
坪
内
遣
準
「
梓
神
子
」
を
読
む
|
明
治
二
0
年
代
初
頭
の
「
古
典
」

-
は
じ
め
に

坪
内
誼
遁
「
梓
神
子
」
は
、
明
治
二
四
年
1
8
9
1
五
月
一
五
日

1
同
年
六

月
一
七
日
の
問
、
一
一
回
に
わ
た
っ
て
『
読
売
新
聞
』
紙
上
に
連
載
さ
れ
た
。

そ
の
三
ヶ
月
後
に
出
版
さ
れ
た
『
春
廼
舎
漫
筆
』
(
春
陽
堂
、
明
治
二
四
年
九
月
)

で
は
「
小
説
」
と
角
書
さ
れ
た
が
、
本
テ
キ
ス
ト
の
実
体
は
、
当
時
(
明
治
二
四
年

1
8
9
1
)
の
文
壇
の
風
景
を
戯
文
と
い
う
語
り
方
を
も
っ
て
調
戒
し
た
、
当
時

の
〈
文
学
〉
創
作
と
〈
批
評
〉
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
批
評
論
で
あ
り
、
そ

の
五
ヶ
月
後
の
明
治
二
四
年
1
8
9
1
一

O
月
か
ら
明
治
二
五
年
六
月
1
8
9

2
ま
で
、
お
よ
そ
二
年
間
の
長
期
に
亘
っ
て
森
鴎
外
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ

た
誼
鴎
論
争
(
「
没
理
想
論
争
円
」
)
の
「
前
哨
戦
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
?
は
、
誼
鴎
論
争
の
前
夜
に
お
い
て
坪
内
遣
準
が
構
想
し
、
提
示
し
て

い
た
〈
文
学
〉
論
を
検
討
し
、
そ
こ
で
「
古
典
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る

か
を
考
察
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
明
治
二

0
年
代
初
頭
に
お
け
る
「
古
典
」
の
位
置
、

「
古
典
」
が
受
容
さ
れ
る
「
場
」
の
有
り
様
の
一
端
を
窺
い
た
い
。

〈
批
評
〉
を
め
ぐ
っ
て

一
|
一
「
梓
神
子
』
の
ス
ト
ー
リ
ー

「
梓
神
子
」
の
発
表
か
ら
か
ら
一
年
後
、
誼
鴎
論
争
の
ま
っ
た
だ
な
か
、
鴎
外

に
「
没
理
想
」
の
意
味
を
弁
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
迫
遣
は
、
「
梓
神
子
」
を
記
し
た

経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

• 

岡

本

絵

里

十
九
世
紀
の
批
評
の
法
は
、
い
よ
ノ
¥
此
方
向
(
発
表
者
注
入
モ

l
ル
ト
ン
が
帰

納
的
批
評
」
)
に
向
か
ひ
た
り
と
思
ひ
し
か
ば
、
人
身
攻
撃
を
批
評
と
ひ
と
し
な

み
に
思
ひ
、
文
は
疲
暇
の
み
を
あ
な
ぐ
り
求
め
て
議
論
す
る
を
批
評
と
思
ひ
、

若
し
く
は
褒
庇
す
る
こ
と
を
の
み
批
評
な
り
と
心
得
た
る
我
が
幼
稚
な
る
文

壇
に
取
り
で
は
、
一
わ
た
り
帰
納
的
批
評
を
紹
介
せ
ん
も
、
事
少
益
無
き
に
あ

ら
じ
と
て
、
す
な
は
ち
「
梓
神
子
」
と
い
う
戯
文
一
篇
を
物
し
て
、
且
つ
我
を
叱

し
、
且
つ
世
を
調
し
て
思
ふ
と
こ
ろ
を
ほ
の
め
か
し
き
。

さ
れ
ば
吋
樹
矧
引
叶
吋
則
刻
剖
剖
斜
刷
叶
到
倒
到
叶
剖
劃
叫
剰
利
U
廿
升
川
到
叶

I

ダ
ウ
デ
ン
、
モ
ー
ル
ト
ン
な
ど
い
ふ
尤
も
多
く
我
を
動
か
し
』
新
批
評
家
を
代
表

せ
る
仮
作
的
人
物
に
し
て
、
誼
遁
は
謂
に
戯
文
を
州
し
た
る
作
者
な
り
き
。
さ

て
ま
た
、
彼
の
神
子
の
姐
は
、
明
治
廿
四
年
の
文
学
を
代
表
し
た
る
仮
作
的
人

物
に
て
、
現
代
の
諸
名
家
を
は
じ
め
、
未
出
生
の
英
才
を
も
含
め
、
且
つ
は
作
者

と
い
ふ
資
格
に
て
は
、
自
家
を
も
そ
の
中
に
加
へ
た
り
き
官

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
梓
神
子
」
は
、
〈
批
評
〉
が
段
、
誉
褒
庇
に
留
ま
っ
て
い
る

明
治
二
四
年
当
時
の
文
壇
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
芸
批
評
家
で
あ
る
モ
1
ル
ト
ン

か
ら
多
く
知
見
を
得
た
と
い
う
「
帰
納
的
批
評
」
を
紹
介
し
よ
う
と
し
て
著
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
登
場
す
る
「
取
次

老
爺
」
は
、
目
指
す
べ
き
「
新
批
評
家
」
の
寓
意
、
口
寄
神
子
(
梓
神
子
)
は
、
明
治

二
四
年
の
文
壇
を
代
表
し
た
作
家
の
寓
意
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
て
い
る
。

「
梓
神
子
」
は
、
「
お
の
れ
」
(
批
評
家
ら
し
き
人
物
)
を
語
り
手
と
す
る
テ
キ
ス

(16 ) 



ト
で
あ
る
。
「
梓
神
子
」
の
構
成
を
、
【
表
1
】
に
示
す
。

-
「
桔
笠
A

」
の
ス
ト
L
M
l
「
お
の
れ
-
の
器
官

J

若
踊
一
「
お
の
れ
を
議
(
「
会
世
に
事
@
白
亭
」
「
ト
者
」
の
元
へ
夕
、
が
開
斐
な
し
)

第
一
回
一

第
一
四
五
骨
才
年
間

一
梓
骨
ナ
の
口
奪
括
ま
る

第
一
国
一
塁
の
怨
露
現
ー

筑
間
国
一
思
涼
の
怨
一
=
ロ

一
「
お
の
れ
る
盛
官

筆
且
回
一
「
お
の
れ
る
底
合

一
商
鶴
の
綿
製
弼
賓

室
ハ
回
一
阿
鶴
の
語
り

第
七
回
一
「
お
の
れ
る
庁
総
合

一
指
荘
の
担
露
銅
硯

第
八
回
一
近
松
の
語
り

一
「
お
の
れ
亙
い
智

一

}

悲

の

審

一
「
お
の
れ
石
原

3り

一
位
薮
の
墾
血
の
声

第
九
回
持
母
十
岸
議

第
十
由
一
取
盗
事
お
聾
奴

取
盗
奈
の
諮
鞍

「
お
の
れ
」
帰
途
に
つ
く

精
神
の
衰
弱
の
病
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
「
お
の
れ
」
は
、
「
梓
神
子
」
と
呼
ば
れ
る

口
容
亙
女
の
元
を
訪
れ
、
亙
女
の
口
を
通
し
て
自
ら
に
思
い
た
怨
霊
た
ち
の
戸

を
聞
き
届
け
、
無
事
怨
霊
を
落
と
し
て
家
路
に
つ
く
。
一
見
異
郷
訪
問
謂
の
よ

う
な
装
い
を
見
せ
つ
つ
語
ら
れ
る
こ
の
枠
組
み
の
中
に
、
実
は
誼
遁
の
抱
く
〈
文

学
〉
〈
批
評
〉
を
め
ぐ
る
思
索
が
巧
み
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。

「
お
の
れ
」
に
と
り
つ
い
て
い
た
怨
霊
は
梓
神
子
に
招
魂
さ
れ
、
そ
の
正
体
が
、

滝
沢
馬
琴
、
井
原
西
鶴
、
近
松
門
左
衛
門
、
さ
ら
に
は
紫
式
部
や
本
居
宣
長
、
「
漢

文
学
の
霊
」
な
ど
、
過
去
の
〈
日
本
文
学
〉
の
作
家
達
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
馬
琴
、
西
鶴
、
近
松
の
霊
と
対
話
し
、
そ
の
後
に
登
場
す
る
、
「
取
次

老
爺
」
か
ら
の
説
教
を
う
け
、
「
お
の
れ
」
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

元
の
取
次
老
爺
と
な
り
、
批
評
の
批
の
字
も
知
っ
た
顔
附
見
え
ず
。
い
つ

の
間
に
か
蘇
り
た
る
座
も
立
あ
が
り
て
、
急
須
、
茶
碗
に
た
づ
さ
へ
い
で
、

お
一
つ
召
し
上
が
り
ま
せ
と
い
ふ
顔
、
徒
の
掘
に
か
は
り
し
所
な
し
。
鳴

呼
、
ゴ
利
州
剖
司
叶
州
制
剖
樹
叫
例
制
剖
州
制
割

H
d利
樹
か
、
生
ざ
と

り
の
輩
の
遠
く
呼
ば
ぬ
所
句
、

す
な
わ
ち
、
「
没
理
想
の
作
者
と
批
評
家
の
本
想
」
を
見
、
怨
霊
が
二
度
と
現

れ
な
い
よ
う
に
「
お
染
留
守
と
か
や
い
へ
る
御
符
に
な
ら
は
立
、
理
想
不
在
と
か

き
て
や
貼
ら
ん
。
忌
は
し
の
流
行
風
。
勿
吹
そ
、
勿
吹
そ
。
」
と
、
「
お
の
れ
」
が

「
没
理
想
」
を
肝
に
銘
じ
た
と
こ
ろ
で
「
梓
神
子
」
は
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
発
端
部
の
述
懐
で
明
か
さ
れ
る
「
お
ふ
け
な
き
物
思
ひ
に
思
ひ
く
ち
て
」

「
現
に
ま
ぼ
ろ
し
を
見
て
」
い
た
と
い
う
「
お
の
れ
」
の
病
と
は
、
〈
美
術
〉
(
〈
芸

術
〉
)
た
る
〈
文
学
〉
吋
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
他
な
ら
な
い
。
「
梓
神
子
」

で
は
、
そ
の
よ
う
な
悩
み
を
抱
え
た
「
お
の
れ
」
が
、
過
去
の
文
学
者
と
直
接
対

話
し
て
い
く
こ
と
で
、
己
の
と
る
べ
き
〈
文
学
〉
、
〈
批
評
〉
の
あ
り
か
た
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
ま
で
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
に
と
っ
て
は
、
こ

の
〈
文
学
〉
〈
批
評
〉
を
め
ぐ
る
思
索
が
過
去
の
文
学
者
と
の
対
話
に
よ
っ
て

展
開
し
て
い
る
点
が
重
要
な
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
問
題
に

(17) 



し
た
い
。

一
ー
ニ
『
取
次
老
爺
」
の
説
教

「
お
の
れ
」
は
、
「
官
よ
り
此
業
を
禁
め
ら
れ
」
て
い
る
梓
神
子
の
も
と
を

訪
れ
る
前
に
、
「
今
の
世
に
名
あ
る
国
手
」
に
診
察
を
詰
う
て
い
た
(
「
発
端
」
部
)
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
医
者
は
、
「
解
し
が
た
き
独
逸
語
の
病
名
を
ほ
の
め
か
し
た

る
ば
か
り
に
て
、
正
か
に
斯
う
と
も
教
へ
ず
」
、
出
さ
れ
た
薬
も
効
き
目
が
な
い
。

ま
た
、
「
卜
者
の
翁
」
も
怨
霊
の
正
体
を
暴
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
「
お
の

れ
」
が
、
「
病
」
か
ら
回
復
し
た
の
は
、
神
子
と
の
対
話
を
経
て
、
「
取
次
老
爺
」

か
ら
の
教
一
不
を
得
た
か
ら
こ
そ
な
の
で
あ
る
。

怨
霊
が
押
し
寄
せ
気
を
失
っ
た
神
子
を
「
お
の
れ
」
が
介
抱
し
て
い
る
と
、
「
取

次
老
爺
」
が
あ
ら
わ
れ
、
「
お
の
れ
」
を
、
「
鼻
元
推
量
の
介
抱
三
味
。
其
鞍
脈
手

附
気
気
に
く
は
ぬ
」
と
責
め
た
て
る
。
怨
霊
達
と
の
対
話
を
聞
い
て
い
た
老
爺

は
、
「
お
の
れ
」
を
「
批
評
家
気
取
り
へ
と
一
笑
し
、
「
科
学
的
批
評
家
の
心
得
」

を
説
い
て
い
く
。

ひ
っ
く
る
め
て
貴
公
達
の
批
評
は
、
手
前
勘
の
理
想
を
荷
ぎ
ま
は
つ
て
の

杓
子
定
規
。
好
悪
愛
憎
の
沙
汰
。
真
理
で
ご
ざ
る
の
、
論
理
で
ご
ざ
る
の

と
、
表
招
牌
立
派
な
れ
ど
、
黒
字
の
上
々
が
平
等
を
知
っ
て
差
別
を
知
ら

ず
。
(
・
:
中
略
:
・
)
そ
も
/
¥
貴
公
達
が
批
評
を
裁
判
と
同
じ
も
の
と
心
得

た
が
間
違
の
は
じ
ま
り
。
刑
法
、
民
法
と
動
か
ぬ
標
準
が
あ
っ
て
の
裁
判

と
時
と
所
で
動
く
標
準
を
目
安
に
し
て
の
批
評
と
、
同
一
に
し
た
気
が
知

れ
ぬ
麻
布
の
狸
穴
、
(
:
・
中
略
:
・
)
用
不
用
を
目
安
に
し
て
の
勘
定
、
批
評

家
の
本
分
で
無
い
。
政
治
家
と
し
て
の
、
裁
判
官
と
し
て
の
、
道
徳
家
と

し
て
の
批
評
家
の
す
る
仕
事
。
美
術
の
解
釈
家
と
い
ふ
資
格
で
は
入
ら
ぬ

詮
議
官

「
取
次
老
爺
」
は
、
「
批
評
」
は
「
裁
判
」
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
「
美
術

の
解
釈
家
」
の
行
う
べ
き
〈
批
評
〉
は
、
「
動
か
ぬ
標
準
」
を
も
っ
て
批
評
す
る

の
で
は
な
く
、

い
る
。

「
時
と
所
で
動
く
標
準
」

を
以
て
行
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て

で
は
こ
こ
で
、
「
取
次
老
爺
」
に
語
ら
せ
た
、

〈
批
評
〉
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

「
取
次
老
翁
」
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

批
評
は
須
ら
く
其
の
作
の
本
旨
の
所
在
を
発
揮
す
る
こ
と
を
も
て
専
と
す

べ
し
。
『
源
氏
物
語
』
を
評
せ
ん
と
な
ら
ば
、
紫
式
部
の
理
想
と
伎
何
と

を
発
明
し
て
、
彼
れ
が
本
体
を
明
ら
か
に
せ
よ
。
馬
琴
を
近
松
を
西
鶴
を

評
す
る
も
、
ま
た
ま
さ
に
斯
く
の
如
く
す
べ
し
。
褒
庇
優
劣
は
せ
ず
も
あ

れ
。
近
頃
モ

l
ル
ト
ン
が
唱
ふ
る
科
学
的
批
評
の
旨
も
此
意
の
外
な
ら
ず
。

演
緯
的
専
断
批
評
の
世
は
逝
か
ん
と
す
。
帰
納
的
批
評
の
代
近
づ
け
り
。

就
中
没
理
想
の
詩
即
ち
ド
ラ
マ
を
評
す
る
に
は
、
没
理
想
の
評
即
ち
帰
納

1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-ー
ァ

イ

デ

ア

ル

ポ

エ

ト

リ

l

F

評
判
を
正
当
と
す
。
夫
の
理
想
詩
は
益
あ
れ
ど
も
害
な
し
。
特
り

ア
イ
デ
ア
ル
タ
リ
チ
シ
ズ
ム

理
想
評
判
に
至
り
て
は
、
当
代
の
詩
人
を
誤
ら
し
め
兼
て
は
前
代
の

詩
人
を
損
な
ふ
。
其
罪
い
と
大
な
り
。
斯
い
へ
ば
と
て
貴
公
此
論
を
も
て

直
に
作
者
の
心
得
と
す
べ
き
も
の
な
り
と
思
ふ
こ
と
勿
れ
。
こ
れ
は
科
学

的
批
評
家
の
心
得
な
り
。
批
評
家
の
心
得
と
作
者
の
心
得
と
は
別
な
り
。

悉
し
く
い
へ
ば
、
批
評
家
は
猶
ほ
植
物
家
の
植
物
を
評
す
る
如
く
、

家
の
動
物
を
評
す
る
如
く
、
理
想
を
離
れ
て
其
物
を
評
す
べ
し
、

の
み
な
り
苦

「
動
く
標
準
を
目
安
に
」

し
た

(18 ) 

動
物

と
い
ふ

老
爺
は
「
演
鐸
的
専
断
批
評
」
を
斥
け
、
「
没
理
想
の
評
」
で
あ
る
「
帰
納

的
批
評
」
を
正
当
の
も
の
と
語
る
。
あ
ら
か
じ
め
、
何
か
の
統
一
さ
れ
た
観
念
(
そ

れ
が
審
美
の
目
で
あ
れ
、
「
真
理
」
を
探
ろ
う
と
す
る
目
で
あ
れ
)
で
作
品
に
向
か

う
の
は
、
「
当
代
の
詩
人
を
誤
ら
し
め
兼
て
は
前
代
の
詩
人
を
損
な
ふ
」
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
、
つ
ま
り
、
〈
批
評
〉
す
る
側
の
「
理
想
」
(
こ
こ
で
の
「
理
想
」
は
、

あ
る
主
体
の
一
観
念
、
一
意
思
)
に
よ
っ
て
、
作
者
の
「
理
想
」
を
読
み
誤
り
、
ね



じ
ま
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
〈
批
評
〉
の
到
達
点
と

す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
そ
の
一
作
品
一
作
家
ご
と
に
、
そ
の
作
家
個
々
の
「
理
想
」

や
「
伎
伺
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
誼
遁
の
い
う
「
帰
納
的

批
評
」
と
は
、
批
評
家
の
自
ら
の
一
観
念
・
一
意
思
に
よ
っ
て
文
学
作
品
を
所
有

す
る
こ
と
を
斥
け
、
批
評
家
の
解
釈
を
加
え
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
そ
の
も

の
に
対
峠
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
こ
で
誼
温
が
「
取
次
老
爺
」
の
言
を
借
り
て
、
「
帰
納
的
批
評
」

と
対
置
さ
せ
た
「
演
躍
的
専
断
批
評
」
と
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
l
三
「
独
逸
語
」
の
「
国
手
』

近
世
に
お
け
る
「
評
判
記
」
の
様
式
が
、
〈
近
代
〉
的
な
〈
批
評
〉
と
し
て

更
新
さ
れ
流
通
し
て
い
く
の
は
、
明
治
二

O
年
前
後
と
さ
れ
る
円
。
こ
の
頃
、
種

々
の
主
要
雑
誌
に
、
批
評
概
が
次
々
と
創
設
さ
れ
て
い
く
。
お
の
ず
と
、
い
か

に
〈
批
評
〉
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
文
法
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
た
。明

治
二
二
年
1
8
8
9
一
O
月
、
「
文
学
評
論
」
と
角
書
き
さ
れ
た
一
冊
の
雑

誌
が
誕
生
し
て
い
る
。
西
洋
文
学
に
立
脚
し
た
〈
文
学
〉
論
を
確
立
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
文
学
評
論
誌
『
し
が
ら
み
草
紙
』
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
立
役
者

こ
そ
ド
イ
ツ
か
ら
の
帰
固
ま
も
な
い
森
鴎
外
で
あ
っ
た
。
鴎
外
は
、
そ
の
創
刊

号
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宜
な
る
か
な
、
今
の
文
学
者
に
は
歌
人
あ
り
、
詩
人
あ
り
、
国
文
を
善
く

す
る
も
の
あ
り
、
漢
文
を
善
く
す
る
も
の
あ
り
、
真
片
仮
名
体
に
長
ず
る

も
の
あ
り
、
言
文
一
致
体
を
得
意
と
す
る
も
の
あ
り
て
、
本
国
、
支
那
、

西
欧
の
種
々
の
審
美
学
的
分
子
は
、
此
間
に
飛
散
せ
る
こ
と
、
此
津
沌
の

状
は
、
決
し
て
久
し
き
に
堪
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
余
等
は
そ
の
澄
清

の
期
の
近
き
に
あ
る
を
知
る
。
而
し
て
そ
の
こ
れ
を
致
す
も
の
は
、
批
評

の
一
道
あ
る
の
み
。
(
・
:
中
略
・
:
)
今
の
批
評
家
と
い
ふ
も
の
は
、
徒
に
相

砦
警
し
、
そ
の
相
殊
な
る
趣
味
を
以
て
、
相
殊
な
る
文
章
を
議
し
、
人
を

し
て
淫
滑
に
迷
ひ
、
酸
献
を
錯
ら
し
む
る
も
の
、
比
比
皆
是
な
り
官

鳴
呼
、
我
混
沌
た
る
文
界
も
、
そ
の
蕩
清
の
期
は
応
に
近
き
に
在
る
べ
し
。

余
等
が
し
が
ら
み
草
紙
の
発
行
を
企
て
し
も
、
亦
柳
審
美
的
の
眼
を
以
て
、

天
下
の
文
章
を
評
論
し
、
そ
の
真
贋
を
較
明
し
、
工
廊
を
披
剥
し
て
、
以

て
自
然
の
力
を
助
け
、
蕩
清
の
功
を
速
に
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
旬
。

鴎
外
は
こ
こ
で
、
当
時
の
文
壇
の
状
況
を
「
審
美
的
分
子
」
が
「
飛
散
」
し

た
「
混
沌
」
た
る
状
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
混
沌
」
を
止
揚

す
る
手
立
て
が
「
批
評
」
に
あ
る
と
し
た
。
「
批
評
家
」
が
、
「
相
殊
な
る
趣
味
」

(
こ
こ
で
の
「
趣
味
」
は
「
テ
イ
ス
ト
」
の
意
)
を
も
っ
て
批
評
を
行
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
問
題
化
し
、
統
一
的
な
「
審
美
附
」
判
断
に
よ
っ
て
、
規
準
を
設
け
た

批
評
を
行
っ
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
し
が
ら
み
草

紙
』
は
文
学
評
論
誌
と
し
て
そ
れ
を
行
っ
て
い
く
の
だ
と
の
宣
言
で
あ
っ
た
。

ま
た
鴎
外
は
、
「
明
治
二
二
年
の
批
評
家
の
詩
眼
」
(
『
し
が
ら
み
草
紙
』
四
号
、

明
治
二
三
年
1
8
9
0
一
月
)
に
お
い
て
も
、
審
美
学
に
基
づ
い
た
批
評
の
必
要

と
、
「
趣
味
」
の
統
一
を
強
く
説
い
て
い
る
1

後
に
、
誼
謹
と
〈
文
学
〉
に
お
け

る
〈
批
評
〉
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
ハ
ル
ト
マ
ン
か
ら
学
ん
だ
審
美
的
概
念
に

お
け
る
〈
批
評
〉
を
説
い
た
鴎
外
は
、
こ
の
時
点
で
、
す
で
に
美
学
上
の
「
標

準
」
の
あ
る
〈
批
評
〉
の
確
立
を
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
た
。

鴎
外
の
こ
の
よ
う
な
宣
言
は
、
当
然
誼
遣
の
耳
に
入
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

し
か
し
、
誼
遣
は
鴎
外
と
は
相
対
峠
す
る
、
価
値
を
判
別
す
る
「
標
準
」
を
持

た
な
い
〈
批
評
〉
の
在
り
方
を
模
作
し
て
い
た
円
。
遣
準
は
馬
琴
の
怨
霊
に
、
「
生

物
識
り
の
生
評
判
は
、
批
評
に
は
あ
ら
で
我
佳
の
御
託
な
り
。
(
:
・
中
略
:
・
)
ヤ

レ
真
理
だ
、
目
的
だ
、
運
命
だ
の
、
審
美
だ
の
と
、
名
目
比
べ
聞
き
た
く
な
し
」
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と
語
ら
せ
て
も
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
の
誼
盗
に
と
っ
て
は
、
鴎
外
の
い
う
統

一
的
「
審
美
の
眼
」
に
よ
る
「
標
準
」
も
、
「
手
前
勘
の
理
想
」
|
|
作
者
の
「
理
想
」

を
歪
め
う
る
も
の
ー
ー
と
し
て
映
る
も
の
だ
っ
た
。
「
解
し
が
た
き
独
逸
語
の
病

名
を
ほ
の
め
か
し
た
る
ば
か
り
に
て
」
、
「
お
の
れ
」
の
病
を
癒
さ
ず
怨
霊
の
芦
を

聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
今
に
名
の
あ
る
国
手
(
医
者
ご
に
は
、
誼
鴎
論
争
の
前

夜
に
お
い
て
す
で
に
森
鴎
外
の
存
在
が
灰
め
か
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ

柏
町
ノ
。

『
梓
神
子
」
の
〈
文
学
〉
論

ニ
ー
一
西
洋
の
幽
霊
と
日
本
の
幽
霊

「
斯
い
へ
ば
と
て
貴
公
此
論
を
も
て
直
に
作
者
の
心
得
と
す
べ
き
も
の
な
り
と

思
ふ
こ
と
勿
れ
。
こ
れ
は
科
学
的
批
評
家
の
心
得
な
り
。
批
評
家
の
心
得
と
作

者
の
心
得
と
は
別
な
り
。
」
と
「
取
次
老
翁
」
に
語
ら
せ
て
い
る
よ
う
じ
、
「
梓
神

子
」
の
大
枠
は
、
前
節
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
〈
批
評
〉
を
め
ぐ
っ
て
、
「
没

理
想
の
評
」
で
あ
る
「
帰
納
的
批
評
」
の
必
要
を
「
取
次
老
爺
」
に
語
ら
せ
訴
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
誼
遁
の
い
う
「
作
者
の
心
得
」
の
ほ
う

も
、
「
梓
神
子
」
に
お
い
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
「
梓
神
子
」
の
も
う
一
つ
の

主
題
は
こ
の
批
評
論
の
ほ
か
に
、
こ
の
「
お
の
れ
」
と
「
古
典
」
作
品
を
生
み

出
し
た
怨
霊
達
と
の
対
話
、
そ
こ
で
の
〈
文
学
〉
論
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

幸
四
露
伴
に
、
「
硯
海
水
器
伝
」
(
初
出
は
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
三
年
八
月

十
日

1
一
一
一
一
日
)
と
い
う
戯
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
維
新
か
ら
明
治
二
三
年
ま

で
の
文
壇
の
様
相
が
、
抗
争
の
あ
ゆ
み
と
し
て
『
水
前
伝
』
に
模
し
て
語
ら
れ

て
い
る
。
文
中
、
「
晴
の
舎
お
ば
ら
」
こ
と
坪
内
誼
遣
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
。

抑
も
彼
晴
の
舎
の
小
説
神
粋
の
旗
下
に
は
一
ツ
も
実
の
兵
な
け
れ
ど
元

来
お
ば
ら
は
幽
霊
に
知
己
多
け
れ
ば
、
西
洋
の
幽
霊
即
ち
シ
ャ
ッ
ポ
か
ぶ

園

り
の
幽
霊
ど
も
を
詔
ら
ひ
て
彼
の
旗
の
下
に
整
々
ー
劃
々
と
控
刊
さ
せ
け

る
に
宛
然
国
性
爺
が
日
本
の
甲
胃
被
せ
た
る
兵
卒
を
唐
土
に
て
用
ひ
大
き

に
敵
を
驚
か
し
た
る
如
く
、
花
百
二
派
及
び
天
下
一
体
は
見
な
れ
ぬ
西
洋

の
幽
霊
軍
忽
ち
湧
き
て
ベ
ン
の
鎗
羽
根
ベ
ン
の
矢
な
ど
も
ツ
て
責
め
来
り

た
る
に
驚
き
あ
わ
て
』
如
何
は
せ
ん
と
苦
し
み
た
り
町
、

「
西
洋
の
幽
霊
」
と
は
、
西
洋
の
「
古
典
」
作
品
や
西
洋
の
亡
く
な
っ
て
い
る
文

人
の
こ
と
。
こ
こ
で
誼
遁
は
、
「
小
説
心
粋
」
(
『
小
説
神
髄
』
明
治
一
八
年
1
8

8
5
1
明
治
一
九
年
1
8
8
6
)
の
旗
下
「
西
洋
の
幽
霊
軍
」
を
従
え
て
、
「
花
垣

一
派
」
日
仮
名
垣
魯
文
、
高
畠
藍
泉
(
三
世
柳
亭
種
彦
)
ら
明
治
初
期
に
活
躍
し
た

戯
作
者
た
ち
に
泡
を
食
わ
せ
た
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
「
硯

海
水
滞
伝
」
で
露
伴
は
、
誼
遁
を
西
洋
文
学
や
西
洋
の
理
論
の
紹
介
者
、
信
奉

者
と
し
て
柳
か
お
お
げ
さ
に
語
っ
て
い
る
?
「
晴
れ
の
舎
お
ば
ら
』
は
西
洋
の
文

学
者
の
存
在
に
「
臓
蹄
を
か
き
ま
は
さ
れ
忽
ち
妖
狐
に
つ
か
れ
た
る
ご
と
く
」
で

あ
る
と
す
る
こ
こ
で
の
露
伴
の
語
り
に
は
、
誼
遁
の
文
学
理
論
は
西
洋
か
ぶ
れ

の
も
の
だ
と
の
抑
捻
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
「
硯
海
水
器
伝
」
以
外
の
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
も
、
露
伴
は
、
誼
遣
が
西
洋
の
幽
霊
に
濃
か
れ
て
い
る
と
い
う

モ
チ
ー
フ
を
た
び
た
び
皮
肉
を
寵
め
て
用
い
て
い
る
1

「
梓
神
子
」
に
お
い
て
、
誼
遁
が
〈
日
本
文
学
〉
の
幽
霊
に
強
か
れ
た
人
物
と

し
て
「
お
の
れ
」
を
登
場
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
露
伴
の
視
線
を
意
識
し
て

の
こ
と
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
梓
神
子
」
は
、
「
西
洋
の
幽
霊
」
を
従
え

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
『
小
説
神
髄
』
以
来
の
文
学
理
論
を
、
日
本
の
「
古

典
」
を
利
用
し
な
が
ら
語
り
直
し
て
み
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
次
項
か
ら
、

誼
造
の
い
う
「
作
者
の
心
得
」
を
、
「
お
の
れ
」
と
「
怨
霊
」
た
ち
と
の
対
話
の
様
相

を
整
理
し
つ
つ
見
て
い
き
た
い
。

ニ
i
ニ
馬
琴
の
「
早
合
点
」

【

A
】
勧
善
懲
悪
と
「
理
想
」

(20 ) 



ま
ず
は
じ
め
に
招
魂
さ
れ
た
馬
琴
の
怨
霊
は
、
「
勧
善
懲
悪
降
魔
の
風
に
、
淫

猿
し
き
浮
き
世
の
波
を
捲
返
す
べ
き
時
こ
そ
来
ぬ
れ
」
と
明
治
二
四
年
の
文
壇
に

お
け
る
覚
醒
の
予
感
を
、
高
ら
か
に
宣
言
す
る
。

汝
の
如
き
鳴
呼
の
し
れ
あ
の
、
偶
』
勧
懲
の
非
な
る
を
論
じ
て
、
我
着
想

を
明
る
と
雄
、
も
、
終
に
我
技
を
隠
す
こ
と
能
は
ず
、
心
暗
に
我
腕
に
服
せ

り
。
汝
も
ま
た
一
転
せ
ば
我
釜
の
内
の
小
魚
な
る
べ
し
。
見
よ
や
見
よ
、

昔
は
我
を
非
れ
り
し
も
の
も
、
今
は
漸
く
軽
忽
の
夢
醒
め
て
、
先
非
を
悔

い
、
直
訳
小
説
の
熱
下
が
り
、
元
禄
風
の
吹
や
み
て
、
あ
り
の
す
さ
み
に

憎
か
り
し
我
が
亡
き
魂
、
希
物
な
く
て
ぞ
今
は
恋
し
き
か
、
隠
然
た
る
天

下
の
大
勢
、
我
為
に
美
を
鳴
ら
さ
ん
と
す
。
例
制
州
制
叫
川
剖
叫
叫
叫
創

懲
の
主
旨
を
注
げ
よ
と
い
ふ
も
の
は
、
元
よ
り
我
党
の
遊
軍
に
し
て
、
善

則
劃
剖
引
剖
剖
叶
引
叫
州
叫
1
斗
尉
剖

U
割
判
州
同
制
捌
判
叶
剖
引
刈
叶
-

』
ベ
斗
刈

H
剖
叫
叫
寸
オ
川
刈
剖
刈
叶
問
問
叶
剥
引
制
刻
剖
明
利
引
叫
d
U
1

聞
司
判
制
剥
叫
剰
刺
剖
阿
川
寸
矧
劃
叫
剖
刈
剖
刻
り
叫
叫
吋
叫
司
1
吋
倒

川
剖
叶
川
剥
闘
剖
門
剖
剖
州
司
天
正
元
和
に
遡
り
、
英
雄
豪
傑
を
描
か
ん
と
試

む
る
も
の
も
、
見
よ
く
我
再
生
せ
ん
日
と
な
ら
ば
密
か
に
我
作
の
あ
ち
こ
ち
を

披
き
て
、
財
を
求
ん
と
す
る
輩
な
ら
ん
。
新
体
の
歌
を
奥
さ
ん
と
す
る
者
も

頻
に
其
材
を
旧
史
に
取
り
、
其
口
調
を
七
五
に
因
む
、
こ
れ
も
ま
た
我
魂

を
招
く
も
の
な
り
1

馬
琴
の
語
る
覚
醒
の
予
感
と
は
、
勧
善
懲
悪
の
呼
び
声
と
時
代
物
復
興
の
予

感
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
治
二
四
年
の
文
壇
に
感
じ
た
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

馬
琴
の
霊
の
主
張
を
一
通
り
聞
い
た
後
、
「
お
の
れ
」
は
、
馬
琴
の
語
る
覚
醒

の
予
感
を
「
早
合
点
」
の
勘
違
い
で
あ
る
と
諌
め
て
い
く
。
周
知
の
よ
う
に
誼
温

『
小
説
神
髄
』
(
明
治
一
八
年
1
8
8
5
|
明
治
一
九
年
1
8
8
6
)
は
、
「
小
説
」

を
〈
美
術
〉
(
芸
術
)
の
領
域
に
お
さ
め
よ
う
と
の
試
み
か
ら
馬
琴
を
切
っ
て
捨

て
て
い
る
。
で
は
、
一
体
な
ぜ
、
馬
琴
の
霊
は
明
治
二
四
年
に
至
っ
て
、
覚
醒

の
予
感
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
な
ぜ
、
「
お
の
れ
」
は
そ
れ
を
勘

違
い
で
あ
る
と
繰
り
返
し
諌
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

『
小
説
神
髄
』
(
明
治
一
八
年
1
8
8
5
|
明
治
一
九
年
1
8
8
6
)
で
誼
遁

は
、
滝
沢
馬
琴
を
代
表
と
す
る
近
世
戯
作
に
見
ら
れ
る
「
勧
善
懲
悪
」
や
「
奇
異
謂
」

を
「
ノ
ベ
ル
」
か
ら
廃
し
、
「
美
術
」
と
し
て
の
「
小
説
」
の
主
眼
は
「
人
情
」
H

「
人
間

の
情
欲
」
「
百
八
煩
悩
」
を
模
写
す
る
こ
と
、
「
世
態
風
俗
」
が
こ
れ
に
次
ぐ
と
し
た
。

小
説
家
は
、
「
其
感
情
を
写
し
い
だ
す
に
、
敢
て
お
の
れ
の
意
匠
を
も
て
善
悪
邪
正

の
情
感
を
作
り
設
く
る
こ
と
を
ば
な
さ
ず
、
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
』
に
模
写
す
る

心
得
に
で
あ
る
べ
き
な
り
円
。
」
と
し
て
い
る
。
「
善
悪
邪
正
の
情
感
」
、
す
な
わ
ち

作
者
個
人
の
「
理
想
」
は
、
美
術
に
「
模
型
」
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

で
、
「
美
術
」
の
可
能
性
を
し
ぼ
め
て
し
ま
う
と
い
う
。
誼
温
は
馬
琴
の
「
勧

善
懲
悪
」
を
馬
琴
の
「
理
想
」
と
と
ら
え
、
儒
教
的
な
「
奨
戒
と
い
ふ
模
型
」

に
拘
泥
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
罷
り
通
っ
た
観

念
に
よ
り
そ
っ
た
作
者
の
「
理
想
」
を
〈
文
学
〉
に
投
影
す
る
こ
と
へ
の
批
判
は
、

『
小
説
神
髄
』
の
一
つ
の
理
念
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
当

時
〈
美
術
〉
概
念
の
導
入
と
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
フ
エ
ノ
ロ
サ

の
「
美
術
」
論
Y
乞
、
批
判
し
、
「
美
術
」
の
主
目
的
は
「
人
文
発
育
」
で
は
な

く
、
た
だ
そ
の
表
現
が
完
全
の
域
に
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
が
「
人

文
発
育
」
に
寄
与
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
「
結
果
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
『
小
説
神
髄
』
の
理
論
は
、
決
し
て
順
風
満
帆
に
(
誼
準
の
望
む
形

で
)
文
壇
に
浸
透
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
「
人

情
小
説
」
や
「
模
写
小
説
」
を
め
ぐ
る
様
々
な
言
説
と
対
峠
し
た
誼
遣
は
、
「
模
写

小
説
」
「
人
情
小
説
」
は
何
を
描
き
、
何
を
語
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
「
お

の
れ
」
に
語
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
誼
遁
が
馬
琴
の
霊
を
諌
め

る
た
め
に
持
ち
出
し
た
の
が
「
理
想
」
観
、
す
な
わ
ち
、
後
に
鴎
外
と
の
論
争
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に
展
開
し
た
際
に
そ
の
語
義
の
と
ら
え
か
た
の
相
違
が
最
大
の
論
点
と
な
っ
た
、

遣
準
自
ら
の
「
理
想
」
観
で
あ
る
2

「
お
の
れ
」
は
、
馬
琴
の
霊
の
勘
違
い
の
原
因
が
「
理
想
」
の
と
ら
え
方
に
あ
る

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

今
人
の
謂
ふ
勧
懲
と
は
、
足
下
の
謂
ふ
勧
懲
と
、
名
は
似
て
実
の
異
な
る

こ
と
、
濯
頂
と
濯
腸
ほ
ど
の
相
違
な
り
。
加
ふ
る
に
、
今
の
勧
懲
は
足
下

の
為
に
は
身
方
に
あ
ら
ず
し
て
却
り
て
足
下
の
大
敵
な
り
明
。

我
が
調
ふ
理
想
詩
人
と
は
ま
だ
誕
生
の
産
声
あ
げ
ぬ
議
な
れ
ば
、
仮
に
ミ

ル
ト
ン
か
シ
エ
レ

l
か
其
辺
の
格
構
の
男
と
想
ひ
た
ま
ふ
ペ
し
?

明
治
二
四
年
の
文
壇
に
は
ま
だ
誕
生
し
て
い
な
い
と
い
う
、
遺
温
が
こ
れ
か

ら
の
文
壇
を
見
据
え
て
希
求
す
る
「
理
想
詩
人
」
と
は
、
馬
琴
と
同
じ
「
理
想
」
家

で
あ
っ
て
も
そ
の
「
理
想
」
の
様
相
が
』
全
く
異
な
る
と
い
う
。

・
で
は
一
体
、
遺
遁
の
希
求
す
る
「
理
想
詩
人
」
の
「
理
想
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
梓
神
子
」
に
お
い
て
、

口
寄
せ
の
梓
神
子
の
存
在
に
寓
意
さ
れ
て
い
る
。

梓
神
子
の
も
と
に
訪
れ
る
直
前
、
「
お
の
れ
」
は
、
梓
神
子
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
思
い
を
廻
ら
せ
て
い
た
。

思
ふ
に
彼
の
亙
と
い
ふ
も
の
、
砂
く
と
も
人
の
胸
懐
を
読
破
せ
ん
と
試
む
る

者
な
ら
ん
。
さ
す
れ
ば
是
れ
機
に
臨
み
人
に
応
じ
て
自
家
が
想
像
憶
測
す
る

所
を
語
る
も
の
か
、
所
調
生
口
と
死
口
と
は
、
恐
ら
く
は
彼
が
理
想
中
の
死

霊
、
生
霊
の
言
な
ら
ん
。
よ
り
て
思
ふ
に
、
庄
の
霊
に
於
け
る
は
猶
ほ
理
想
詩
人

の
人
間
に
於
け
る
や
如
く
な
ら
ん
。
理
想
詩
人
の
人
聞
を
描
く
や
自
然
の
人

間
を
写
さ
ず
し
て
自
家
が
柑
塙
中
の
人
聞
を
写
す
。
故
に
君
子
を
描
き
て

偽
君
子
に
類
し
豪
傑
を
写
し
て
無
謀
の
壮
漢
と
な
る
こ
と
あ
り
。
然
れ
ど

も
理
想
家
決
し
て
非
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
理
想
博
う
し
て
能
く
君
子
を
容

れ
、
豪
傑
を
容
料
、
菩
躍
を
容
料
、
仏
を
容
打
、
儒
、
釈
、
耶
、
老
、
荘

を
容
れ
な
ば
、
理
想
即
ち
自
然
と
な
ら
ん
句
。

「
お
の
れ
」
は
、
梓
神
子
は
き
っ
と
「
自
家
が
想
像
憶
測
す
る
所
」
を
語
る
の
だ

ろ
う
か
ら
、
「
自
然
の
人
間
」
で
は
な
く
。
「
自
家
が
柑
楠
中
の
人
間
」
を
語
る
「
理

想
詩
人
」
に
似
て
い
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
理
想
家
決
し
て

非
ず
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
、

そ
の
作
者
の
「
理
想
」
H
主
観
の
あ
り
ょ
う
が
「
博
」
く
、
「
君
子
」
「
豪
傑
」
、
他
「
菩

薩
」
「
仏
」
「
儒
」
「
釈
」
「
耶
」
「
老
」
「
荘
」
つ
ま
り
こ
の
世
界
す
べ
て
の
「
理
想
」
を
包
み

こ
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
「
理
想
」
は
、
「
自
然
」
そ
の

も
の
、
つ
ま
り
宇
宙
そ
の
も
の
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
、
あ
ま
り

に
も
広
く
、
一
批
評
家
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
「
理
想
」
が
誼
遁
の
求
め
る
「
理
想

詩
人
」
の
「
理
想
」
で
あ
る
。
儒
教
の
よ
う
な
一
観
念
に
基
づ
い
た
馬
琴
の
「
理
想
」

(
H
勧
善
懲
悪
)
と
は
、
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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【

B
】
時
代
物
と
『
普
遍
相
」
「
未
来
」

「
お
の
れ
」
が
語
る
こ
の
よ
う
な
「
理
想
」
観
は
、
馬
琴
の
も
う
一
つ
の
覚
醒
の

予
感
|
時
代
物
復
興
の
呼
び
声
を
も
否
定
し
て
い
く
。
誼
遁
は
こ
こ
で
も
、
馬

琴
流
の
「
時
代
物
」
と
誼
造
の
構
想
す
る
〈
歴
史
小
説
〉
の
聞
に
切
断
線
を
入
れ

て
い
く
。

馬
琴
に
対
し
て
、
「
お
の
れ
」
は
、
最
近
の
作
家
が
過
去
に
材
を
と
っ
て
小
説

を
創
作
す
る
向
き
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
「
足
下
流
の
時
代
物
復
興
な

ど
』
あ
る
は
、
弥
々
以
て
勘
た
が
へ
の
薮
脱
み
」
「
足
下
が
勧
懲
を
経
と
し
、
儒

教
を
緯
と
し
て
、
時
代
物
を
編
れ
し
と
は
別
な
り
」
と
、
こ
こ
で
も
そ
の
「
理
想
」

の
あ
り
か
た
の
差
異
を
馬
琴
の
霊
に
語
っ
て
い
く
。
「
お
の
れ
」
は
、
一
観
念
に

と
ら
わ
れ
な
い
広
い
「
理
想
」
を
持
っ
た
作
者
に
よ
っ
て
な
る
〈
歴
史
小
説
〉
は
、

た
と
え
過
去
を
描
い
て
い
て
も
、
「
未
来
」
に
通
じ
る
「
普
遍
相
」
が
あ
る
の
だ
と



述
べ
る
。
で
は
、
こ
の
、
過
去
、
現
在
、

は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。

人
の
煩
悩
は
無
数
な
れ
ど
、
古
人
も
申
せ
し
通
り
、
最
も
著
鋭
な
る
は
固

な
り
。
望
と
恐
と
愛
と
憎
と
な
り
。
望
と
怖
と
は
二
つ
な
が
ら
未
来
に
係

り
、
愛
と
憎
と
は
過
去
の
経
験
に
基
づ
く
所
重
な
り
。
さ
れ
ば
知
何
ば
か

り
暫
時
の
間
人
の
心
目
を
娯
ま
す
げ
に
見
ゆ
る
も
の
も
、
此
の
四
つ
に
関

せ
ざ
る
時
は
、
永
く
は
注
意
を
繋
ぎ
が
た
し
勺

「
お
の
れ
」
の
語
り
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
人
の
煩
悩
」
、
誼
造
の
い
う
「
人
情
」

で
あ
る
。
誼
遁
は
、
こ
こ
で
「
人
情
小
説
」
を
、
〈
歴
史
小
説
〉
と
矛
盾
し
な
い

も
の
と
し
て
お
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
項
で
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

誼
遣
の
い
う
〈
写
実
小
説
〉
の
あ
り
か
た
に
も
重
な
っ
て
い
る
。

ニ
ー
三
『
我
国
写
実
派
の
一
祖
宗
」
西
鶴

【

C
】
明
治
ニ
四
年
の
『
社
会
小
説
」
と
「
写
実
」

迫
遁
が
『
小
説
神
髄
』
で
述
べ
た
、
人
情
・
世
態
の
「
模
写
」
と
い
う
概
念
は
、

作
者
の
態
度
を
「
只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
』
に
模
写
す
る
心
得
に
で
あ
る
べ
き
な

り
」
と
の
理
念
が
強
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
遣
準
は
「
梓
神
子
」
に
お
い
て
、

「
お
の
れ
」
を
西
鶴
の
霊
と
対
話
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
〈
写
実
小
説
〉
観
を

語
り
な
お
し
て
い
く
。

馬
琴
に
つ
づ
き
梓
神
子
に
想
依
し
た
西
鶴
の
霊
は
、
明
治
二
四
年
の
文
壇
へ
の

怨
み
言
を
、
次
の
よ
う
に
洩
ら
す
。

さ
る
に
で
も
嬉
し
い
は
寒
月
、
紅
葉
、
露
伴
、
不
知
庵
。
し
ゃ
ぽ
ん
臭
き

当
世
に
、
梅
花
の
油
分
と
に
ほ
は
せ
、
あ
』
善
う
水
手
向
け
て
く
れ
け
る

ぞ
や
。
文
頼
母
し
い
は
同
じ
流
れ
の
若
い
人
達
、
神
ぞ
我
を
慕
う
て
く
れ

る
こ
』
ざ
し
、
忘
れ
は
置
か
ぬ
、
嬉
し
い
ぞ
ゃ
な
ふ
。
さ
り
な
が
ら
、
追

善
法
会
の
功
徳
に
て
、
年
来
の
濡
衣
は
乾
き
ぬ
れ
ど
、
そ
な
た
達
が
建
て

く
れ
し
卒
塔
婆
は
、
雨
風
に
は
脆
き
薄
板
の
へ
ら
ノ
¥
。
定
め
な
き
は
浮

「
未
来
」
に
通
じ
て
い
く
「
普
遍
相
」
と

き
世
ぞ
か
し
。

(
・
:
中
略
・
:
)
な
つ
か
し
の
露
伴
沙
弥
が
、
草
苦
々
た
る
国
民
が
原
の
真
中

に
、
勇
ま
し
う
仁
王
立
に
つ
』
た
ち
、
我
が
た
め
の
大
読
経
、
嬉
し
や
此

の
功
力
に
こ
そ
修
羅
妄
執
の
雲
晴
わ
た
り
、
成
仏
得
脱
疑
あ
る
ま
じ
、
と

頼
み
に
思
ひ
け
る
甲
斐
も
無
く
、
恨
め
し
ゃ
、
末
段
の
偶
は
何
事
ぞ
や
。
「
西

鶴
畢
寛
馬
前
の
塵
」
と
蹴
散
ら
せ
し
一
言
。
思
い
づ
る
も
怨
の
種
よ
な
ふ
円
。

西
鶴
の
怨
霊
は
、
馬
琴
が
登
場
し
て
か
ら
「
紙
魚
」
に
く
わ
れ
て
い
た
と
い
う

自
分
を
慕
っ
て
く
れ
る
作
家
η
に
こ
の
よ
う
に
感
謝
を
し
め
し
つ
つ
も
、
西
鶴
の

幽
霊
は
い
つ
あ
き
ら
れ
る
か
気
が
気
で
な
く
、
「
法
事
が
足
ら
ぬ
」
「
供
養
が
足

ら
ぬ
」
「
つ
れ
な
の
批
評
家
よ
。
松
需
軒
へ
の
大
供
養
は
、
文
学
知
来
へ
の
大
供
養
、

と
う
た
』
ね
の
夢
に
も
思
は
ぬ
か
よ
な
ふ
」
と
そ
の
評
価
の
在
り
方
に
不
満
を
も

ら
す
。こ

の
よ
う
に
歎
く
西
鶴
の
霊
に
対
し
て
「
お
の
れ
」
は
、
馬
琴
の
霊
と
〈
歴
史

小
説
〉
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
世
話
物
衰
退
」
を
意
味
し
な
い
の
だ
と

弁
明
し
、
「
写
実
小
説
の
祖
」
と
し
て
西
鶴
は
蘇
生
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と

語
る
。
そ
し
て
、
「
世
話
物
」
を
源
と
す
る
「
時
代
物
興
隆
」
と
矛
盾
し
な
い
〈
写

実
小
説
〉
の
可
能
性
に
つ
い
て
説
い
て
い
く
。

「
お
の
れ
」
は
、
明
治
二
四
年
の
「
社
会
小
説
」
へ
の
不
満
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
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当
今
の
社
会
小
説
を
見
ら
れ
よ
、
一
概
に
は
申
さ
れ
ぬ
が
、
一
方
は
十
か

八
ま
で
は
「
よ
く
っ
て
よ
」
の
写
実
、
一
方
は
鶴
の
毛
衣
を
着
た
廿
四
年
度

の
嬢
さ
ま
、
若
旦
那
、
兎
角
に
廿
四
年
度
を
離
れ
ぬ
は
止
む
を
得
ざ
る
べ

き
自
然
の
沙
汰
な
れ
ど
も
、
特
殊
相
に
偏
っ
て
普
偏
相
が
ズ
プ
無
い
ゆ
え
、

昨
日
の
目
に
は
め
で
た
け
れ
ど
、
今
日
の
目
に
は
を
か
し
く
な
し
。
酷
評

す
れ
ば
、
場
当
り
の
政
治
小
説
と
叔
父
甥
の
間
柄
な
り
。
(
:
・
中
略
:
・
)
米

の
代
ぞ
ん
ぜ
ぬ
男
女
も
、
只
今
に
て
は
漸
う
現
在
専
門
の
作
に
は
厭
が
ま



ゐ
り
た
り
。
ち
ょ
ん
雷
の
つ
い
た
挿
絵
の
小
説
が
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
見
ゆ
る

は
其
前
表
に
て
、
写
実
的
社
会
小
説
の
ヒ
タ
と
衰
へ
た
る
は
此
故
な
り
η

誼
遁
は
、
「
写
実
」
が
行
き
過
ぎ
、
た
だ
「
社
会
小
説
」
が
、
「
現
在
専
門
」
の
も

の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
「
お
の
れ
」
を
通
し
て
批
判
し
て
い
る
。
江
戸
期

の
戯
作
を
継
承
す
る
仮
名
書
魯
文
ら
に
は
、
誼
盗
の
い
う
「
美
術
」
は
「
写
真
」
に

す
ぎ
な
い
と
映
っ
た
と
さ
れ
る
が
句
、
遣
準
の
い
う
「
写
実
」
は
、
そ
の
現
在
だ
け

を
切
り
取
る
「
写
真
」
で
は
な
い
と
い
う
弁
明
で
あ
る
。
誼
遣
の
い
う
〈
写
実
〉

は
、
「
普
偏
相
」
を
持
っ
た
「
人
情
」
を
描
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
「
お
の
れ
」
は
、
こ
の
「
普
偏
相
」
を
描
い
た
「
小
説
」
と
し
て
『
源

氏
物
語
』
を
例
に
説
明
し
て
い
る
。

か
の
源
氏
物
語
に
王
政
廓
乱
の
未
来
早
く
巳
に
見
え
た
ら
ん
。
蓋
し
作
者

の
理
想
広
う
し
て
せ
め
て
も
当
代
を
容
る
』
こ
と
を
得
ば
、
其
写
す
所
は

現
在
の
み
な
り
と
も
其
相
外
に
隠
然
と
し
て
未
来
の
当
社
会
見
え
ざ
る
べ

し
ゃ
。
ま
し
て
況
ん
や
其
理
想
広
く
遠
く
し
て
偏
く
人
間
を
容
れ
ん
に
は
、

音
に
当
国
の
未
来
の
み
な
ら
ず
、
人
間
全
体
の
未
来
を
も
現
ぜ
ん
か
。
即

ち
人
間
の
命
を
調
示
す
べ
き
な
り
?

『
小
説
神
髄
』
で
は
、
た
だ
「
現
実
派
」
の
「
上
流
社
会
の
情
態
を
写
せ
る

好
き
世
話
物
語
コ
と
評
価
さ
れ
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
未
来
」

の
有
り
様
を
照
射
す
る
力
の
あ
る
「
普
遍
相
」
を
持
っ
た
作
品
と
し
て
の
評
価
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
作
者

の
「
理
想
」
の
大
き
さ
で
あ
る
。
「
広
く
遠
く
し
て
遍
く
人
聞
を
容
れ
」
る
「
理
想
」

を
持
っ
て
い
る
作
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
作
者
が
描
く
「
人
情
」
は
、
「
人
間
の
命
」

を
も
「
詞
示
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
過
去
を
描
い
て
い
て
も
、

現
在
を
描
い
て
い
て
も
、
「
人
情
」
を
写
し
て
い
る
も
の
が
、
誼
遣
の
求
め
る
〈
写

実
小
説
〉
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
お
の
れ
」
は
、
現
実
の

実
は
今
の
世
話
物
の
大
抵
は
廿
四
年
を
も
得
容
れ
ぬ
な
り
。
形
容
詞
を
加

へ
て
彼
等
が
理
想
中
の
廿
四
年
即
ち
当
代
の
一
般
を
写
せ
り
と
い
は
ゾ
妥

当
な
ら
ん
明

「
今
の
世
話
物
」
は
、
明
治
二
四
年
さ
え
も
写
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作
者
は
自
ら
の
一
観
念
で
、
世
界
を
切
り
取
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
「
社
会
小

説
」
が
、
「
政
治
小
説
」
と
「
叔
父
甥
」
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

〈
歴
史
小
説
〉
に
つ
い
て
語
る
に
し
て
ち
〈
写
実
小
説
〉
に
つ
い
て
語
る
に

し
て
も
、
誼
遣
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
「
理
想
」
の
在
り
方
を
め
ぐ
る

問
題
|
|
馬
琴
の
霊
が
勘
違
い
し
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
馬
琴
に
勘
違
い
を
さ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
勘
違
い
を
「
お
の
れ
」
が

戒
め
て
い
く
、
と
い
う
構
造
に
、
明
治
二
四
年
の
文
壇
状
況
を
見
据
え
た
誼
造

の
一
つ
の
策
略
が
あ
る
。
「
お
の
れ
」
を
介
す
る
遣
準
の
批
判
の
ま
な
ざ
し
は
、

H

勘
違
い
H

ち
し
た
馬
琴
に
で
は
な
く
、

H

勘
違
い
H

を
生
み
だ
し
た
明
治
二

四
年
の
文
壇
の
状
況
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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〈
写
実
小
説
〉
と
の
事
離
を
歎
く
。

一一

l
四
「
日
本
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
」
近
松

【

D
】
「
虚
実
皮
膜
」
の
「
人
情
」

誼
遁
は
、
「
明
治
二
十
三
年
上
半
期
文
学
界
の
風
潮
」
(
『
読
売
新
聞
』
、

二
三
年
1
8
9
0
八
月
)
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

去
年
の
暮
れ
ま
で
は
其
道
の
人
の
外
は
著
作
を
評
す
る
に
大
か
た
は
文
章

の
好
醜
を
も
て
上
下
し
又
は
漠
然
と
人
情
を
写
し
た
り
否
写
さ
ず
な
ど
の

¥
し
る
の
み
に
て
評
の
作
者
の
観
念
に
及
ベ
る
を
聞
か
ざ
り
き
聞
か
ざ
り

き
し
に
は
あ
ら
ね
ど
愛
に
い
ふ
意
味
の
も
の
に
あ
ら
ざ
り
し
な
り
今
は
趨
勢

大
に
改
ま
り
普
通
の
読
者
だ
に
鞘
や
眼
あ
る
は
た
辛
と
は
い
は
で
者
脹
と
い
ふ

こ
れ
い
ち
じ
る
し
き
進
歩
な
り
素
よ
り
如
何
な
る
を
善
き
着
想
と
い
ふ
か
は
其

人
々
の
心
々
に
て
同
じ
か
ら
ず
『
紅
湖
』
『
朝
野
』
等
の
新
聞
紙
並
に
『
女
学
雑

明
治



誌
』
等
が
、
人
情
小
説
を
繊
巧
と
罵
り
規
模
の
大
な
る
を
作
れ
と
い
ひ
今
の
作

者
は
痴
情
の
み
を
愛
と
す
る
か
何
ぞ
愛
国
の
愛
、
愛
民
の
愛
を
か
¥
ぬ
な
ど
叱

り
た
る
若
し
く
は
龍
渓
居
士
が
今
の
小
説
の
偏
れ
る
を
歎
き
て
『
浮
城
物
語
』

を
著
し
た
る
な
ど
其
い
ふ
所
の
当
否
は
暫
く
措
き
て
総
て
着
想
を
論
ぜ
し
も
の

な
る
こ
と
明
け
し
其
他
批
評
専
門
の
人
々
の
芦
も
ま
す
/
¥
此
方
向
に
向
か

っ
て
高
く
な
り
ぬ
吋

こ
こ
で
の
誼
盗
の
言
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
「
文
章
」
の
如
何
に
拘
泥
し
て
い

た
文
壇
状
況
が
、
明
治
二
三
年
に
お
い
て
も
、
創
作
に
お
い
て
も
批
評
に
お
い

て
も
「
作
者
の
観
念
」
「
着
眼
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
始
め
た
と
い
う
。
「
作
者

の
観
念
」
や
「
着
眼
」
は
、
誼
遁
の
い
う
「
理
想
」
の
語
義
に
近
い
。
「
作
者
の
観
念
」

を
め
ぐ
る
問
題
が
遁
遣
の
前
に
起
ち
上
が
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
「
其
い
ふ

所
の
当
否
は
暫
く
措
き
て
」
と
意
味
深
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
情
小

説
」
を
「
繊
巧
」
「
痴
情
」
の
み
と
否
忘
す
る
人
々
の
「
観
念
」
H
「
理
想
」
の
あ
り
か
た

こ
そ
が
誼
遁
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
.
ろ
う
。

明
治
二
四
年
の
直
前
に
は
、
「
写
実
小
説
」
「
人
情
小
説
」
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ

て
複
数
の
文
学
論
争
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
巌
本
善
治
と
森
鴎
外
に

よ
る
「
文
学
と
自
然
」
論
争
(
明
治
二
二
年
1
8
8
9
四
月

i
六
月
)
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
の
論
争
の
争
点
は
、
十
川
信
介
氏
の
指
摘
に
従
え
ば
句
、
「
巌
本
の
主
張

す
る
、
「
最
大
の
文
学
は
自
然
の
佳
に
自
然
を
写
し
得
た
る
も
の
也
」
「
極
美
の
美

術
な
る
も
の
は
決
し
て
不
徳
と
伴
ふ
こ
と
を
得
ず
」
と
い
う
二
点
の
当
否
」
に
あ

る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
人
情
小
説
」
の
不
道
徳
性
を
指
摘
す
る
巌
本

へ
の
鴎
外
の
反
論
は
、
「
善
外
に
美
な
し
と
す
れ
ば
善
と
美
と
の
区
別
も
立
た
ず
」

と
い
う
「
善
」
か
ら
の
「
美
」
の
独
立
を
主
張
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
論
争
を
誼

遁
は
、
当
時
外
野
か
ら
眺
め
て
い
た
の
だ
が
、
巌
本
の
主
張
を
「
極
実
派
の
反
動
」

「
極
実
小
説
の
弊
漸
く
あ
ら
は
れ
ん
と
す
勺
」
と
否
定
的
に
見
て
い
る
。
馬
琴
の

幽
霊
の
い
う
「
善
即
美
な
り
と
説
け
る
も
の
も
、
一
度
さ
し
ま
ね
か
ぱ
我
旗
下
と

な
ら
ん
」
は
こ
の
議
論
を
響
か
せ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
発
せ
ら
れ
た
、
「
人

情
小
説
」
が
「
不
徳
」
で
あ
る
と
い
う
声
は
、
『
女
学
雑
誌
』
を
中
心
と
す
る
い
わ

ゆ
る
文
学
極
衰
論
を
起
ち
上
が
ら
せ
る
。

ま
た
、
馬
琴
招
魂
は
、
明
治
二

O
年
前
後
、
自
由
民
権
運
動
の
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
と
し
て
生
ま
れ
た
〈
政
治
小
説
〉
が
、
遣
準
の
い
う
「
美
術
」
と
し
て
の
「
人
情

小
説
」
と
は
別
の
文
脈
で
、
広
範
囲
の
読
者
に
人
気
を
博
し
て
い
た
こ
と
と
も
関

わ
る
。
当
時
人
気
を
得
た
〈
政
治
小
説
〉
に
矢
野
龍
渓
『
浮
城
物
語
』
(
一
八
九

O
、
初
出
タ
イ
ト
ル
は
、
海
洋
冒
険
小
説
『
報
知
新
聞
』

J

が
あ
り
、
「
『
浮
城

物
語
』
論
争
」
と
呼
ば
れ
る
論
争
が
起
こ
っ
て
い
る
。
『
浮
城
物
語
』
は
矢
野

龍
渓
が
「
野
史
小
説
の
要
は
人
を
悦
は
し
む
る
に
在
り
引
」
と
娯
楽
性
を
追
求
し

て
な
し
た
と
い
う
も
の
。
こ
れ
に
対
し
て
石
橋
忍
月
と
内
因
魯
庵
は
、
人
間
を

描
い
て
こ
そ
の
「
小
説
」
で
あ
り
「
美
術
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
批
判
し
た
な

忍
月
は
「
戦
争
官
険
奇
禍
多
難
」
を
語
る
小
説
は
、
近
世
以
前
の
「
敵
打
物
語
」
と

何
ら
変
わ
ら
な
い
と
し
、
魯
庵
は
「
人
情
小
説
」
の
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
さ
を
問
題

と
す
る
人
々
は
、
「
し
き
り
に
馬
琴
或
は
ス
コ
ッ
ト
の
歴
史
的
を
標
準
と
し
て
是

を
論
ず
」
と
、
と
も
に
『
浮
城
物
語
』
周
辺
の
〈
政
治
小
説
〉
を
馬
琴
ら
に
な
ぞ

ら
え
る
こ
と
で
そ
の
〈
美
術
〉
か
ら
の
恭
離
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
明
治
十
年
代
か
ら
の
政
治
小
説
の
流
れ
と
、
誼
準
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

ノ
ベ
ル
の
流
れ
と
が
こ
れ
を
境
に
扶
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
出
来
事
明
」
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
の
論
争
に
関
し
て
、
鈴
木
貞
美
(
2
0
0
9
)
は
、
こ
の
論
争
で

敗
北
し
た
の
は
、
「
人
情
小
説
」
の
意
義
を
説
い
て
い
た
芸
術
派
で
あ
っ
た
と
指

摘
し
て
い
る
2

誼
盗
は
こ
の
論
争
に
も
直
接
に
は
参
与
せ
ず
沈
黙
し
て
い
た
が
、
「
梓
神
子
」

に
お
い
て
馬
琴
の
霊
に
覚
醒
の
予
感
を
語
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
こ

れ
ら
の
明
治
二
四
年
周
辺
の
文
壇
の
動
向
が
視
野
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
つ
ま
り
誼
準
は
、
「
人
情
小
説
」
を
「
狼
襲
」
な
も
の
、
狭
小
な
も
の
と
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し
て
み
な
す
「
人
情
小
説
」
否
定
派
の
当
時
の
言
論
人
Y
乞
、
「
淫
狼
し
き
浮
き
世

の
波
を
捲
返
す
べ
き
時
こ
そ
来
ぬ
れ
」
と
叫
ぶ
馬
琴
に
み
た
て
、
「
理
想
」
に
つ

い
て
の
勘
違
い
を
、
明
治
二
四
年
の
文
壇
の

H

勘
違
い
H

と
し
て
「
お
の
れ
」
に

諌
め
さ
せ
、
西
鶴
、
近
松
と
の
対
話
を
通
し
て
、
遣
準
の
希
求
す
る
小
説
の
本

義
、
そ
し
て
そ
こ
で
描
か
れ
る
べ
き
「
人
情
」
の
あ
り
ょ
う
を
説
こ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
誼
盗
が
「
写
実
」
の
対
象
と
し
て
い
た
「
普
偏
層
」
を
持
つ
「
人
情
」
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
誼
遁
は
、
〈
美
術
〉
(
芸
術
)
と
し
て
の
「
人
情
」
の
あ

り
ょ
う
を
、
近
松
の
演
劇
論
や
作
品
に
あ
て
は
め
る
こ
と
で
語
っ
て
い
く
。

近
松
の
霊
は
、
「
所
調
ド
ラ
マ
と
や
ら
ん
の
真
の
旨
を
得
て
、
人
間
の
本
相

を
写
し
た
る
も
の
は
、
斯
く
い
ふ
門
左
衛
門
を
除
き
て
外
に
は
あ
る
ま
じ
」
と

自
負
し
な
が
ら
、
「
実
用
と
美
術
と
を
一
つ
に
し
た
理
屈
づ
め
の
評
判
呑
み
こ
ま

ぬ
」
と
述
べ
、
〈
美
術
〉
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
。

理
窟
は
無
し
に
面
白
う
て
こ
そ
美
術
な
れ
、
人
情
の
通
っ
た
男
に
我
等
が

作
を
理
屈
づ
め
に
す
る
も
の
な
く
、
時
代
ち
が
ひ
、
仮
名
ち
が
ひ
、
手
爾

葉
ち
が
ひ
を
答
む
る
も
の
は
は
き
ち
が
ひ
で
な
く
ば
気
ち
が
ひ
の
沙
汰
ぞ

か
し
。
凡
そ
美
術
と
い
ふ
も
の
は
実
と
虚
と
を
皮
膜
の
間
に
あ
る
も
の
な

り
。
虚
に
し
て
虚
な
ら
ず
、
実
に
し
て
実
な
ら
ぬ
其
聞
に
こ
そ
美
術
の
趣

剰
削
細
引
制
利
明
。

こ
こ
で
誼
造
は
、
「
近
松
」
に
「
虚
実
皮
膜
論
」
を
も
っ
て
、
〈
美
術
〉
を
語
ら

せ
て
い
る
。
「
虚
実
皮
膜
論
」
は
、
浄
瑠
璃
注
釈
書
『
難
波
み
や
げ
』
(
穂
積
以
貫
、

元
文
三
年
1
7
3
8
)
の
「
発
端
抄
」
に
、
近
松
の
語
っ
た
言
葉
と
し
て
、

芸
と
い
ふ
も
の
は
実
と
嘘
と
の
皮
膜
の
間
に
あ
る
も
の
也
。
(
:
・
中
略
:
・
)

虚
に
し
て
虚
に
あ
ら
ず
、
実
に
し
て
実
に
あ
ら
ず
、
こ
の
間
に
慰
有
た
も

の
な
り
叫

と
あ
り
、

後
世
に
よ
く
知
ら
れ
た
。

『
難
波
み
や
げ
』

「
発
端
抄
」
で

む
ろ
ん
、

の
近
松
の
発
話
に
、
〈
美
術
〉
と
い
う
言
葉
は
み
あ
た
ら
な
い
。
誼
遁
は
、
近

松
が
語
っ
た
と
さ
れ
る
「
芸
」
「
慰
み
」
を
、
〈
美
術
〉
、
〈
美
術
〉
の
「
趣
味
」
(

H

テ

イ
ス
ト
d

の
意
)
と
置
き
換
え
、
〈
美
術
〉
論
と
し
て
近
松
の
亡
霊
に
語
ら
せ
て

い
る
。こ

の
「
虚
実
皮
膜
論
」
的

応
答
す
る
。

虚
と
実
と
皮
膜
の
聞
に
美
術
あ
り
と
い
ふ
足
下
の
高
説
、
面
白
く
こ
そ
承

わ
き
ま

り
候
へ
。
(
:
・
中
略
:
・
)
し
か
れ
ど
も
比
二
字
の
境
排
へ
易
か
ら
ず
。
如

何
な
る
を
虚
と
し
、
如
何
な
る
を
実
と
せ
ん
と
い
ふ
に
、
(
・
:
中
略
・
:
)
形

は
虚
妄
な
る
も
妨
げ
無
し
。
実
な
る
べ
き
は
其
れ
只
理
か
吋

O

な
に
が
「
虚
」
で
あ
り
、
な
に
が
「
実
」
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
「
お
の
れ
」

の
議
論
は
展
開
し
、
近
松
の
「
虚
実
皮
膜
」
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
み
せ
る
。
「
お

の
れ
」
は
、
「
虚
妄
」
は
「
形
」
、
「
実
」
は
「
理
」
で
あ
る
か
、
と
言
う
H
O

「
理
」
は
、

普
遍
的
な
真
理
を
い
う
3

し
か
し
こ
こ
で
い
う
「
理
」
は
、
「
意
」
(
「
真
理
乙
で
あ

り
つ
つ
、
や
は
り
「
人
情
」
の
文
脈
に
連
な
っ
て
い
く
。

当
世
理
窟
家
の
詩
を
論
ず
る
を
聞
く
に
、
(
・
:
中
略
・
:
)
さ
な
が
ら
写
生
せ

よ
と
い
ふ
者
あ
り
。
さ
る
は
画
工
と
写
真
師
と
を
一
つ
と
し
、
詩
人
と
理

学
家
の
差
別
を
没
す
。
泥
実
の
至
極
な
り
。
就
中
演
劇
の
改
良
を
云
ふ
も

の
あ
り
。
形
の
実
を
重
し
と
す
る
こ
と
、
理
の
実
を
重
し
と
す
る
よ
り
も

甚
だ
し
。
彼
等
時
代
物
の
劇
を
作
れ
ば
、
力
を
専
ら
に
事
実
と
風
俗
と
に

致
し
、
年
代
の
前
後
、
言
葉
の
品
に
気
を
入
り
、
調
度
、
衣
裳
の
実
な
ら

ん
こ
と
を
望
め
ど
も
、
人
情
の
実
は
却
り
て
空
し
。
(
・
:
中
略
・
:
)
さ
る
は

皆
形
の
実
に
泥
み
た
る
弊
に
あ
ら
ず
や
ァ

こ
こ
で
「
お
の
れ
」
は
単
純
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
否
定
し
、
文
学
の
「
虚
」
と
「
実
」

を
め
ぐ
っ
て
、
文
学
作
品
の
形
は
必
ず
し
も
現
実
を
そ
の
ま
ま
写
さ
な
く
て
も

よ
い
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
中
の
「
理
」
は
「
真
実
」
で
な
く
て
は
い
け
な

〈
美
術
〉

論
に
「
お
の
れ
」
は
納
得
し
、

次
の
よ
う
に
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い
と
い
う
。
「
理
」
は
、
「
人
情
の
実
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
普
遍
」

性
を
持
つ
「
人
情
」
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

で
の
虚
実
論
に
、
馬
琴
、
西
鶴
に
語
っ
た
、
材
は
過
去
に
と
っ
て
も
「
人
情
」
の
「
普

遍
相
」
を
語
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
文
学
理
論
が
結
集
し
て
い
る
。
遣
準
は
「
お

の
れ
」
に
、
そ
れ
が
近
松
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
と
し
て
語
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
の

「
重
雄
子
」
の
お
さ
い
女
郎
も
、
理
屈
を
い
へ
ば
、
女
の
化
物
に
似
た
れ
ど

も
、
心
の
恋
と
肉
の
恋
と
を
み
づ
か
ら
も
得
わ
け
ぬ
所
に
、
親
心
の
誠
見

え
て
、
常
理
を
は
な
れ
し
理
外
の
理
い
ち
じ
る
し
く
、
夢
幻
の
わ
き
が
た

き
所
に
、
不
可
説
法
の
真
知
の
影
あ
り
。
大
俗
の
そ
れ
が
し
ら
、
斯
う
利

口
げ
に
弁
じ
て
も
、
忽
ち
の
う
ち
に
け
し
と
び
、
形
市
下
の
論
理
に
目
く

ら
み
、
形
市
上
の
論
理
を
忘
る
』
故
に
、
例
の
虚
実
の
界
に
途
惑
ひ
す
。

世
間
が
足
下
を
ほ
め
て
、
日
本
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
と
い
ふ
は
、
形
の
無

き
評
に
あ
る
ま
じ
叫
。

「
お
の
れ
」
は
、
近
松
門
左
衛
門
『
鑓
の
権
三
重
惟
子
』
(
享
保
二
年
1
7
1
7
)

の
女
主
人
公
「
さ
ゐ
」
の
、
「
心
の
恋
と
肉
の
恋
と
を
み
づ
か
ら
も
得
わ
け
ぬ
所
」

に
、
「
親
心
の
誠
」
を
見
る
と
い
う
。
「
さ
ゐ
」
は
、
人
妻
で
あ
り
な
が
ら
、
娘
の

靖
に
、
と
思
っ
て
い
た
年
下
の
男
に
ひ
そ
か
に
思
い
を
寄
せ
て
い
っ
た
あ
げ
く
、

結
局
密
通
し
て
し
ま
う
人
物
。
「
お
の
れ
」
は
そ
の
人
物
の
心
の
葛
藤
に
、
「
人
情
」

の
「
普
遍
」
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は
「
形
而
下
の
論
理
」
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
誼
盗
の
い
う
「
人
情
の
実
」
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
た

だ
人
の
一
感
情
の
吐
露
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば
や
「
常
理
」
で
は
単
純
に

説
明
し
難
い
よ
う
な
、
生
の
実
存
に
関
わ
る
聞
を
照
射
す
る
可
能
性
を
ひ
め
た

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
小
説
神
髄
』

以
降
、
「
小
説
」
に
描
か
れ
る
対
象
と
し
て
の
「
人
情
」
観
が
形
を
変
え
て
受
容
さ

れ
て
い
く
中
で
の
、
迫
遁
の
側
か
ら
の
反
論
で
も
あ
っ
た
。
同
時
に
そ
の
過
程

で
、
誼
遣
が
希
求
す
る
た
く
さ
ん
の
「
理
想
」
(
「
観
念
」
)
を
い
れ
う
る
広
い
「
理
想
」

を
も
っ
た
作
品
と
し
て
、
ま
た
「
人
情
の
実
」
を
描
き
得
た
も
の
と
し
て
、
近
松

作
品
が
「
再
評
価
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
誼
造
「
梓
神
子
」
に
お
い
て
、
滝
沢
馬
琴
、
井
原
西
鶴
、
近
松
門
左
衛

門
の
霊
と
「
お
の
れ
」
の
対
話
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
た
、
迫
遁
の
〈
批
評
〉
論
、

〈
文
学
〉
論
の
検
討
と
、
そ
こ
で
古
典
テ
キ
ス
ト
及
び
そ
の
作
者
が
ど
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
窺
っ
て
き
た
。

後
に
誼
遁
が
明
か
す
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
梓
神
子
」
に
お
い
て
は

口
容
亙
女
自
体
が
、
す
な
わ
ち
、
馬
琴
か
ら
は
じ
ま
り
、
西
鶴
、
近
松
、
そ
し

て
最
後
に
次
々
に
押
し
寄
せ
る
紫
式
部
、
本
居
宣
長
、
宣
長
、
「
漢
文
学
の
霊
」
寸

そ
し
て
作
家
と
い
う
点
で
自
ら
も
含
み
う
る
と
い
う
、
神
子
に
愚
依
し
よ
う
と

す
る
様
々
な
怨
霊
た
ち
、
こ
れ
ら
の
存
在
、
理
想
を
す
べ
て
か
か
え
こ
み
、
語

る
、
と
い
う
誼
遁
の
提
示
し
よ
う
と
し
た
「
作
者
の
心
得
」
を
具
現
し
た
人
物
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
「
梓
神
子
」
で
な
さ
れ
る
、
〈
文
学
〉
論
、
〈
批

評
〉
論
に
共
に
貫
か
れ
る
の
は
、
誼
遣
が
こ
こ
で
、
「
理
想
」
の
「
博
」
さ
を
問

題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遣
準
は
「
批
評
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

批
評
家
が
「
没
理
想
」
的
態
度
で
の
ぞ
む
こ
と
、
自
分
の
一
観
念
を
捨
て
去
っ
た

「
帰
納
的
批
評
」
を
説
い
た
が
、
そ
れ
は
誼
遁
の
目
指
す
と
こ
ろ
の
〈
文
学
〉
が
、

「
博
く
遠
く
し
て
遍
く
人
聞
を
容
れ
」
る
「
理
想
」
を
持
っ
た
作
者
に
よ
っ
て
ま

な
ざ
さ
れ
た
「
人
間
相
」
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。

遣
準
の
い
う
「
理
想
詩
人
」
の
「
理
想
」
は
、
「
自
然
」
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
そ
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
批
評
家
個
人
の
「
理
想
」
や
、
あ
ら
か
じ

め
統
一
さ
れ
た
観
念
に
よ
る
演
鐸
的
判
断
の
批
評
で
は
祖
師
を
き
た
す
の
で
あ

る。
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こ
の
よ
う
な
迫
遁
の
〈
文
学
〉
観
、
〈
批
評
〉
観
は
、
そ
の
ま
ま
、
後
の
誼

鴎
論
争
に
持
ち
越
さ
れ
て
い
く
が
、
こ
の
「
没
理
想
」
概
念
が
誼
遁
の
シ
エ
イ
ク

ス
ピ
ヤ
の
「
ド
ラ
マ
」
へ
の
着
目
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
多
く
指
摘

さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
2

本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
遣
準
論
争
前
夜
、
「
梓
神

子
」
に
お
い
て
誼
温
は
、
自
ら
の
理
論
を
「
古
典
」
を
用
い
て
語
っ
て
い
た
。
そ
れ

は
、
誼
遁
の
認
識
す
る
シ
エ
イ
ク
ス
ピ
ヤ
世
界
の
中
に
日
本
の
「
古
典
」
を
置
き

直
し
、
そ
の
自
ら
の
論
を
補
強
し
よ
う
と
い
う
行
為
で
も
あ
る
。
ま
た
、
日
本

の
「
古
典
」
や
古
典
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
る
知
識
を
媒
介
に
し
て
、
古
典
の
教
養
を

共
有
し
て
い
る
読
者
に
向
け
て
『
小
説
神
髄
』
以
来
の
自
己
の
文
学
論
を
伝
え

て
い
く
行
為
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
明
治
期
の
「
古
典
」
受
容
の
一
つ
の
有
り

様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
お
の
れ
」
は
、
西
鶴
の
怨
霊
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

さ
す
れ
ば
た
と
ひ
其
の
陽
ぱ
一
意
専
念
過
去
を
想
ふ
や
う
に
見
え
た
る
も
、

其
陰
は
所
謂
温
故
知
新
の
沙
汰
に
て
、
未
来
の
料
に
と
で
す
る
こ
と
な
り
。

若
し
た
ま
ノ
¥
さ
は
な
く
て
、
一
向
に
過
去
を
夢
に
見
て
、
過
去
に
溺
れ

た
る
も
の
あ
ら
ん
に
は
、
さ
る
は
死
に
し
子
の
齢
を
算
え
へ
、
行
き
し
水

の
帰
ら
ぬ
を
嘆
く
も
の
と
択
ぶ
所
な
し
。
狂
愚
の
至
極
な
り
。
伺
り
て
思

ふ
に
、
人
間
の
大
欲
の
湊
ま
る
所
と
大
望
の
凝
る
所
と
は
、
偏
へ
に
米
来
の
二
字

に
あ
る
欺
。
即
ち
未
来
相
を
知
ら
ん
と
す
る
は
(
一
身
の
帰
着
、
人
間
の
命
、
造

化
の
本
性
を
知
ら
ん
と
す
る
は
、
)
人
間
究
寛
の
大
欲
な
り
叫
。

「
過
去
」
と
の
向
き
合
い
方
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、

当
時
の
誼
遣
の
「
古
典
」
と
の
向
き
合
い
方
に
通
じ
て
い
く
。
西
鶴
に
つ
い
て
露

伴
が
、
「
西
鶴
素
よ
り
馬
前
の
一
塵
の
み
。
然
れ
ど
も
西
鶴
遂
に
ほ
ろ
ぶ
べ
か
ら

ず
、
仮
令
小
説
家
と
い
ふ
あ
た
は
ざ
る
に
も
せ
よ
亦
一
文
豪
た
る
こ
と
は
動
か

す
べ
か
ら
ざ
る
の
議
な
り
と
す
」
叫
と
、
「
小
説
家
」
な
ら
ぬ
二
文
豪
」
と
し
て

の
価
値
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
誼
遣
は
〈
写
実
小

説
〉
の
参
照
枠
と
し
て
西
鶴
を
「
小
説
」
界
に
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
ま
た
、
古
典
テ
キ
ス
ト
に
「
未
来
相
」
、
「
人
間
の
命
」
の
「
甑
刺
」
を
読
ん
で

い
く
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
普
遍
」
の
「
人
情
の
実
」
を
、
「
未
来
」
に
照
射
し
て
い
こ

う
と
い
う
態
度
が
、
「
梓
神
子
」
か
ら
窺
え
る
誼
準
の
「
古
典
」
の
生
か
し
方
で
あ

っ
た
。
誼
遁
は
『
小
説
神
髄
』
で
、
ジ
ョ
ン
・
モ

1
レ
イ
な
る
人
物
の
文
学
論

を
引
き
、
「
文
学
」
の
主
意
は
、
「
常
に
人
生
の
批
判
を
も
て
其
の
第
一
の
目
的
」

と
す
る
こ
と
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
、
「
人
生
の
批
判
」
と
は
、
「
人
生
の
因
果
の

秘
密
を
見
る
」
、
「
人
の
性
の
秘
組
を
穿
ち
、
因
果
の
道
理
を
察
り
得
る
」
「
人
生

の
大
機
械
を
覚
る
」
こ
と
。
誼
遁
の
言
う
「
人
情
」
は
単
な
る
個
人
的
な
感
情
や
観

念
に
と
ど
ま
ら
ず
、
因
果
性
に
支
配
さ
れ
た
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
た
。
「
梓
神
子
」
の
時
点
に
お
い
て
遭
遇
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
生
の
批
判
」

の
要
素
を
現
在
|
過
去
|
未
来
に
亘
る
要
素
と
し
て
、
古
典
テ
キ
ス
ト
に
も
読

み
こ
も
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
誼
遁
が
自
ら
の
〈
文
学
〉
論
を
「
古
典
」
を
ひ
き
な
が
ら
補
強
し
よ

う
と
し
て
い
く
こ
と
が
、
「
古
典
」
の
「
再
評
価
」
、
「
再
発
見
」
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
え
る
。
馬
琴
、
西
鶴
、
近
松
の
三
者
の
怨
み
言
と
し
て
共
通
し
て
い
る

の
が
、
「
法
会
」
が
が
望
ま
し
い
形
で
μ

行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
者
の
魂
が
成
仏
で
き
な
い
の
は
、
「
追
善
供
養
」
、
す
な
わ
ち
〈
批
評
〉
の
方

法
に
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
っ
た
。
馬
琴
、
西
鶴
、
近
松
の
怨
霊
の
嘆
き
は
、
「
科

学
的
批
評
」
に
よ
る
自
ら
の
「
再
評
価
」
を
促
す
声
と
し
て
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
「
梓
神
子
」
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
〈
批
評
〉
観
、
〈
文

学
〉
観
を
持
っ
て
「
古
典
」
と
向
き
合
っ
て
い
た
誼
準
が
、
同
時
代
の
、
「
古
典
」

の
「
再
評
価
」
「
再
発
見
」
の
一
風
景
に
い
か
な
る
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
た
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

明
治
期
の
国
民
国
家
形
成
に
奉
仕
し
た
「
古
典
」
観
を
浸
透
さ
せ
る
に
大
き
な

役
割
を
担
い
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
「
古
典
」
へ
の
評
価
を
醸
成
し
た
も
の
と
し
て
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明
治
期
に
相
継
い
で
出
版
さ
れ
た
日
本
文
学
史
・
国
文
学
史
の
存
在
が
あ
る
が
、

そ
の
鴨
矢
で
あ
る
三
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎
『
日
本
文
学
史
』
(
明
治
二
三
年
1

8
9
0
)
に
対
し
て
、
誼
遁
は
、
「
文
学
論
と
し
て
は
深
か
ら
ず
」
と
指
摘
し
、
さ

ら
に
次
の
よ
う
に
『
日
本
文
学
・
史
』
へ
の
不
満
を
溢
し
て
い
る
。

編
者
の
院
本
小
説
を
叙
す
る
や
勧
懲
主
義
に
似
た
る
定
規
を
取
り
て
仮
に

も
卑
阻
の
嫌
あ
る
も
の
は
其
形
に
よ
り
て
取
捨
褒
庇
し
就
中
叙
事
の
中
に
懐
慨

め
い
た
る
論
を
交
え
た
る
事
(
:
・
中
略
・
・
・
)
所
詮
は
文
学
を
も
て
古
今
に
通
じ
て

教
訓
の
具
と
独
断
し
た
る
よ
り
生
じ
た
る
弊
也
叫

い
ぶ
か
し
き
は
編
者
の
所
調
理
想
の
解
釈
也
編
者
は
近
松
を
も
て
「
不
完
全
な

が
ら
理
想
を
有
り
し
」
と
い
ひ
た
る
が
近
松
の
理
想
の
何
た
る
か
は
寛
に
説
か
ず

(
:
・
中
略
・
・
・
)
編
者
は
ま
た
西
鶴
其
碩
等
を
斥
け
て
何
の
理
想
も
無
く
て
物
か

き
し
や
う
に
叙
し
去
り
た
る
は
如
何
に
ぞ
や
蓋
し
恋
情
派
に
む
理
想
は
あ
る
べ

く
勧
懲
派
に
も
種
々
の
理
想
あ
る
べ
き
に
馬
琴
流
の
勧
懲
主
義
を
の
み
唯
一
の

理
想
の
様
に
い
ひ
な
し
た
る
は
い
と
ノ
¥
解
し
が
た
き
所
也
明
(
傍
点
マ
マ
)

こ
こ
で
の
誼
遁
の
批
判
は
、
『
日
本
文
学
史
』
の
編
者
の
、
主
に
近
世
文
学

へ
の
評
価
が
、
「
狼
裏
」
か
、
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
規
準
か
ら
の
評
価
に
終
始

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
を
取
捨
選
択
す
る
な
ど
、
文
学
を
「
教
訓
の
具
」

と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
編
者
の
「
理
想
」
に
よ
る
「
解
釈
」

を
斥
け
、
「
種
々
の
理
想
」
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
古
典
テ
キ
ス
ト
が
教
室
の
中
の
「
古
典
」
と
し
て
、
ま
た
「
国
文
学
史
」

に
位
置
づ
く
「
古
典
」
と
し
て
〈
創
造
〉
さ
れ
る
現
場
、
そ
こ
で
の
「
再
評
価
」
「
再

発
見
」
の
か
た
ち
へ
の
誼
遁
の
不
審
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
な

今
回
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
と
し
て
、
坪
内
誼
遁
自
身
の
「
古
典
」
体

験
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
最
後
の
寺
子
屋
世

代
と
し
て
教
養
を
蓄
え
、
当
時
有
数
の
大
手
貸
本
屋
「
大
惣
」
か
ら
「
く
だ
ら
な
い

草
双
紙
や
下
等
な
稗
史
類
を
小
山
ほ
ど
貸
し
出
し
て
来
て
は
♂
読
み
ふ
け
り
、

幼
少
か
ら
歌
舞
伎
に
月
に
一
二
度
は
訪
れ
た
の
だ
と
い
う
誼
造
の
「
古
典
」
観
の

底
流
に
は
、
幼
少
期
か
ら
の
「
古
典
」
文
化
の
素
養
が
潜
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

近
代
日
本
に
お
け
る
「
古
典
」
の
「
再
発
見
」
の
「
場
」
で
、
あ
る
主
体
の
幼
少
期
の

「
古
典
」
受
容
の
体
験
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
視
野

に
い
れ
つ
つ
、
明
治
期
の
「
古
典
」
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
〈
文
化
〉

を
考
え
て
い
き
た
い
。

の
あ
り
ょ
う

注* 1 

誼
鴎
論
争
は
、
主
に
〈
文
学
〉
の
批
評
原
理
と
方
法
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
直

接
的
な
発
端
は
、
誼
逢
が
『
早
稲
田
大
学
』
発
刊
第
一
号
(
明
治
二
四
年
1
8
9
1
一

O
月
二
O
日
)
の
「
評
註
」
欄
に
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
脚
本
標
柱
」
の
「
緒
言
」
、
続
い
て
『
早

稲
田
大
学
』
第
三
号
(
一
一
月
一
五
日
発
行
)
「
時
文
評
論
』
欄
に
「
我
に
あ
ら
ず
し
亡
汝

に
あ
り
」
と
題
す
る
文
章
を
掲
載
し
、
〈
文
学
〉
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
「
没
理
想
」
と

い
う
概
念
を
掲
げ
、
〈
文
学
〉
を
め
ぐ
る
〈
批
評
〉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
帰
納
的
」

で
あ
る
必
要
を
主
張
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
森
国
外
が
『
し
が
ら
み
草

紙
』
第
二
七
号
(
一
二
月
二
五
日
)
に
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
を
よ
せ
て
批
判
し
、
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芸
術
た
る
〈
文
学
〉
は
「
理
想
」
の
具
現
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
「
没
理
想
」
の
語

義
を
問
い
た
だ
し
、
〈
批
評
〉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
演
鐸
的
」
に
行
わ
れ
る
必
要
を

主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

* 2 

坪
内
池
洛
「
没
理
想
の
由
来
」
(
『
誼
造
選
集
』
別
冊
第
三
、
春
陽
堂
、
一
九
二
七
年
)
、

二
九
二
頁
1
二
九
三
頁
。

* 3 

坪
内
治
洛
「
梓
神
子
」
(
『
誼
盗
選
集
』
第
八
巻
、
春
陽
堂
、

一
八
一

1
一
八
二
頁
。
以
降
、
「
梓
神
子
」
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
本
選
集
に
拠
る
。

鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
概
念
』
(
作
品
社
、
一
九
九
八
年
一

O
月
)
参
照
。
そ

こ
で
は
、
明
治
期
に
「
文
学
」
と
い
う
概
念
が
、
近
世
以
前
の
「
文
学
」
(
儒
教
に
い
う
「
文

一
九
一
六
年
十
月
)

* 4 



学
」
。
自
然
科
学
な
ど
も
含
む
学
芸
一
般
)
、
明
治
初
期
(
明
治
八
年
ご
ろ
と
さ
れ
る
)

に
福
地
桜
痴
ら
の
欧
州
体
験
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
人
文
諸
学
」
と
し
て
の
「
文

学
」
、
明
治
中
期
1
後
期
に
か
け
て
の
、
「
狭
義
」
の
「
文
学
」
(
現
在
主
に
用
い
ら
れ
る
、

小
説
や
物
語
、
エ
ッ
セ
イ
、
詩
歌
と
し
て
の
)
と
変
遷
し
て
い
っ
た
過
程
が
詳
細
に
考

察
さ
れ
て
い
る
。
「
文
学
」
が
狭
義
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
明
治
期
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
美
術
」
(
芸
術
)
の
中
に
入
り
う
る
も
の
と
し
て
「
文

学
」
を
見
な
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
そ
こ
で
種
々
の
ジ
ャ
ン
ル
で
の
文
学
改
良
が

行
わ
れ
て
い
っ
た
。

* 5 

注

3
、
一
七
九
頁

1
一
八

O
頁。

* 6 

注
3 

且

T

n

，s

一
八

O
頁
1
一
八
一
頁
。

〈
近
代
〉
に
お
け
る
〈
批
評
〉
の
は
じ
ま
り
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
木
村
直
恵
「
〈
批

評
〉
の
誕
生
|
明
治
中
期
に
お
け
る
〈
批
評
〉
〈
改
良
〉
〈
社
会
〉
(
『
比
較
文
学
会
』

四
五
、
日
本
比
較
文
学
会
、
二

O
O
二
年
)
に
詳
し
い
。

第
日
巻
『
森
鴎
外
集
I
』
(
角
川
書
庖
、
昭
和
四
九
年
九
月
)

9争

8 

日
本
近
代
文
学
大
系

三
五
八
頁
。

注

8
、
三
五
九
頁
1
三
六

O
頁。

そ
こ
で
鴎
外
は
、
「
我
日
本
の
小
説
を
改
良
せ
ん
と
云
学
者
達
」
は
、
美
学
上
の
「
趣

味
」
を
知
ら
な
い
が
た
め
に
「
批
評
家
の
資
格
な
く
し
て
其
位
を
潰
す
も
の
」
で
あ
る
と

し
、
「
世
に
絶
頂
の
審
美
家
は
出
で
ず
も
あ
れ
、
せ
め
て
は
此
所
謂
完
成
の
度
を
だ
に

知
る
人
の
批
評
家
と
な
り
て
、
文
学
の
税
推
を
計
れ
か
し
と
思
ふ
は
余
等
の
願
な
り
。
」

と
述
ペ
て
い
る
。
(
森
鴎
外
「
今
の
批
評
家
の
詩
眼
」
『
し
が
ら
み
草
紙
』
四
号
、

九
O
年
一
月
。
引
用
は
、
『
鴎
外
全
集
』
第
二
十
二
巻
、

i
九

O
頁。

9や

9 * 10 

八

一
九
七
三
年
八
月
、
八
九
頁

併

11 

誼
盗
は
、
「
梓
神
子
」
に
先
行
す
る
「
新
作
十
二
番
の
う
ち
既
発
四
番
合
評
」
(
「
読
売

新
聞
」
明
治
二
三
年

1
8
9
0
一
二
月
七
日

1
一
五
日
)
の
「
総
評
」
に
お
い
て
、
小
説

は
「
固
有
派
」
「
折
衷
派
」
「
人
間
派
」
の
三
派
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
「
吾
人
は

骨

12 

只
標
準
を
別
に
し
て
諸
名
家
を
評
せ
ん
」
と
述
べ
、
価
値
を
判
別
す
る
「
標
準
」
を
持

た
な
い
〈
批
評
〉
の
必
要
を
説
い
て
い
た
。

「
第
二
回
晴
の
舎
二
箇
の
豪
傑
と
交
る
角
海
一
方
に
牛
耳
を
執
る
」
(
新
日
本
古

明
治
編
辺
『
幸
田
露
伴
集
』
、
岩
波
書
庖
、
二

O
O
二
年
七
月
、
二
九

典
文
学
大
系

四
頁
。
)

* 13 

A
る

し

ゃ

え

じ

ぷ

と

「
硯
海
水
訴
伝
」
の
第
一
回
に
は
、
「
欧
米
の
蟹
文
字
波
斯
の
矢
根
文
字
挨
及
の

象
形
文
字
を
も
腹
中
に
湛
へ
」
る
「
晴
の
舎
」
が
、
「
ア

l
ノ
ル
ド
」
(
豆
島
町

2
〉ヨ
0
5、

お∞

N
l
z
g、
イ
ギ
リ
ス
の
批
評
家
・
詩
人
)
の
文
学
書
に
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
時
、

そ
の
書
物
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
「
シ
エ
ク
ス
ピ
ヤ
、
パ
ン
ヤ
ン
、
ス
ウ
イ
フ

ト
、
ホ
ー
プ
、
ミ
ル
ト
ン
、
ベ
ー
コ
ン
、
ラ
ム
、
シ
ェ
レ

l
、
カ
ウ
パ
ア
、
ス
コ
ツ

ト
、
ウ
オ
ヅ
ウ
ヲ

i
ス
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
、
ヂ
ツ
ケ
ン
ス
、
サ
ツ
カ
レ

l
、
な
ど

色
々
さ
ま
ぐ
の
文
星
」
(
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
や
小
説
家
、
留
学
者
、
劇
作
家
、

随
筆
家
)
が
稲
妻
の
よ
う
な
光
と
と
も
に
、
無
数
の
小
星
に
な
り
、
遺
迭
も
「
臓
蹄
を

か
き
ま
は
さ
れ
忽
ち
妖
狐
に
つ
か
れ
た
る
ご
と
く
」
な
っ
た
の
だ
と
、
『
水
訴
伝
』
を

模
し
て
諮
ら
れ
て
い
る
。
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各
一
凶
「
西
鶴
隠
見
見
本
末
」
(
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
三
年
八
月
三
目
)
で
も
、
次
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。

何
時
頃
よ
り
か
仮
名
書
破
れ
て
、
妹
が
垣
根
に
生
に
け
る
坪
董
の
其
の
坪
内
氏
出
し

同
制
斗
斗
外
刈
叶
叶
叫
ー
川
刈
叶
刈
叫
削
劃
叫

よ
り
、

It 

ま

西
城
の
死
切
る
文
人
に
和
ら
せ
ら
料
駈
け
さ
世
引
制
し
が
、
顔
蹟
く
も
知
ら

ざ
る
飛
上
り
も
の
忽
ち
威
勢
を
得
て
水
よ
り
冷
や
か
な
る
氷
場
よ
り
軽
き
上
記
の
名
文

る
先
生
・

に
言
文
一
致
論
世
を
風
廊
せ
し
め
し
が
、
是
と
て
変
化
の
大
仕
掛
に
舞
台
ぐ
る
り
と
廻
た

れ
ば
カ
な
し
。
(
引
用
は
『
露
伴
全
集
』
二
十
四
巻
、
岩
波
書
底
、
一
九
五
四
年
六
月
、

七
五
頁
1
七
六
頁
・
。
)

『
風
流
仏
』
『
対
偶
餓
』
な
ど
、
こ
の
こ
ろ
日
本
の
「
古
典
」
を
材
に
し
た
小
説
を
発
表

し
て
い
た
露
伴
の
、
認
識
の
上
で
の
誼
盗
と
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
よ
う
。



一
五
二
頁
。

柴
山
山
坪
内
誼
迄
「
小
説
神
髄
」
(
日
本
近
代
文
学
大
系
『
坪
内
誼
逢
集
』
所
収
、
角
川
書
宿
、

一
九
七
四
年
一

O
月
)
、
七
一
頁
。

発

15 

注
3
、

* 17 

ド
イ
ツ
観
念
論
美
学
に
立
つ
、
「
美
術
ノ
妙
想
」
こ
そ
が
真
に
人
間
社
会
の
幸
福
を

も
た
ら
し
、
人
々
の
規
格
を
高
尚
に
す
る
と
い
う
も
の
。
「
美
術
」
は
、
「
妙
想
」
を
感

じ
さ
せ
る
対
象
と
、
「
妙
想
」
を
感
じ
る
心
と
の
対
応
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ
、
「
妙
想
」

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
「
善
美
」
で
あ
る
。
「
美
術
」
を
前
に
し
て
「
善
美
」
で
あ
る
と
感

じ
る
も
の
は
、
す
べ
て
対
象
の
「
妙
想
」
の
現
れ
(
音
楽
は
音
の
「
妙
想
」
、
詩
歌
は
文

章
の
「
妙
想
」
、
絵
画
は
物
象
の
「
妙
想
乙
で
あ
り
、
美
術
家
の
使
命
は
、
天
か
ら
授

け
ら
れ
た
能
力
で
そ
の
「
妙
想
」
を
具
現
す
る
こ
と
だ
と
し
た
。
(
フ
エ
ノ
ロ
サ
『
美
術

真
説
』
、
明
治
文
学
全
集
m
m
『
明
治
芸
術
・
文
学
論
集
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五

九
年
二
月
。
)

品
山
遺
造
の
い
ヨ
「
理
想
」
は
吏
学
的
な
位
置
づ
け
(
「
美
術
」
の
「
想
」
)
と
は
無
縁
の
も
の

だ
っ
た
が
、
「
理
想
」
を
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
に
の
っ
と
っ
て
超
越
的
な
イ
デ
!
と
捉
え

た
鴎
外
は
、
遺
塗
は
経
験
界
の
み
を
見
て
形
而
上
な
る
も
の
を
見
て
い
な
い
と
批
判

し
、
「
理
想
と
は
審
美
学
的
概
念
」
な
り
と
の
美
学
的
判
断
の
重
要
性
を
説
い
た
。

一
五
四
頁
。

* 19 

注

3
、

勢

20 

注

3
、
一
五
八
頁
。

注
3 

一
四
六
頁
。

各
ーの，-

AT2 
η
，“
 

発

qυn〆“
ー
“
こ
こ
に
名
を
連
ね
る
内
田
魯
庵
は
、
「
西
鶴
其
磁
の
著
述
を
見
る
に
趣
向
よ
り
は
摩
ろ

人
情
の
微
を
穿
つ
に
意
を
専
ら
に
せ
し
が
知
し
」
な
ど
と
、
西
鶴
や
江
島
其
碕
な
ど
に
浮

世
草
子
の
作
者
を
、
「
人
情
」
を
描
い
た
も
の
と
し
て
注
目
し
て
論
じ
て
い
た
。
ま
た
幸
田
露

注
3
、
一
六
一
一
良
。

注
3 

一
六
四
頁
。

伴
、
尾
崎
紅
葉
の
小
説
が
特
に
文
体
に
お
い
て
西
鶴
の
影
響
を
受
け
、
愛
鶴
軒
子
と

も
名
乗
る
淡
島
寒
月
が
紅
葉
・
露
伴
に
西
鶴
を
勧
め
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
西
鶴
に
よ
っ
て
「
な
つ
か
し
の
露
伴
沙
弥
」
と
語
ら
れ
る
幸
田

露
伴
は
、
明
治
二
二
年
1
8
8
9
一
一
月
、
「
井
原
西
鶴
を
弔
ふ
文
」
と
し
て
、
寒
月

と
西
鶴
の
墓
ま
で
詣
で
、
歌
を
詠
ん
だ
旨
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
露
伴
が
「
井
原
西

鶴
」
(
明
治
二
三
年

1
8
9
0
五
月
)
に
お
い
て
、
「
去
年
我
坪
内
誼
迩
子
と
初
め
て
逢

ふ
、
子
我
を
も
っ
て
西
鶴
崇
拝
者
と
為
す
も
の
の
ご
と
し
。
我
即
ち
云
ふ
、
少
子
漫

に
西
鶴
を
奉
ぜ
ず
と
。
(
・
:
中
略
:
)
西
鶴
素
よ
り
馬
前
の
一
塵
の
み
。
然
れ
ど
も
酉

鶴
遂
に
ほ
ろ
ぶ
べ
か
ら
ず
、
仮
令
小
説
家
と
い
ふ
あ
た
は
ざ
る
に
も
せ
よ
亦
一
文
豪

た
る
こ
と
は
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
の
議
な
り
と
す
。
」
と
語
っ
て
い
る
の
を
ふ
ま
え
て

い
る
。

保養

26 25 

注
3 

一
六
二
頁
。

鈴
木
貞
美
『
「
日
本
文
学
」
の
成
立
』
(
作
品
社
、
二

O
O九
年
一

O
月
)
の
指
摘
に

よ
る
。

保持骨骨

30 29 28 27 

注
3 

( 31) 

一
六
八
頁
。

注
目
印
、
八
二
頁
。

注
3
、
一
六
九
頁
。

引
用
は
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
坪
内
遣
準
『
小
羊
漫
号
一
日
』
(
有
斐
閣
書
房
、
明
治

二
六
年
1
8
9
3
)
に
よ
る
。

ヱ
品
十
川
信
介
「
文
学
極
衰
論
前
後
」
(
『
文
学
』
四
四
|
六
、
岩
波
書
居
、

六
月
。
)

一
九
七
六
年

長
竹
山
坪
内
池
盗
「
明
治
二
二
年
文
学
上
の
出
来
事
年
表
」
(
『
読
売
新
聞
』
、
明
治
二
三
年

一
月
一
三
日
)
。
引
用
は
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
坪
内
治
溢
『
小
羊
漫
言
』
(
有
斐

閣
書
房
、
明
治
二
六
年
1
8
9
3
)
、
一
九
頁

1
二
O
頁。

点
ω

こ
の
『
浮
城
物
語
』
は
、
日
本
で
初
め
の
新
聞
小
説
と
し
て
知
ら
れ
る
。
当
時
の

立
憲
改
進
党
党
員
、
尾
崎
行
雄
は
、
明
治
二
三

1
8
9
0
年
一
月
、
徳
富
蘇
峰
ら
の
「
文

学
会
」
に
お
け
る
講
演
で
、
坪
内
池
洛
が
唱
え
、
美
妙
・
紅
葉
・
露
伴
ら
に
な
さ
れ
て

い
る
と
す
る
「
人
情
小
説
」
の
流
行
は
、
志
の
低
い
、

一
時
的
流
行
に
お
わ
る
も
の
だ



と
し
、
「
人
心
高
大
の
思
想
」
を
歌
う
文
学
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
『
浮
城
物
語
』

は
、
そ
れ
に
こ
た
え
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
、
「
浮
城
」
と
い
う

名
前
の
軍
艦
に
乗
り
込
ん
だ
日
本
人
の
男
達
が
ア
ジ
ア
を
凌
駕
し
て
い
く
、
と
い
う

も
の
。

* 34 

矢
野
龍
渓
「
自
序
」
(
明
治
文
学
全
集
日
『
矢
野
龍
渓
集
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、

九

七
O
年
一
一
月
)
、
八

O
頁。

* 35 

忍
月
と
魯
庵
は
、
龍
渓
の
『
浮
城
物
語
』
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
批
判

し
て
い
る
。

吾
人
は
報
知
異
聞
が
「
美
」
の
約
束
を
守
ら
ざ
る
を
悲
し
む
、
人
間
生
活
を
目
的
と

せ
ざ
る
を
悲
し
む
、
人
と
運
命
と
の
聞
に
生
ず
る
動
力
反
動
力
以
外
に
無
用
の
行

為
を
提
出
し
て
一
時
俗
人
の
歓
を
買
は
ん
と
欲
せ
し
を
悲
む
、
戦
争
冒
険
奇
禍
多

難
、
彼
れ
何
者
ぞ
、
是
れ
小
説
中
の
人
事
を
造
る
を
得
る
も
未
だ
小
説
中
の
人
物

を
造
る
も
の
に
は
有
ら
ざ
る
な
収
、
数
十
年
以
前
専
ら
言
国
に
流
行
せ
し
敵
打
物

語
と
何
ぞ
揮
ば
ん
(
石
橋
忍
月
「
報
知
異
聞
(
矢
野
龍
渓
氏
著
)
」
、
『
国
民
之
友
』
明

治
二
三
年
四
月
三
日
。

余
は
考
ふ
、
小
説
は
人
間
の
運
命
を
示
す
も
の
な
り
、
人
間
の
性
情
を
分
析
し
て

示
す
も
の
な
り
。
而
し
て
最
も
進
歩
し
た
る
小
説
は
現
代
の
人
情
を
写
す
も
の
に

し
て
、
此
以
外
に
小
説
な
し
と
云
ふ
も
可
な
り
。
(
:
・
中
略
:
・
)
制
叫
A
引
刑
制
剖
J
l

倒
割
嗣
倒
剖
剖
同
叫
剖
吋
却
制
剖
謝
引
剖
叫
叫
引
d
川
制
剖
刺
樹
川
剖
引
剖
同
訓
叶
ー

寸
叶
哨
剛
リ
斗
倒
矧
同

U
剖
引
叫
尉
割
剖
叫
刈
斗
刈

H
叫
困
剥
吋
剖
樹
樹
日
叫
寸
劇

剖
制
科
、
甚
し
き
は
ヂ
ス
レ
リ

l
の
所
謂
政
治
小
説
を
崇
拝
し
て
最
上
乗
の
文
学

と
な
す
。
(
不
知
庵
主
人
「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
、
『
国
民
新
聞
』
明
治
二
三
年
五

月
八
日
、
十
六
日
、
二
十
三
日
-

ヱ
拘
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
日
『
教
科
書

O
六
年
六
月
〉
、
五
五
四
頁
。

啓
蒙
文
集
』
(
岩
波
書
応
、
ニ

O

静養

38 37 

注
目
、
二
一

O
頁。

例
え
ば
、
当
時
の
「
人
情
小
説
」
へ
の
批
判
と
し
て
次
の
よ
う
な
戸
が
あ
る
。

今
の
小
説
家
は
、
只
だ
小
愛
を
描
て
、
大
愛
を
描
か
ず
。
痴
情
を
描
て
、
正
情
を
摘

か
ず
。
小
人
を
描
い
て
、
君
子
を
描
か
ず
。
匹
夫
匹
婦
の
肉
欲
を
描
て
、
笑
雄
豪
傑

の
肝
胆
を
描
か
ず
。
(
・
:
中
路
・
:
)
た
だ
世
間
普
通
の
人
情
を
描
写
曲
曲
尽
す
る
を
以
て
、

小
説
家
の
能
事
了
は
れ
り
と
、
な
す
が
如
き
も
の
は
、
与
に
広
大
無
辺
な
る
小
説
世
界
の

形
成
を
語
る
に
た
ら
ず
。
(
「
文
学
世
界
の
近
況
」
、
『
朝
野
新
聞
』
、
明
治
二
三
年
1

8
9
0
二
月
二
十
七
日
)

一
七
一
頁
。

帯 封・

40 39 

注
3
、

日
本
古
典
文
学
大
系
初
『
近
松
浄
瑠
璃
集
』
下
(
岩
波
書
底
、

一
九
五
四
年
八
月
)

三
五
八
頁
。

式

出

注
3
、
一
七
三
頁

1
{
七
四
頁
。

九
悩
そ
も
そ
も
、
『
難
波
み
や
げ
』
で
語
ら
れ
て
い
る
近
松
の
「
虚
実
皮
膜
」
品
、
と
あ
る

女
房
が
恋
仲
の
男
の
姿
を
木
像
に
さ
せ
、
「
毛
の
あ
な
迄
」
を
う
つ
さ
せ
る
ほ
ど
リ
ア

ル
に
再
現
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
気
味
が
悪
く
て
恋
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
た
と

え
話
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
大
ま
か
な
る
所
あ
る
が
、
結
句
芸
に
な
り
て
人

の
心
の
な
ぐ
さ
み
と
な
る
」
・
と
の
、
「
大
ま
か
」
さ
を
い
う
も
の
だ
っ
た
。

持
品
『
小
説
神
髄
』
に
対
し
て
「
意
(
ア
イ
デ
ア
ご
の
概
念
が
な
い
と
の
批
判
を
寄
せ
た

二
葉
亭
四
迷
の
『
小
説
総
論
』
(
明
治
一
九
1
8
8
6
)
に
見
ら
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
論
、

あ
ら

す
な
わ
ち
「
そ
も
そ
も
小
説
は
浮
き
世
に
形
わ
れ
し
種
々
雑
多
の
現
象
(
形
)
の
中
に
て

そ
の
自
然
の
状
態
(
意
)
を
直
接
に
感
得
す
る
も
の
」
の
影
響
を
思
わ
せ
る
。

一
七
四
頁

1
一
七
五
頁
。

(32 ) 

注
3
、

恭
一
組

勢

F
U4・

主
的
治
這
は
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
脚
本
標
柱
緒
言
」
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
「
造

化
」
に
た
と
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
「
造
化
」
か
と
い
え
ば
、
「
造
化
の
本
体
は

無
心
」
で
あ
り
、
誰
し
も
そ
の
意
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス

注
3
、
一
七
五
頁
。



ピ
ア
作
品
も
設
も
そ
の
「
意
」
を
つ
か
む
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
か
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
作
品
は
、
「
ド
ラ
マ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
性
も
手

伝
っ
て
作
者
の
「
理
想
」
が
見
え
て
い
な
い
、
と
い
う
認
識
を
、
遺
逢
が
持
っ
て
い
た

こ
と
に
よ
る
。

注
3
、
一
六
七
頁
。

品

有

司

t
瓜せ

袋
一
切
幸
田
露
伴
「
井
原
西
鶴
」
(
『
国
民
之
友
』
、
明
治
二
三
年
五
月
下
旬
号
)
。
引
用
は
、

『
露
伴
全
集
』
第
十
五
巻
(
岩
波
書
庖
、
一
九
五
二
年
五
月
)
、
九
頁
。

恭一
ω

坪
内
池
造
「
三
上
、
高
津
同
学
士
合
箸
『
日
本
文
学
史
』
」
(
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、

坪
内
遊
溢
『
小
羊
漫
言
』
(
有
斐
問
書
房
、
明
治
二
六
年
1
8
9
3
)
、
一
一

O
頁。

え
ω

坪
内
誼
迄
コ
ニ
上
、
高
津
両
学
士
合
箸
『
日
本
文
学
史
』
」
(
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、

坪
内
遣
準
『
小
羊
漫
言
』
(
有
斐
閣
書
房
、
明
治
二
六
年
1
8
9
3
)
、
一
一

O
頁

1

一
一
一
頁
。

L
 

長

5

事
実
、
三
上
・
高
津
『
日
本
文
学
史
』
に
お
け
る
、
馬
琴
、
西
鶴
、
近
松
ら
へ
の

評
価
は
、
「
梓
神
子
」
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
例
え
ば
、
近
松
に
つ
い
て
『
日
本
文
学
史
』
で
は
次
の
よ
う
に
諮
ら
れ
て
い

る

な
ら
刑
。
ー
パ
情
を
穿
つ
こ
と
も
ま
た
い
ま
だ
柑

な
ら

感

動

の

如

く

、

g
大
な
る
間
同
副

る
ベ
し
。
之
れ
を
英
国
の
シ
エ
キ
ス
ピ
ア
ー
が
、
三
百
年
の
今
日
に
当
り
て
、
其

光
輝
益
す
加
は
る
に
比
す
る
と
き
は
、
蓋
し
多
少
の
径
庭
あ
る
べ
し
。
然
れ
ど
も

近
松
以
降
の
作
者
が
、
人
情
を
穿
っ
と
称
し
て
、
た
立
不
潔
な
る
恋
情
に
の
み
、

存
す
る
も
の
と
誤
認
せ
し
が
如
き
、
戯
曲
を
い
だ
せ
る
に
比
し
て
は
、
其
効
過
ま

た
容
壌
の
差
あ
り
。
(
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
一
二
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎
『
日
本
文

学
史
』
下
、
金
港
堂
、
明
治
二
三
年
1
8
9
0
一
一
月
)
四
四
頁
。

* 52 

坪
内
誼
迩
「
私
の
寺
子
屋
時
代
」
(
『
誼
逢
選
集
』
第
十
二
巻
、
春
陽
堂
、

一
九
二
七

年

(
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
二
年
)

( 33 ) 


