あ
ら
わ
す
瞼
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
ま
だ
先
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
「
過
去
」
の
蘇
り
と
し
て
〈
動
く
こ
と
〉

に
本
気
で
恐
れ
る
こ
と
に
な
る
の
も
ま
た
。

し
か
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
中
野
の
「
恋
愛
論
」
で
あ
る
。
「
現
代
青
年
の
煩
悶

に
対
す
る
解
決
と
云
ふ
題
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
高
説
」
と
は
、
ど
う
し
て
も
思
え
な

い
軽
薄
な
も
の
と
し
て
、
「
作
者
」
は
そ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は

見
過
ご
せ
な
い
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
我
々
が
生
涯
を
通
じ
て
受
け
る
煩
悶
の
う
ち
で
、
尤
も
痛
切
な
尤
も
深
刻
な
、

又
尤
も
激
烈
な
煩
悶
は
恋
よ
り
外
に
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で
す
。
（
中
略
）

我
々
が
一
度
び
此
煩
悶
の
炎
火
の
う
ち
に
入
る
と
非
常
な
変
形
を
う
け
る
の
で

す
」
／
「
変
形
？
で
す
か
」
／
「
え
些
形
を
変
ず
る
の
で
す
。
今
迄
は
只
ふ

わ
ふ
わ
浮
い
て
居
た
。
世
の
中
と
自
分
の
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
、
の
ん

べ
ん
ぐ
ら
り
ん
に
暮
ら
し
て
居
た
の
が
、
急
に
自
分
が
明
瞭
に
な
る
ん
で
す
」
／

「
自
分
が
明
瞭
と
は
？
」
／
「
自
分
の
存
在
が
で
す
。
自
分
が
生
き
て
居
る
様

な
心
持
ち
が
確
然
と
出
て
く
る
の
で
す
。
だ
か
ら
恋
は
一
方
か
ら
云
へ
ぱ
煩
悶

二
人
の
世
界
は
愛
の
世
界
で
あ
る
。
愛
は
尤
も
真
面
目
な
る
遊
戯
で
あ
る
。
遊

戯
な
る
が
故
に
絶
体
絶
命
の
時
に
は
必
ず
姿
を
隠
す
。
愛
に
戯
れ
る
余
裕
の
あ

る
人
は
至
幸
で
あ
る
。
／
愛
は
真
面
目
で
あ
る
。
真
面
目
で
あ
る
か
ら
深
い
。

同
時
に
愛
は
遊
戯
で
あ
る
。
遊
戯
で
あ
る
か
ら
浮
い
て
ゐ
る
。
深
く
し
て
浮
い

て
ゐ
る
も
の
は
水
底
の
藻
と
青
年
の
愛
で
あ
る
。
（
七
）

－4－



118
夏目漱石『野分』の「文学者」

「
世
の
中
が
、
ど
れ
程
悲
観
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
位
は
知
っ
て
る
積
り
だ
」
と

い
う
中
野
は
、
書
物
の
上
で
だ
け
で
は
な
く
「
実
際
だ
っ
て
、
是
で
中
々
苦
痛
も
あ

り
煩
悶
も
あ
る
ん
だ
よ
」
と
高
柳
に
言
っ
て
み
せ
て
い
る
。
む
ろ
ん
高
柳
は
「
高
い

山
か
ら
谷
底
を
見
下
ろ
し
た
様
」
に
、
中
野
を
相
手
に
し
な
い
。
「
訳
は
段
々
話
す

よ
」
と
い
う
中
野
の
「
訳
」
は
決
し
て
話
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
高
柳
は
「
公
然
と

に
や
に
や
笑
っ
た
。
些
つ
と
は
察
し
る
積
り
で
も
、
察
し
や
う
が
な
い
」
か
ら
で
あ

る
。
中
野
は
恋
の
「
理
論
家
」
で
あ
っ
て
恋
の
「
実
際
家
」
で
は
な
い
。
し
か
し
彼

が
否
応
な
く
実
際
家
と
し
て
生
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
必
ず
嘗
め
る
で
あ

ろ
う
「
煩
悶
」
を
、
す
で
に
そ
の
存
在
の
深
奥
に
潜
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
こ
Ｌ

ろ
』
に
お
い
て
結
晶
す
る
こ
と
に
な
る
、
「
恋
」
と
そ
れ
に
よ
る
存
在
の
「
変
形
」

偕
段
」
説
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、

は
ま
り
そ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

唐
突
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
『
こ
上
ろ
』
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
他
に

も
理
由
が
あ
る
。
『
こ
上
ろ
』
の
先
生
が
青
年
の
「
私
」
に
告
げ
る
、
「
恋
に
上
る

階
段
」
説
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
こ
『
野
分
』
に
お
い
て
も
、
同
様
に
あ
て

ろ
』
に
お
い
て
結
晶
す
る
こ
と
に
な
る
、
「
恋
」
と
そ
れ
に
よ
る
存
在
の
霊

と
い
う
主
題
の
淵
源
は
、
『
野
分
』
の
こ
の
中
野
の
言
葉
に
あ
る
の
で
あ
る
。

に
相
違
な
い
が
、
然
し
此
煩
悶
を
経
過
し
な
い
と
自
分
の
存
在
を
生
涯
悟
る
事

が
出
来
な
い
の
で
す
。
（
中
略
）
夫
だ
か
ら
恋
の
煩
悶
は
決
し
て
他
の
方
法
に

よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
い
。
恋
を
解
決
す
る
も
の
は
恋
よ
り
外
に
な
い
で
す
。
恋

は
吾
人
を
し
て
煩
悶
せ
し
め
て
、
又
吾
人
を
し
て
解
脱
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
」

（
一
一
一
）

「
今
そ
れ
程
動
い
ち
ゃ
ゐ
ま
せ
ん
」

「
あ
な
た
は
物
足
り
な
い
結
果
私
の
所
に
動
い
て
來
た
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
そ
れ
は
左
右
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
然
し
そ
れ
は
恋
と
は
違
ひ
ま
す
」

「
恋
に
上
る
偕
段
な
ん
で
す
。
異
性
と
抱
き
合
ふ
順
序
と
し
て
、
ま
づ
同
性

の
私
の
所
へ
動
い
て
來
た
の
で
す
」

「
私
に
は
二
つ
の
も
の
が
全
く
性
質
を
異
に
て
し
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
」

「
い
や
同
じ
で
す
。
（
中
略
）
あ
な
た
が
私
か
ら
餘
所
へ
動
い
て
行
く
の
は

仕
方
が
な
い
。
私
は
寧
ろ
そ
れ
を
希
望
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
然
し
…
…
」

（
『
こ
上
ろ
』
上
十
三
）

恋
は
罪
悪
で
す
よ
。
そ
れ
は
貴
方
も
よ
く
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
と
先
生
は

青
年
の
「
私
」
に
言
う
。
そ
こ
で
先
生
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
人
は
「
恋
に
上
る
階

段
」
を
上
が
っ
て
い
く
の
だ
が
、
自
分
が
今
ど
の
段
に
足
を
乗
せ
て
い
る
か
は
知
り

得
な
い
、
気
が
つ
く
の
は
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
「
階
段
」
を
一
つ
上
っ
て
し
ま
っ
た

後
か
ら
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
こ
と
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
故
郷
」
が
捨
て
ら
れ
て
初

め
て
「
発
見
」
さ
れ
る
よ
う
に
。

「
も
と
は
極
親
密
で
し
た
。
然
し
ど
う
も
い
か
ん
で
す
。
近
頃
は
ｌ
ｌ
何
だ
か
１

１
未
来
の
細
君
か
何
か
出
来
た
ん
で
、
あ
ん
ま
り
交
際
し
て
く
れ
な
い
の
で
す
」

（
六
）
・
実
の
と
こ
ろ
、
中
野
は
高
柳
を
捨
て
て
「
異
性
」
の
恋
人
の
も
と
に
走
っ

た
の
で
あ
り
、
高
柳
は
ま
た
中
野
を
離
れ
「
異
性
と
抱
き
合
ふ
順
序
と
し
て
、
ま
づ
」

道
也
先
生
の
所
へ
動
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
異
性
」
が
、
た
ん
に
女
性
を
の
み

さ
す
の
で
は
な
く
、
彼
の
憧
れ
や
理
想
を
振
り
向
け
る
対
象
と
な
る
も
の
の
瞼
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
高
柳
に
は
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
、
「
異

性
」
へ
と
「
偕
段
」
を
上
っ
て
い
く
た
め
の
時
間
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点

が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
高
柳
の
「
恋
」
は
「
順
序
」
と
し
て
の
も

の
を
超
え
た
、
あ
る
特
別
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

中
野
の
「
住
む
半
球
に
は
今
迄
い
つ
で
も
日
が
照
っ
て
居
た
」
・
だ
か
ら
自
分
の

さ
ぞ

足
の
下
に
真
っ
暗
な
半
球
が
あ
る
と
気
が
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
「
嚥
暗
い
事
だ
ら
う

と
身
に
沁
み
て
ぞ
つ
と
す
る
事
は
あ
る
ま
い
」
。

し
か
し
、
ま
ず
は
高
柳
と
中
野
の
関
係
か
ら
見
て
い
こ
う
。

同
じ
年
に
卒
業
し
た
も
の
は
両
手
の
指
を
二
三
度
屈
す
る
程
ゐ
る
。
然
し
此
二

人
位
親
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
此
両
人
が
卒
然
と
交
を
訂
し
て
か

ら
、
傍
目
に
も
不
審
と
思
は
れ
る
位
促
懇
な
間
柄
と
な
っ
た
。
（
中
略
）
／
天

下
に
親
し
き
も
の
が
只
一
人
あ
っ
て
、
只
此
一
人
よ
り
外
に
親
し
き
も
の
を
見

出
し
得
ぬ
と
き
、
此
一
人
は
親
で
も
あ
る
。
兄
弟
で
も
あ
る
。
さ
て
は
愛
人
で

あ
る
。
高
柳
君
は
単
な
る
朋
友
を
以
て
中
野
君
を
目
し
て
は
居
ら
ぬ
。
（
二
）

I■■■■■
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道
也
が
妻
を
「
金
さ
へ
と
れ
Ｌ
ば
」
よ
い
と
考
え
て
い
る
人
間
だ
と
見
な
し
て
い

る
よ
う
に
、
高
柳
は
中
野
を
「
生
活
に
は
困
ら
な
い
し
、
時
間
は
充
分
あ
る
し
、
勉

強
は
し
た
い
丈
出
来
る
し
、
述
作
は
思
ふ
通
り
に
や
れ
る
」
「
実
に
幸
福
」
な
人
間

だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
「
妻
君
は
次
第
と
自
分
の
傍
を
遠
退
く
様
に
な
っ
た
」
と

高
柳
に
と
っ
て
中
野
は
「
親
」
で
あ
り
「
兄
弟
」
で
あ
り
「
愛
人
」
で
あ
る
。
と

同
時
に
中
野
は
、
ま
た
足
の
裏
を
向
き
合
わ
せ
て
い
る
以
外
に
「
何
等
の
交
渉
も
な

い
」
人
間
で
あ
る
。
こ
の
落
差
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
た
ん
に
そ
の
精
神
生

活
と
経
済
生
活
と
を
分
け
て
そ
う
言
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
高

柳
と
中
野
の
関
係
は
、
道
也
と
そ
の
妻
お
政
の
関
係
に
似
て
い
る
。

博
士
に
な
り
、
教
授
に
な
り
、
空
し
き
名
を
空
し
く
世
間
に
謡
は
れ
る
が
為
、

其
反
響
が
妻
君
の
胸
に
轟
い
て
、
急
に
夫
の
待
遇
を
変
へ
る
な
ら
ば
此
細
君
は

夫
の
知
己
と
は
云
へ
ぬ
。
世
の
中
が
夫
を
遇
す
る
朝
夕
の
模
様
で
、
夫
の
価
値

を
朝
夕
に
変
へ
る
細
君
は
、
夫
を
評
価
す
る
上
に
於
て
、
世
間
並
み
の
一
人
で

あ
る
。
（
中
略
）
従
っ
て
夫
か
ら
見
れ
ば
あ
か
の
他
人
で
あ
る
。
（
中
略
）
道

也
は
自
分
の
妻
を
矢
張
り
こ
の
同
類
と
心
得
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。
至
る
所
に
容

れ
ら
れ
ぬ
上
に
、
至
る
所
に
起
居
を
共
に
す
る
細
君
さ
へ
自
分
を
解
し
て
く
れ

な
い
の
だ
と
悟
っ
た
ら
、
定
め
て
心
細
い
だ
ら
う
。
（
中
略
）
順
境
に
あ
る
者

が
細
君
の
心
事
を
こ
こ
迄
に
解
剖
す
る
必
要
が
な
い
。
（
中
略
）
病
気
も
無
い

の
に
汚
い
も
の
を
顕
微
鏡
で
眺
め
る
の
は
、
事
な
き
に
苦
し
ん
で
肥
柄
杓
を
振

り
廻
す
と
一
般
で
あ
る
。
只
此
順
境
が
一
転
し
て
逆
落
と
し
に
運
命
の
淵
へ
こ

ろ
が
り
込
む
時
、
如
何
な
夫
婦
の
間
に
も
気
ま
づ
い
事
が
起
る
。
親
子
の
絆
も

ぽ
つ
り
と
切
れ
る
。
美
し
い
の
は
血
の
上
を
薄
く
蔽
ふ
皮
の
事
で
あ
っ
た
と
気

が
つ
く
。
道
也
は
ど
こ
迄
気
が
つ
い
た
か
知
ら
ぬ
。
（
一
）

高
柳
君
は
此
暗
い
所
に
淋
し
く
住
ん
で
ゐ
る
人
間
で
あ
る
。
中
野
君
と
は
只
大

地
を
踏
ま
へ
る
足
の
裏
が
向
き
合
っ
て
居
る
と
云
ふ
外
に
何
等
の
交
渉
も
な
い
。

縫
ひ
合
は
さ
れ
た
大
島
の
表
と
秩
父
の
裏
と
は
覚
束
な
き
針
の
目
を
忍
ん
で
繋

ぐ
、
細
い
糸
の
御
蔭
で
あ
る
。
此
細
い
も
の
を
、
す
る
す
る
と
抜
け
ば
鹿
児
島

県
と
埼
玉
県
の
間
に
は
依
然
と
し
て
何
百
里
の
山
河
が
横
た
わ
っ
て
居
る
。（

一
一
）

『
こ
上
ろ
』
の
「
偕
段
」
に
せ
よ
、
『
野
分
』
の
「
階
段
」
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
、

本
人
の
意
志
や
意
識
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
的
に
人
を
運
ん
で
い
く
よ
う
な
も
の
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
人
は
「
一
歩
で
も
退
く
事
は

な
ら
ぬ
」
の
で
あ
る
。

中
野
は
「
余
裕
」
が
あ
る
と
い
う
点
で
高
柳
よ
り
高
い
位
置
に
い
る
。
し
か
し
、

お
な
じ
そ
の
「
余
裕
」
の
た
め
に
高
柳
の
真
の
不
幸
に
気
が
つ
か
な
い
、
聞
き
出
し

得
な
い
と
い
う
点
で
、
高
柳
に
「
高
い
山
か
ら
谷
底
を
見
下
ろ
し
た
様
に
」
見
下
げ

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
高
柳
は
、
の
ち
に
道
也
に
は
告
白
す
る
自
分
の
「
過
去
」

を
、
中
野
に
は
一
言
も
打
ち
明
け
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
中
野
は
恋
人
に
高
柳
の
出

身
を
尋
ね
ら
れ
て
、
「
農
、
な
ん
で
せ
う
」
な
ど
と
寝
ぼ
け
た
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
高
柳
と
中
野
は
こ
の
程
度
に
「
親
し
い
」
間
柄
だ
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

高
柳
は
、
自
分
の
上
っ
て
い
る
「
階
段
」
が
ど
う
も
違
う
、
中
野
の
後
を
追
い
か

け
て
い
く
の
で
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
自
分
が
自
分
ら
し
く
あ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
ど
う
し
て
い
い
の
か
わ

か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

書
か
れ
、
壁
に
「
細
君
の
影
が
写
っ
て
ゐ
る
。
其
影
と
細
君
と
は
同
じ
様
に
無
意
義

に
道
也
の
眼
に
映
じ
た
」
と
さ
れ
る
。
「
至
る
所
に
起
居
を
共
に
す
る
細
君
」
は
し

か
し
、
や
は
り
道
也
に
と
っ
て
「
何
等
の
交
渉
も
な
い
」
人
間
な
の
で
あ
る
。

中
野
君
は
無
論
上
等
で
あ
る
。
高
柳
君
を
顧
み
な
が
ら
、
こ
つ
ち
だ
よ
と
、
さ

も
物
馴
れ
た
さ
ま
に
云
ふ
。
今
日
に
限
っ
て
、
特
別
に
下
等
席
を
設
け
て
貰
っ

て
、
そ
こ
へ
自
分
丈
這
入
っ
て
聴
い
て
見
た
い
と
一
人
坊
つ
ち
の
青
年
は
、
中

野
君
の
あ
と
を
付
け
な
が
ら
階
段
を
上
ぼ
り
っ
上
考
へ
た
。
己
れ
の
右
を
上
る

人
も
、
左
り
を
上
る
人
も
、
又
あ
と
か
ら
ぞ
ろ
ぞ
ろ
つ
い
て
来
る
も
の
も
、
皆

異
種
類
の
動
物
で
、
わ
ざ
と
自
分
を
包
囲
し
て
、
の
つ
ぴ
き
さ
せ
ず
二
階
の
大

広
間
へ
押
し
上
げ
た
上
、
あ
と
か
ら
、
慰
み
半
分
に
手
を
拍
っ
て
笑
ふ
策
略
の

様
に
思
は
れ
た
。
（
四
）
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つ
ぎ
に
高
柳
と
道
也
の
関
係
を
見
よ
う
。

高
柳
は
道
也
の
「
知
己
」
と
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
前
か
ら
、

道
也
の
「
同
類
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
零
落
」
し
た

な
り

「
服
装
」
に
お
い
て
「
伯
中
の
間
」
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
高
柳
も
ま
た

彼
な
り
の
「
本
体
」
論
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
入
ら
な
い
切
符
杯
を
買
ふ

は

の
か
い
」
「
穿
め
も
し
な
い
手
袋
を
握
っ
て
歩
い
て
る
の
は
何
の
為
め
だ
い
」
（
四
）

と
高
柳
は
中
野
に
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
高
柳
の
「
本
体
」
論
は
、
彼
の
文
学

観
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
柳
は
道
也
に
対
し
て
、
あ
る
特
別
な
出
会
い
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
く
生
ま

れ
て
初
め
て
〉
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
二
人
を
媒
介
す
る
の
が
中
野
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
見
や
す
い
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
、
こ
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
〈
生
ま
れ
て

初
め
て
〉
の
経
験
を
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

取
材
の
た
め
に
中
野
を
訪
ね
た
道
也
は
、
「
生
ま
れ
て
か
ら
未
だ
嘗
て
こ
ん
な
綺

麗
な
室
へ
這
入
っ
た
事
は
な
い
」
と
い
う
経
験
を
し
て
い
る
（
三
）
。
そ
し
て
こ
の

と
き
の
中
野
の
談
話
が
「
僕
の
恋
愛
観
」
と
い
う
表
題
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
同
じ
江

湖
雑
誌
上
に
、
道
也
（
憂
世
子
）
の
「
解
脱
と
拘
泥
」
も
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
高
柳

は
そ
れ
を
読
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
道
也
の
文
章
と
の
出
会
い
は
、
高
柳

が
中
野
に
連
れ
ら
れ
て
「
生
ま
れ
て
か
ら
、
是
が
始
め
て
」
と
い
う
音
楽
会
（
四
）

の
経
験
の
す
ぐ
あ
と
の
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
解
脱
と
拘
泥
」
を
読
む
高
柳
は
「
今
迄
解
脱
の
二
字
に
於
て
曾
て
考
へ
た
事
は

な
か
っ
た
」
こ
と
に
気
づ
く
（
五
）
。
そ
し
て
道
也
を
訪
ね
た
高
柳
は
丁
寧
に
頭
を

「
自
然
な
ん
て
、
ど
う
で
も
い
上
ぢ
や
な
い
か
。
（
中
略
）
僕
の
は
書
け
ば
、

そ
ん
な
夢
を
見
た
様
な
も
の
ぢ
や
な
い
ん
だ
か
ら
な
。
（
中
略
）
た
と
え
飛
び

立
つ
程
痛
く
っ
て
も
、
自
分
で
自
分
の
身
体
を
切
っ
て
見
て
、
成
る
程
痛
い
な

と
云
う
所
を
充
分
書
い
て
、
人
に
知
ら
せ
て
遣
り
た
い
。
呑
気
な
も
の
や
気
楽

な
も
の
は
到
底
夢
に
も
想
像
し
得
ら
れ
ぬ
奥
の
方
に
こ
ん
な
事
実
が
あ
る
。
人

間
の
本
体
は
こ
上
に
あ
る
の
を
知
ら
な
い
か
と
、
世
の
道
楽
も
の
に
教
へ
て
、

（
中
略
）
恐
れ
入
っ
た
と
頭
を
下
げ
さ
せ
る
の
が
僕
の
願
い
な
ん
だ
」
（
三

四

下
げ
て
い
る
。
「
丁
寧
に
頭
を
下
げ
た
事
は
今
迄
何
度
も
あ
る
。
然
し
此
時
の
様
に

快
く
頭
を
下
げ
た
事
は
な
い
」
く
ら
い
に
丁
寧
に
、
「
同
類
に
対
す
る
愛
隣
の
念
よ

り
生
ず
る
真
正
の
御
辞
儀
」
を
す
る
の
で
あ
る
（
六
）
。
そ
し
て
そ
の
文
章
を
評
価

さ
れ
た
道
也
は
「
然
し
今
迄
僕
の
文
章
を
見
て
ほ
め
て
く
れ
た
も
の
は
一
人
も
な
い
。

君
丈
で
す
よ
」
と
打
ち
明
け
る
の
で
あ
る
。

高
柳
は
自
分
の
「
歴
史
」
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。
郵
便
局
の
役
人
で
あ
り
、
公

金
を
横
領
し
牢
獄
の
中
で
肺
病
死
し
た
父
親
か
ら
、
そ
の
「
罪
」
と
「
病
」
が
「
遺

伝
」
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
暗
い
「
過
去
」
が
、
輝
か
し
い
「
未
来
」
の
成

功
を
奪
い
、
「
麺
麹
の
為
め
」
だ
け
に
生
き
る
「
現
在
」
に
自
分
を
縛
り
つ
け
て
い

る
の
だ
と
、
高
柳
は
悩
む
の
で
あ
る
（
八
）
。

し
て
く
れ
る
解
脱
の
力
が
あ
る
の
だ
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
「
作
者
」
は
「
今
迄
」

に
「
な
か
っ
た
」
こ
と
と
し
て
二
人
の
出
会
い
を
綴
っ
て
い
く
。
そ
う
し
て
高
柳
は
、

道
也
の
演
説
「
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
」
に
対
し
て
や
は
り
、
「
生
ま
れ
て
始
め
て
こ

ん
な
痛
快
な
感
じ
を
得
た
」
と
い
う
経
験
を
す
る
の
で
あ
る
（
十
二
）
・
だ
か
ら
中

野
が
高
柳
の
転
地
療
養
の
た
め
に
都
合
し
た
百
円
に
つ
い
て
、
「
百
円
の
金
は
聞
い

た
事
が
あ
る
。
が
見
た
の
は
是
が
始
め
て
堂
あ
る
。
使
ふ
の
は
勿
論
の
事
始
め
て
壁

あ
る
」
と
書
か
れ
る
と
き
、
高
柳
は
そ
の
「
百
円
」
を
、
い
ず
れ
道
也
に
密
接
に
関

わ
る
か
た
ち
で
「
使
ふ
」
こ
と
に
な
る
の
だ
な
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

村
瀬
氏
も
言
う
よ
う
に
『
野
分
』
の
評
価
の
鍵
は
、
道
也
の
『
人
格
論
』
の
出
版

と
借
金
に
関
わ
っ
て
や
り
と
り
さ
れ
る
百
円
の
め
ぐ
る
回
路
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
解

釈
す
る
か
に
あ
る
。

結
核
に
な
っ
た
高
柳
は
、
中
野
に
百
円
の
金
を
借
り
て
転
地
療
養
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
暇
乞
い
に
道
也
を
訪
ね
る
と
、
借
金
取
り
が
来
て
い
て
、
百
円
の
金
の
取
り

立
て
を
し
て
い
る
。
高
柳
は
、
中
野
に
借
り
た
手
元
の
百
円
で
道
也
の
「
人
格
論
」

の
原
稿
を
買
い
取
り
、
そ
れ
を
自
分
の
著
作
の
「
代
り
」
と
し
て
中
野
に
届
け
よ
う

と
「
暗
き
夜
の
中
に
紛
れ
去
」
る
の
で
あ
る
。

小
森
陽
一
は
こ
の
〈
「
百
円
」
の
流
通
過
程
を
客
観
的
に
見
て
み
る
と
、
そ
の
中

に
は
多
く
の
潜
在
的
な
裏
切
り
が
内
包
さ
れ
て
》
い
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
次
の
四

の
だ
と
、
高
柳
は
悩
む
の
で
あ
る
（
八
）
。

し
か
し
〈
生
ま
れ
て
初
め
て
〉
の
経
験
に
な
ら
、
そ
う
い
う
「
現
在
」
か
ら
解
放

五
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（
二
道
也
は
高
柳
に
対
し
て
「
君
丈
」
が
「
僕
の
知
己
で
す
ね
」
と
い
っ
て
い
た
。

そ
の
高
柳
に
彼
自
身
の
著
作
と
し
て
、
そ
れ
「
よ
り
偉
大
な
る
」
も
の
と
し
て

選
ば
れ
た
こ
と
こ
そ
が
、
道
也
に
と
っ
て
真
に
「
文
学
者
」
に
な
る
こ
と
で
は

な
か
っ
た
か
。
も
と
も
と
「
人
格
論
」
の
出
版
の
予
定
が
立
た
な
か
っ
た
の
も

道
也
に
「
知
己
」
や
「
同
類
」
が
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
世
の
中
が
道
也

を
遇
す
る
「
朝
夕
の
模
様
」
で
道
也
の
価
値
を
「
朝
夕
に
変
え
る
」
よ
う
な

〈
読
者
〉
な
ら
「
あ
か
の
他
人
」
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
、
真
に
必
要
と
し
て

い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

（
四
）
に
つ
い
て
は
し
か
し
、
「
訳
の
わ
か
っ
た
」
「
文
学
者
」
高
柳
が
、
「
金
」

の
使
い
方
を
「
金
満
家
」
中
野
に
教
え
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
れ
ば
、
逆
に
道
也
の

思
想
に
忠
実
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
問
題
は
、
道
也
の

原
稿
を
高
柳
か
ら
受
け
取
っ
た
中
野
が
「
人
格
論
」
を
出
版
し
さ
え
す
れ
ば
解
消
す

る
問
題
で
あ
る
。
小
森
氏
も
ま
た
道
也
の
「
人
格
論
」
が
日
の
目
を
見
な
い
だ
ろ
う

こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、

（
二
道
也
が
「
人
格
論
」
を
書
い
た
の
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
思
想
に
よ
っ
て
読
者

に
働
き
か
け
る
た
め
だ
。
「
人
格
論
」
を
出
版
し
て
な
る
べ
く
多
く
の
読
者
に

自
分
の
思
想
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
、
高
柳
の
行
為
は
道
也
が
「
文
学

者
」
と
な
る
可
能
性
を
摘
み
取
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
二
）
借
金
の
取
り
立
て
は
、
兄
が
、
資
本
家
を
批
判
す
る
道
也
の
言
論
活
動
を
封
殺

す
る
た
め
に
仕
組
ん
だ
罠
で
あ
り
、
高
柳
の
行
為
は
結
果
的
に
中
野
の
父
（
道

也
の
兄
の
会
社
の
経
営
者
）
を
利
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
三
）
高
柳
は
将
来
の
自
分
の
著
作
と
引
き
換
え
に
百
円
を
借
り
て
い
る
。
だ
と
す
れ

ば
高
柳
は
中
野
と
の
約
束
を
破
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
「
文
学
者
」
に
な

る
可
能
性
を
摘
み
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
四
）
道
也
は
「
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
」
と
い
う
演
説
で
「
人
事
上
」
に
金
銭
の
力
を

作
用
さ
せ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。
高
柳
自
身
や
道
也
の
「
人
事
上
」
の
問

題
に
、
金
満
家
で
あ
る
中
野
の
金
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
高
柳
は
、
そ
の
意
味
で

道
也
の
思
想
を
裏
切
っ
て
い
る
。

っ
に
ま
と
め
て
い
る
④
。

と
い
う
疑
問
は
残
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
も
近
い
将
来
の
高
柳
の
死
と
中
野
の
金
が

あ
っ
て
初
め
て
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
消
せ
な
い
事
実
で
あ
り
、

こ
れ
以
上
に
な
い
皮
肉
で
あ
り
、
逆
説
で
あ
る
の
だ
が
。

し
か
し
右
の
こ
と
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
「
文
学
者
」
と
は
何
か
を
も
う
少
し
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
中
野
は
、
療
養
費
を
負
担
す
る
代
わ
り
に
、
高
柳
の
「
一
大
傑
作
」
を

も
ら
い
受
け
、
そ
れ
を
「
世
間
へ
」
出
す
と
い
う
契
約
を
申
し
出
て
い
た
。
し
か
し

こ
れ
は
、
村
瀬
氏
の
言
う
よ
う
に
く
「
無
意
味
に
人
の
世
話
に
な
る
の
が
厭
」
と
い

う
高
柳
に
療
養
費
を
う
け
と
ら
せ
る
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
い
》
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

も
し
「
方
便
」
で
そ
う
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
中
野
の
目
的
は
高
柳
を
転
地
さ
せ

療
養
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
中
野
は
高
柳
の
持
ち
込
ん
だ
道
也
の
「
人

格
論
」
に
対
し
て
、
口
で
は
貰
う
と
言
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
（
そ
こ
に
「
金
持
」

批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
の
な
ら
な
お
さ
ら
？
）
出
版
を
本
気
で
考
え
る
こ
と
な
く
、

高
柳
に
対
し
て
あ
ら
た
め
て
百
円
の
金
の
用
立
て
を
申
し
出
る
こ
と
さ
え
も
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
反
対
に
、
も
し
中
野
が
「
真
面
目
」
で
そ
う
し
た
の
な
ら
、

つ
ま
り
高
柳
を
「
保
護
」
す
る
こ
れ
ま
で
の
一
段
高
い
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
高
柳

と
対
等
の
立
場
で
契
約
を
申
し
出
て
い
る
の
な
ら
、
高
柳
自
身
の
著
作
こ
そ
が
中
野

に
と
っ
て
は
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
高
柳
の
「
自
己
を
代
表
す
べ
き

作
物
を
転
地
先
よ
り
も
た
ら
し
帰
る
代
り
に
」
と
い
う
「
代
り
に
」
が
、
い
く
ら
高

柳
に
と
っ
て
「
よ
り
偉
大
な
る
人
格
論
」
で
あ
っ
て
も
、
中
野
に
お
い
て
は
成
り
立

ち
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
や
は
り
道
也
か
ら
中
野
へ
の
「
感
化
」
の
線
は
、
切
れ
て
い
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
中
野
に
と
っ
て
道
也
は
、
直
接
に
は
「
文
学
者
」
と
呼

べ
る
（
呼
び
合
え
る
）
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

雑
誌
を
編
集
し
字
典
を
編
纂
す
る
三
文
文
士
と
「
地
理
教
授
法
の
翻
訳
の
下
働
き
」

で
口
を
糊
す
る
「
筆
耕
」
。
し
か
し
目
の
前
の
青
年
を
「
知
己
」
と
呼
び
「
君
丈
で

す
」
と
打
ち
明
け
た
男
と
、
「
先
生
、
私
は
あ
な
た
の
弟
子
で
す
」
と
告
白
し
自
分

自
身
の
作
物
と
し
て
「
先
生
」
の
著
作
の
す
べ
て
（
著
者
名
ま
で
も
）
を
〈
引
用
〉

（
二
）
同
様
に
、

同
様
に
、
高
柳
は
こ
の
行
為
に
お
い
て
の
み
（
道
也
と
高
柳
に
共
通
す
る
理
想

と
し
て
の
）
「
文
学
者
」
の
可
能
性
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
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す
る
男
。
こ
う
し
た
道
也
と
高
柳
の
特

「
文
学
者
」
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
里

を
前
提
に
し
て
初
め
て
出
現
す
る
「
真
奉

る
も
の
な
ど
あ
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

窮
地
を
救
わ
れ
る
道
也
は
、
た
し
か
に
道
化
に
見
え
る
。
し
か
し
、
小
森
氏
も
い

う
よ
う
に
、
こ
の
事
態
は
読
者
に
し
か
把
握
で
き
な
い
。
も
し
も
漱
石
が
理
想
の
喪

失
を
生
き
る
当
代
青
年
層
に
対
す
る
処
方
菱
と
し
て
『
野
分
』
を
書
い
た
の
だ
と
す

れ
ば
、
漱
石
は
白
井
道
也
の
よ
う
に
生
き
ろ
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の

「
滑
稽
」
を
乗
り
越
え
て
、
高
柳
周
作
の
よ
う
に
生
き
る
／
死
ね
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
む
ろ
ん
道
也
の
「
人
格
論
」
を
百
円
の
金
で
買
っ
た
高
柳
の
よ
う
に
で
は

な
い
。
そ
れ
を
自
分
の
著
作
と
し
て
〈
引
用
〉
し
、
受
け
取
る
者
の
進
退
を
こ
そ
問

う
形
で
中
野
に
渡
そ
う
と
す
る
高
柳
の
よ
う
に
で
あ
る
。
高
柳
は
そ
こ
で
道
也
と
い

う
「
恋
人
」
を
離
れ
、
昔
の
「
恋
人
」
で
あ
る
中
野
に
、
対
等
な
立
場
で
正
面
か
ら

向
か
い
合
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
垂
直
の
関
係
に
あ
る

「
感
化
／
恋
」
の
「
階
段
」
か
ら
自
ら
身
を
引
き
離
し
、
水
平
の
関
係
に
あ
る
「
友

情
」
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
で
あ
り
、
意
志
や
意
識
に
関
わ
ら
ず
人
を
「
押
し
上
げ
」

て
い
く
「
自
然
」
や
「
運
命
」
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
、
「
意
志
」
や
「
意
識
」

の
側
か
ら
の
挑
戦
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
行
為
こ
そ
が
、
「
文
学
者
」
道

也
先
生
が
望
み
つ
つ
、
し
か
し
「
人
格
論
」
に
は
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
「
人
格
論
」
が
補
完
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
乗
り
越
え

る
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
「
文
学
者
」
高
柳
の
「
作
物
」
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
中
野
は
、
道
也
の
「
人
格
論
」
を
出
版
す
る
か
し
な
い
か
で
は
な
く
、

た
だ
「
文
学
者
／
朋
友
」
と
し
て
現
れ
た
高
柳
に
ど
う
向
か
い
合
う
か
に
の
み
、
応

え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
応
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

①
西
垣
勤
「
『
野
分
』
私
論
」
（
「
日
本
文
学
」
一
二
巻
六
号
、
一
九
七
二
、
六

の
ち
『
漱
石
と
白
樺
派
』
有
精
堂
出
版
所
収
一
九
九
○
、
六
）

②
酒
井
英
行
「
『
野
分
』
論
」
（
「
文
芸
と
批
評
」
五
巻
十
号
、

の
ち
『
激
石
そ
の
陰
竪
』
有
精
堂
出
版
所
収
一
九
九
○
、
｛

③
村
瀬
士
朗
「
流
通
す
る
『
文
学
』
、
『
文
学
者
』
の
自
立
Ｉ

こ
う
し
た
道
也
と
高
柳
の
特
別
な
「
関
係
」
に
お
い
て
の
み
、
二
人
は

一
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
「
感
化
」
と
「
死
」
と

し
て
初
め
て
出
現
す
る
「
真
面
目
／
恋
」
以
外
に
、
「
文
学
者
」
を
支
え

註

「
人
格
論
」
が
補
完
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
乗
り
越
え

邪
で
、
「
文
学
者
」
高
柳
の
「
作
物
」
な
の
で
あ
る
。

》
「
人
格
論
」
を
出
版
す
る
か
し
な
い
か
で
は
な
く
、

し
て
現
れ
た
高
柳
に
ど
う
向
か
い
合
う
か
に
の
み
、
応

ｌ
『
野
分
』

四
一

一
九
八
四
、
七

論
｜

L=一

（
季
刊
『
文
学
』
二
巻
一
号
一
九
九
一
、
二

④
小
森
陽
一
「
大
学
屋
か
ら
新
聞
屋
へ
」
（
『
夏
目
漱
石
を
読
み
な
お
す
』
ち
く
ま

新
書
第
五
章
一
九
九
五
、
六
）

な
お
、
『
野
分
』
の
引
用
は
す
べ
て
三
十
五
巻
本
『
漱
石
全
集
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
五
六
、
六
）
第
四
巻
に
よ
っ
た
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
必
要
と

思
わ
れ
る
も
の
に
と
ど
め
た
。
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