
芥

青旨

之

介

!
 

i
 

'・1
J

現

表

法

の

同

形

表

現

式

形

反

復

let 

め

じ

芥
川
鵠
之
介
が
い
か
に
文
章
の
隅
々

K
ま
で
ζ

ま
か
く
気
を
配
っ
て
表
現
に
苦
心
し
た
か

を
一
示
す
証
拠
と
し
て
、
同
形
の
文
末
表
現
を
連
文
で
く
り
か
え
さ
な
い
例
が
よ
く
ひ
か
れ
る
。

例
え
ば
、
永
野
賢
氏
の
「
議
文
章
論
」
(
朝
倉
書
百
)
で
は
、
「
文
章
の
を
変
化
を

も
た
せ
た
技
巧
の
文
章
の
例
」
と
し
て
、
芥
川
の
「
芋
粥
」
の
冒
頭
部
分
を
と

P
あ
げ
、

「
文
末
の
形
の
単
調
宏
文
章
の
例
」
と
し
て
、
武
者
小
路
実
篤
の
「
友
情
」
の
一
部
を
ひ
い

て、

ζ

れ
と
対
比
せ
し
め
て
い
る
。
(
同
書
一

O
四
ぺ

t
一
O
五
ぺ
)
ま
た
、
日
本
文
体
論

協
会
編
「
文
体
論
入
門
」
(
三
省
堂
〉
の
中
で
、
増
淵
恒
吉
氏
が
「
国
語
教
育
と
文
体
」
と

い
う
論
文
で
「
文
末
の
と
と
ば
」
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
、
芥
川
の
「
鼻
」
の
最
後
の

部
分
を
引
用
し
て
卦
ら
れ
る
。
(
同
書
二

O
九
ぺ
〉

ζ

の
論
で
は
、
文
末
表
現
の
変
化
に
代
表
さ
れ
る
芥
川
の
文
章
の
き
め
細
か
左
多
様
性
と

は
、
弘
正
っ
と
異
質
的
な
事
柄
に
思
え
る
同
形
反
復
表
現
と
い
う
現
象
が
芥
川
の
文
章
陀
穿

在
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
芥
川
の
同
形
反
復
法
の
技
法
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
る
と
と
K
す
る
。

考
察
の
対
象
は
、
芥
川
に
よ
く
あ
る
、
小
説
文
章
の
記
述
形
態
と
し
て
は
特
殊
念
、
独
自

体
、
談
話
体
、
問
答
体
な
ど
を
省
き
、
さ
ら
に
、
敬
体
(
丁
寧
体
)
で
書
か
れ
た
も
の
を
省

い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
だ
調
・
で
あ
る
調
」
の
常
体
(
普
通
体
)
で
書
か
れ
た
も
の
の
代
表
的

作
品
に
限
っ
た
。
(
念
念
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
筑
摩
書
一
房
一
版
「
現
代
日
本
文
学
金
集
部
・

芥
川
龍
之
介
集
」
を
用
い
た
の
で
、
各
例
文
の
下
K
、
そ
の
部
分
の
載
せ
ら
れ
て
い
る
箇

』と:

し、

て

つ

IJ¥ 

通

夫

田

所
を
向
書
の
ぺ

i
ジ
番
号
で
示
し
、
さ
ら
K
こ
の
本
の
活
字
が
三
段
組
み
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
位
置
を
「
上
・
申
・
下
」
で
示
し
た
。
)

芥
川
の
初
期
の
作
品
の
多
彩
左
表
現
形
態
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
な
る
ほ
ど
、
め
っ
た
に

文
末
の
同
形
表
現
を
く
り
か
え
す
と
と
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
時
々
見
ら
れ
る
同
形
表
現
の

く
り
か
え
し
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

ン
ス
を
く
り
か
え
す
ば
あ
い
で
あ
る
。
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「
ー
た
」
止
め
の
セ
ン
テ

別
老
婆
の
話
が
完
る
と
、
下
人
は
瑚
る
や
う
な
声
で
念
を
押
し
た
。
引
分
は
引
叶
一
足
前

へ
出
る
と
、
不
意
に
右
の
手
を
面
胞
か
ら
離
し
て
、
老
婆
の
襟
上
を
つ
か
み
な
が
ら
、
噛

み
つ
く
や
う
に
か
う
云
っ
た
。
〈
叩
ぺ
・
上
・
「
羅
生
門
」
〉

間
内
供
は
、
い
つ
も
の
や
う
に
、
鼻
な
ど
は
気
に
か
け
な
い
と
云
ふ
風
を
し
て
、
わ
ざ
と

そ
の
法
も
す
ぐ
に
や
っ
て
見
工
う
と
は
云
は
ず
に
ゐ
た
。
さ
う
じ
て
一
方
で
は
、
気
軽
な

口
調
で
、
食
事
の
度
毎
K
、
弟
子
の
手
数
を
か
け
る
の
が
、
心
苦
し
い
と
云
ふ
や
う
な
事

を
云
っ
た
。
(
ロ
ペ
・
上
・
「
鼻
」
〉

lstι

〉
、
ど

同
五
位
の
狼
狽
す
る
の
を
見
る
と
、
利
仁
は
、
少
し
眉
を
餐
め
な
が
ら
、
期
笑
っ
た
。
さ

う
し
て
調
度
掛
を
呼
寄
ぜ
て
、
持
た
せ
て
来
た
壷
胡
義
一
を
背
K
負
ふ
と
、
や
は
り
、
そ
の

手
か
ら
、
黒
漆
の
真
弓
を
う
け
取
っ
て
、
そ
れ
を
鞍
上
に
横
へ
な
が
ら
、
先
K
立
っ
て
、



馬
を
進
め
た
。
(
お
ぺ
・
申
・
「
芋
粥
」
〉

凶
老
人
は
片
々
の
足
を
洗
っ
た
ば
か

D
で
、
急
K
力
が
め
け
た
や
う
に
手
拭
の
手
を
止
め

て
し
ま
っ
刻
。
割
引
は
引
川
濁
っ
た
止
め
桶
の
湯
に
、
鮮
や
か
に
映
っ
て
ゐ
る
窓
の
外
へ

限
を
落
し
た
。
(
科
目
ぺ
・
上
・
「
戯
作
三
昧
」
)

い
ず
れ
も
、
「

t
た
。
さ
う
し
て
J
た
。
」
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
れ
ら
の
例
と
同
じ
表
現
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
二
文
間
K
必
ず
し
も
「
さ
う

し
て
」
と
い
う
接
続
語
を
必
要
と
し
左
い
よ
う
な
連
文
脈
を
形
成
し
て
い
る
ば
あ
い
に
も
、

や
は
り
「
さ
う
し
て
」
を
用
い
て
い
る
例
が
あ
る
。

同
下
人
は
、
老
婆
の
答
が
存
外
、
平
凡
な
の
に
失
望
し
た
。
さ
う
し
て
失
望
す
る
と
同
時

κ、
又
前
の
憎
悪
が
、
冷
念
侮
蔑
と
一
し
ょ

κ
、
心
の
申
へ
は
い
っ
て
来
た
。

(
9
ぺ

・
申
・
「
羅
生
門
」
)

山
間
彼
は
、
彼
の
転
換
し
た
方
面
へ
会
話
が
進
行
し
た
結
果
、
変
心
し
た
故
朋
輩
の
代
価
で
、

$
守
合
品
9

彼
等
の
忠
義
が
益
褒
め
そ
や
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
、
新
し
い
事
実
を
発
見
し
刻
。
割
引
ぱ

て
、
そ
れ
と
共
に
、
彼
の
胸
底
を
吹
い
て
ゐ
た
春
風
は
、
再
幾
分
の
温
も

D
を
減
却
し
た
。

〈

m
M

ぺ
・
申

t
下
・
「
或
自
の
大
石
内
蔵
助
」
〉

m
馬
琴
は
幸
福
の
意
識
に
溺
れ
一
な
が
ら
、
こ
ん
な
事
を
考
へ
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
、
更

に
又
彼
の
心
を
操
っ
た
。
(
時
ぺ
・
上
・
「
戯
作
三
昧
」
〉

ζ

れ
ら
は
、
第
二
文
の
傍
点
で
示
し
た
部
分
が
、
第
一
文
の
内
容
を
受
け
て
い
る
た
め
に
、

「
さ
う
し
て
」
を
省
い
て
も
、
論
理
的
左
連
文
脈
は
切
断
さ
れ
な
い
よ
う
左
表
現
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
の
「

t
た
。
さ
う
し
で

l
た
。
」
の
形
を
と
る
表
現
形
式
は
、
芥
川
の
初
期
の
作

品
で
、
「
羅
生
門
」

K
6
例
、
「
鼻
」

K
2
例
、
「
芋
粥
」
に
3
例
、
「
或
自
の
大
石
内
蔵

助」

K
2
例
、
「
戯
作
三
味
」

K
M
例
と
い
っ
た
例
数
で
現
わ
れ
る
。
「
戯
作
三
昧
」
以
外

は
そ
の
例
が
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
文
末
表
現
K
同
形
式
を
重
ね
る
と
と
の
ま
れ
な
こ
れ
ら
の

「
ー
た
」
で
結
ぶ
セ
ン
テ
ン
ス
を
二
度
続
け
、
し
か
も
そ
れ
を
必
ず
「
さ

作
品
に
沿
い
て
、

う
し
て
」
と
い
う
接
続
語
で
つ
左
ぐ
表
現
は
、
特
殊
な
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
文
末
表

現
を
そ
の
つ
ど
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
た
て
ま
え
と
す
る
芥
川
が
、
も
ち
ま
え
の
律
儀
な
性
格

か
ら
、
「

t
た
」
止
め
の
文
を
こ
っ
重
ね
る
こ
と
で
、
そ
の
原
則
か
ら
は
ず
れ
る
ζ

と
K
対

し
て
、
あ
た
か
も
と
と
わ
-P書
き
を
し
て
い
る
か
の
ど
と
き
「
さ
う
し
て
」
の
使
わ
れ
ざ
ま

で
あ
る
。

な
診
、

ζ

れ
に
類
似
す
る
表
現
形
式
と
し
て
、
「
ー
た
」
止
め
の
二
セ
ン
テ
ン
ス
が
「
さ

う
し
て
」
以
外
の
接
続
語
で
結
ぼ
れ
て
い
る
形
式
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
左
も
の
が
あ
る
。

。
「

1
た。

U
村
U
Iた
。
」

(
8
ぺ
・
申
・
「
羅
生
門
」
)

(
8
ぺ
・
下
・
向
右
〉

O
「
t
た
。
そ
れ
か
ら

1
た
。
」

「
t
た
。
利
引
け
の
1
た
。
」
(
叩
ぺ
・
下
・
「
芋
粥
」
)

10 0 
ぺ「

上た

Z 1; 
た
仁三

O 

さ
ら
に
、

と
の
よ
う
念
表
現
法
を
、

「
ー
た
」
止
め
だ
け
に
と
ど
め
ず
、
述
部
を
含
め
た

同
形
式
が
接
続
語
を
は
さ
ん
で
反
復
さ
れ
る
形
式
と
い
っ
た
観
点
か
ら
と
ら
え
る
と
と
が
可

能
で
あ
る
。
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削
閉
そ
れ
は
、
さ
っ
き
門
の
下
で
、
と
の
男
に
は
欠
け
て
ゐ
た
勇
気
で
あ
る
。
前
引
は
、
て
、

刃
ず
っ
き
こ
の
門
の
上
へ
上
っ
て
、
と
の
老
婆
を
捕
へ
た
時
の
勇
気
と
は
、
全
然
、
反
対

な
方
向
に
動
か
う
と
す
る
勇
気
で
あ
る
。

(
9
ぺ
・
下
・
「
羅
生
門
」
)

川
聞
こ
の
無
位
の
侍
に
は
、
五
位
の
事
を
考
へ
る
度
に
、
世
の
中
の
す
べ
て
が
急
に
本
来
の

下
等
さ
を
露
す
や
う
に
思
は
れ
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
と
同
時
に
霜
げ
た
赤
鼻
と
数
え
る
程

の
口
髭
と
が
何
と
念
〈
一
味
の
慰
安
を
自
分
の
心
に
伝
え
て
く
れ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。

(
m
m
ぺ
・
上

t
申
・
「
芋
粥
」
〉

側
そ
れ
陀
よ
る
と
、
煙
車
は
、
悪
魔
が
ど
ζ

か
ら
か
持
っ
て
来
た
の
だ
き
う
で
あ
る
。
さ

歩、‘‘‘《‘‘‘

う
し
て
、
そ
の
悪
魔
左
る
も
の
は
、
天
主
教
の
伴
天
連
か
(
恐
ら
く
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
上

人
〉
が
は
る
ば
る
日
本
へ
つ
れ
て
来
た
の
だ
さ
う
で
あ
る
。

魔
」
)

(
沼
ぺ
・
上
・
「
煙
車
と
悪



凶
そ
の
文
騒
ぎ
が
、
一
通
り
で
は
左
い
。
第
一

κ湯
を
使
う
音
や
桶
を
動
か
す
音
が
す
る
。

そ
れ
か
ら
話
し
声
や
唄
の
声
が
す
る
。
最
後
に
時
々
番
台
で
鳴
ら
す
拍
子
木
の
音
が
す
る
。

(
必
ぺ
・
上
・
「
戯
作
三
味
」
)

問
彼
は
と
の
時
、
偶
然
な
契
機
に
よ
っ
て
、
醜
き
一
切
に
対
す
る
反
感
を
師
匠
の
病
躯
の

'
E
l
t
'
a
a
'
B
E
l
t
t
s
a
E
E
'
B
E
E
'
p，
，
‘
‘
〈
之
《
‘

上
に
洩
ら
し
た
の
で
る
ら
う
か
。
或
は
文
「
生
」
の
享
楽
家
た
る
彼
に
と
っ
て
、
そ
こ
に

象
徴
さ
れ
た
「
死
」
の
事
実
が
、
と
の
上
も
な
〈
呪
ふ
可
き
自
然
の
威
嚇
だ
っ
た
の
で
あ

ら
う
か
。
(
部
ぺ
・
申
・
「
柏
野
抄
」
)

「
戯
作
三
味
」

と
の
よ
う
な
表
現
形
式
は
、
「
羅
生
門
」

K
2
例
、
「
芋
粥
」

K
5
例、

K
5
例
、
「
枯
野
抄
」

K
3
例
、
と
い
っ
た
程
度
に
存
在
す
る
。

以
上
、
川
か
ら
阻
ま
で
の
例
文
に
示
し
た
よ
う
な
表
現
形
式
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
そ
の
接

続
語
の
性
格
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

ζ

れ
ら
の
表
現
形
式
は
、
一
般
に
、
芥
川
の
文
章
に
は
接
続
語
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る

と
と
の
具
体
例
を
示
す
に
外
左
ら
な
い
が
、
と
の
、
ま
と
ま
品
論
理
的
念
つ
ま
が

D
を
そ
の
つ

ど
接
続
語
に
主
っ
て
明
示
す
る
よ
う
な
連
文
構
成
法
が
、
芥
川
の
初
期
の
作
品
に
顕
著
念
、

作
者
が
解
釈
し
説
明
す
る
姿
勢
の
強
い
文
体
を
生
む
一
つ
の
要
因
を
左
し
て
い
る
と
恩
わ
れ

る
。
接
続
語
は
、
表
現
対
象
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
語
で
は
な
く
て
、
指
示
す
る
語
と
語
と

を
つ
な
ぐ
)
い
わ
ば
、
対
象
の
表
現
の
仕
方
を
表
現
主
体
の
立
場
か
ら
明
示
す
る
諾
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
筆
者
が
自
ら
の
立
場
か
ら
解
釈
し
解
説
す
る
性
務
の
強
い
文
体
に
は
、
一
般

K
接
続
語
が
多
〈
走
る
。

文
末
表
現
K
変
化
を
も
た
せ
る
芥
川
流
の
叙
述
法
も
、
一
つ
に
は
、
作
者
が
解
釈
・
解
説

す
る
立
場
を
、
直
接
、
表
現
形
式
に
反
映
さ
ぜ
て
、
文
末
の
さ
ま
ざ
ま
念
辞
的
表
現
を
と
る

と
と
ろ
に
成
り
た
つ
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
接
続
語
の
多
用
も
、
文
末
表
現

形
式
の
多
様
性
と
関
連
す
る
表
現
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
芥
川
の
初
期
の
作
品
に
特
有
左
解

釈
し
解
説
す
る
文
体
が
、
一
つ

K
は
文
末
表
現
の
多
様
性
を
も
た
ら
し
、
他
の
一
つ
K
は、

接
続
語
の
多
用
を
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

例
文
削
刷
仰
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
接
続
語
の
使
用
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
れ
ら
の
ば
あ
い
、
接
続
語
を
省
い
て
も
達
文
脈
は
成
り
た

つ
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
前
後
の
解
説
・
説
明
調
の
連
文
脈
と
は
質
を
異
K
す
る
も
の
と
左
る
。

と
と
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
、
接
続
語
が
表
現
主
体
の
、
表
現
の
仕
方
に
関
す
る
立
場
を

明
確
に
示
す
は
た
ら
さ
を
も
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
接
続
語
で
結
ぼ
れ
る
連
文
の
反
復
形

式
は
、
表
現
内
容
の
指
示
を
強
調
す
る
手
法
と
な
っ
て
い
る
よ
う
陀
思
わ
れ
る
。
く
り
か
え

し
に
よ
る
強
調
K
よ
っ
て
表
現
内
容
の
表
出
力
を
強
め
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
種
々
の
反
復
形
式
に
よ
っ
て
も
、
考
え
ら
れ
る
と
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

。
。
。
。
。

帥
如
何
に
彼
は
、
と
の
記
憶
の
申
に
出
没
す
る
あ
ら
ゆ
る
放
埼
の
生
活
を
、
思
ひ
切
っ
て

t
i
l
t
i
l
l
-
-
1
1
1
1
1
3‘
‘
、
《
〈
《
《
〈
く
ぐ
も
‘
，
‘

i
l
e
-
-
t
i
l
-
-
a
3
0
0
0
0

受
用
し
た
事
で
劃
剖
引
。
さ
う
し
て
文
、
如
何

κ彼
は
、
そ
の
政
均
の
生
活
の
中
に
、
復

讐
の
挙
を
全
然
忘
却
し
た
験
蕩
た
る
瞬
間
を
、
味
っ
た
事
で
あ
ら
う
。
(
川
町
ぺ
・
下
・

「
或
自
の
大
石
内
蔵
助
」
〉

凶
‘
一
切
の
塵
労
を
脱
し
て
、
そ
の
「
死
」
の
申
K
眠
る
事
が
出
来
た
な
ら
ば
|
|
無
心
の

子
供
の
や
う
に
夢
も
を
〈
眠
る
事
が
出
来
た
左
ら
ば
、
ど
ん
な
に
悦
ば
し
い
事
で
あ
ら
う
。

(
必
ぺ
・
下
・
「
戯
作
三
味
」
〉

o
o
i
l
s
-

。。
l
f
B
'
Z
I
B
E
l
-
-
s
t
i
l
l
i
-
-
B
E
E
-

。

四
百
分
た
ち
門
弟
は
皆
師
匠
の
最
後
創
悼
ま
ず
に
、
師
匠
を
失
っ
た
自
分
た
ち
自
身
を
悼

ん
で
ゐ
る
。
柏
野
に
窮
死
し
た
先
達
制
歎
が
到
削
、
薄
暮
に
先
達
を
失
つ
剖
副
到
剖
叫
副

身
を
歎
い
て
ゐ
る
。
(
卯
ぺ
・
上
・
「
枯
野
抄
」
)

間
そ
の
上
、
船
の
・
申
陀
は
、
武
が
沢
山
ゐ
た
。
そ
れ
も
着
物
の
縫
固
に
か
く
れ
て
ゐ
る
な

ど
と
云
ふ
生
や
さ
し
い
蚤
で
は
念
い
。
帆

κも
た
か
つ
て
ゐ
る
。
蛾
K
も
た
か
つ
て
ゐ
る
。

植
に
も
た
か
つ
て
ゐ
る
。
錨
に
も
た
か
つ
て
ゐ
る
。
(
日
ぺ
・
中
・
「
認
」
)

間
式
亭
三
馬
が
何
年
か
前
陀
出
版
し
た
滑
稽
本
の
中
で
、
「
神
港
・
釈
教
・
恋
・
無
常
、

み
な
い
り
ご
み
の
浮
世
風
呂
」
と
云
っ
た
光
景
は
、
今
も
そ
の
頃
と
変

D
は
左
い
。
風
呂

の
申
で
歌
祭
文
を
唄
つ
司
副
剖
噂
た
ば
ね
、
上
り
場
で
手
拭
を
し
ぼ
っ
て
ゐ
る
ち
ょ
ん
者

。

，

B
I
B
e
h
-
-
1
8
0
0

。
。
。
。

本
多
、
文
身
の
背
申
を
流
さ
せ
て
ゐ
る
丸
額
の
大
銀
杏
、
さ
っ
き
か
ら
顔
ば
か
h
y
洗
っ
て

ゐ
る
由
兵
衛
奴
、
水
槽
の
前

κ腰
を
据
ゑ
て
、
し
き

P
K
水
を
か
ぶ
っ
て
ゐ
る
坊
主
頭
、

竹
の
手
桶
と
焼
物
の
金
魚
と
で
、
余
念
念
〈
遊
ん
叶
剖
引
船
舶
静
降
、
!
l
|
狭
い
流
し
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に
は
さ
う
云
う
種
々
雑
多
左
人
間
が
、
い
づ
れ
も
濡
れ
た
体
を
滑
ら
か
に
光
ら
せ
な
が
ら
、

濠
々
と
立
上
る
湯
煙
と
窓
か
ら
さ
す
朝
日
の
光
と
の
申
に
、
模
糊
と
し
て
動
い
て
ゐ
る
。

(
伍
ぺ
・
上
・
「
戯
作
三
味
」
〉

、，，
E
E
B
E
E
S
E
-

。

a
'
i

側
う
す
痘
痕
の
浮
ん
で
ゐ
る
、
ど
と
か
蝋
の
や
う
な
小
さ
い
顔
、
遥
な
空
間
を
見
据
ゑ
て

'EE&.
，

。

。

。

、

r'
《，、，，、
t

s

a

1

l

i

l

-

-

ゐ
る
、
光
の
徳
せ
た
瞭
の
色
、
さ
う
し
て
願
に
の
び
て
ゐ
る
、
銀
の
や
う
な
白
い
蒙

1
1

そ
れ
が
皆
人
情
の
冷
さ
に
凍
て
つ
い
て
、
や
が
て
赴
く
べ
き
寂
光
土
を
、
ぢ
っ
と
夢
み
て

ゐ
る
や
う
に
患
は
れ
る
。
(
叫
ぺ
・
上
・
「
柏
野
抄
」
〉

側
彼
は
何
時
も
の
通
-nJ浅
黒
い
顔
に
、
何
時
も
の
通
hy.人
を
莫
迦
に
し
た
や
う
な
容
子
を

浮
べ
て
、
更
に
又
何
時
も
の
通
り
妙
に
横
風
に
構
へ
な
が
ら
、
無
造
作
に
師
匠
の
唇
へ
水

を
塗
っ
た
。

(
回
ぺ
・
下
・
「
枯
野
抄
」
〉

そ
の
上
之
道
陀
頼
み
こ
ん
で
手
伝
ひ
の
周
旋
を
引
き
受
け
さ
せ
る
や
ら
、
住
吉
大
明
神

へ
人
を
立
て
て
病
気
本
復
を
祈
ら
せ
る
や
ら
、
或
は
文
花
屋
仁
左
衛
門
に
相
談
し
て
調
度

類
の
買
入
れ
令
し
て
賞
ふ
や
ら
、
殆
彼
一
人
が
車
輸
に
な
っ
て
、
万
事
万
端
の
世
話
を
焼

い
た
。
(
部
ぺ
・
下
・
「
柏
野
抄
」
〉
(
乙
の
「
ー
や
ら
」
を
く

P
か
え
す
形
は
、
「
社

子
春
」
の
申
K
実
に
八
回
〈
り
か
え
さ
れ
る
例
が
二
度
現
わ
れ
る
。
「
蘭
陵
の
濯
を
買
は

せ
る
や
ら
、
桂
州
の
竜
限
肉
を
と

D
ょ
せ
る
や
ら
、
日
に
四
度
色
の
変
る
牡
丹
を
庭

κ櫨

ゑ
さ
せ
る
や
ら
、
自
孔
雀
争
何
羽
も
放
し
飼
ひ
に
す
る
や
ら
、
玉
を
集
め
る
や
ら
、
錦
を

縫
は
せ
る
や
ム
、
香
木
の
恵
を
造
ム
せ
る
や
ら
、
象
牙
の
椅
子
を
誌
へ
る
や
ら
、
:
:
:
・
:

(
以
下
略
〉
:
:
:
」
「
で
す
か
ら
杜
子
春
は
無
残
陀
も
、
剣
に
胸
を
賓
か
れ
る
や
ら
、
焔

K
顔
を
焼
か
れ
る
や
ら
、
舌
を
抜
か
れ
る
や
ら
、
皮
を
剥
が
れ
る
や
ら
、
鉄
の
杵
に
撞
か

れ
る
や
ら
、
油
の
鍋
K
煮
ら
れ
る
や
ら
、
毒
蛇
に
脳
味
噌
を
吸
は
れ
る
や
ら
、
熊
鷹
に
販

を
食
は
れ
る
や
ら
、
I
t
-
-
そ
の
苦
し
み
を
数
へ
立
て
て
ゐ
て
は
:
:
:
:
・
(
以
下
略
)
:
:
:
」

伽
ま
と
と
K
丁
寧
な
る
形
式
上
の
く

D
か
え
し
と
も
い
え
る
表
現
法
で
、
そ
の
〈
り
か
え
し

に
よ
っ
て
事
柄
を
一
つ
一
つ
丹
念
K
と
り
た
て
確
認
す
る
よ
う
な
説
明
の
仕
方
、
あ
る
い
は

描
写
の
仕
方
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
念
表
現
形
式
の
寄
在
が
、
芥
川
の
文
体
K
明
確
さ
、
明
噺
性
を
与
え
る
要
因
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
一
方
、
こ
の
よ
う
な
、
き
わ
め
て
形
式
化
さ
れ

た
、
い
わ
ば
単
調
と
も
い
え
る
表
現
法
が
、
他
の
、
芥
川
ら
し
い
、
き
め
こ
ま
か
い
多
彩
な

変
化
を
基
調
と
す
る
表
現
形
態
の
申
に
組
み
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
の
多
様
性
に

均
衡
や
統
一
を
も
た
ら
し
、
芥
川
の
文
体
に
札
時
↑
美
し
さ
を
も
た
ら
す
要
因
と
も
な
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
体
の
表
出
力
や
明
断
性
や
端
正
の
美
が
、
あ
く
ま
で

形
式
上
の
工
夫
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
な
い
て
、
鴎
外
の
文
体
や
志
賀

直
哉
の
文
体
の
明
噺
や
端
正
と
は
根
本
的
に
異
念
る
。
鴎
外
の
、
冷
徹
な
知
性
が
そ
の
ま
ま

文
体
に
結
晶
し
た
よ
う
左
表
現
ゃ
、
志
賀
直
哉
の
、
技
巧
を
施
す
以
前
の
段
渚
で
す
で
に
明

確
さ
や
端
正
さ
が
本
質
的
に
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
文
章
に
対
し
て
、
芥
川
の
文
章
の
明
噺

性
や
説
得
力
は
、
そ
の
形
式
上
の
工
夫
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
か
ち
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
よ
う
念
同
形
反
復
表
現
は
、
そ
の
形
式
上
の
技
巧
O

一
つ
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
認
め
た
い
。

-.J4ー

以
上
、
同
形
反
復
形
式
の
持
つ
一
般
的
な
表
現
機
能
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
反
復
表
現
形
式
が
、
作
品
の
申
の
一
場
面
で
表
現
技
法
上
具
体
的

κど
の
よ
う
左
役
割

を
果
し
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

凶
五
位
は
、
芋
粥
を
飲
ん
で
ゐ
る
狐
を
跳
め
な
が
ら
、
此
処
へ
来
左
い
前
の
彼
自
身
を
、

、e
，、，、，，、〈
J
3

左
っ
か
し
く
、
心
の
申
で
ふ
り
返
っ
た
。
そ
れ
は
、
多
〈
の
侍
た
ち
に
愚
弄
さ
れ
て
ゐ
る

彼
で
あ
る
。
京
童
に
さ
へ
「
何
ぢ
や
。

ζ

の
画
界
赤
め
が
」
と
罵
ら
れ
て
ゐ
る
彼
で
あ
る
。

色
の
さ
め
た
水
干
に
、
指
貫
を
つ
け
て
、
飼
主
の
な
い
鷹
犬
の
や
う
に
、
朱
雀
大
路
を
う

。
。
。
，
E
t
B
I
-
-
g
a
t
t

ろ
つ
い
て
歩
く
、
憐
む
可
き
、
孤
独
な
彼
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
又
、
芋
粥
に
飽
き

た
い
と
云
ふ
欲
望
を
、
唯
一
人
大
事
K
守
っ
て
ゐ
た
、
占
均
十
一
砕
か
倒
引
剖
る
。

!
l
彼
は
、

と
の
上
芋
粥
を
飲
ま
ず
に
す
む
と
云
ふ
安
心
と
共
K
、
満
面
の
汗
が
次
第
に
、
自
界
の
先
か

ら
、
乾
い
て
ゆ
〈
の
を
感
じ
た
。
(
お
ぺ
・
上
J
申
・
「
芋
粥
」
)



ζ

の
部
分
は
、
「
芋
粥
」
の
最
後
に
位
置
す
る
段
落
の
一
部
分
で
、
想
像
を
絶
す
る
多
量

の
芋
粥
の
接
待
K
、
口
に
入
れ
な
い
前
か
ら
す
で
に
鼻
に
つ
〈
ほ
ど
の
満
腹
感
を
感
じ
て
い

た
五
位
が
、
ぞ
れ
を
う
ま
そ
う
に
飲
ん
で
い
る
野
狐
を
見
て
、
以
前
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
芋
粥

を
渇
望
し
て
い
た
自
分
自
身
の
身
の
上
を
ふ
り
か
え
っ
た
と
き
の
場
面
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど

愚
弄
さ
れ
、
田
馬
ら
れ
て
、
こ
の
上
な
い
不
幸
な
境
過
に
あ
っ
た
彼
が
、
唯
一
の
生
き
が
い
と

も
頼
ん
で
い
た
芋
粥
を
存
分
に
食
べ
ら
れ
る
乙
の
上
左
い
幸
福
念
事
態
に
直
面
し
て
み
る
と
、

逆
K
、
以
前
の
不
幸
を
幸
福
と
感
じ
、
現
在
の
幸
福
を
不
幸
に
感
ず
る
に
至
っ
た
と
い
う
悲

劇
を
説
明
し
た
場
面
で
、
い
わ
ば
、

ζ

の
作
品
の
テ

i
マ
を
直
接
に
説
明
す
る
場
面
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
こ
の
よ
う
左
「

1
彼
で
あ
る
」
と
い
う
文
末
形
式
を
四
度
く
り
か
え
し
た
、
た
た

み
か
け
る
工
う
左
調
子
で
描
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
と
が
で
き
よ
う
。
と
の
よ
う
念
、

く
り
か
え
し
の
リ
ズ
ム
を
伴
っ
た
特
殊
表
現
に
工
っ
て
、
テ
1
7
の
明
解
念
把
握
を
可
能
に

さ
せ
る
表
現
機
能
争
、
と
の
反
復
形
式
に
担
わ
せ
て
い
る
エ
う
K
思
う
。

と
の
よ
う
を
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
あ
る
眼
目
を
な
す
場
面
の
表
現
K
反
復
形
式
を
用
い
て
あ

「
手
巾
」
や
「
戯
作
三
昧
」
の
中
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

る
例
は
、

四
そ
の
時
、
先
生
の
眼
に
は
、
偶
然
、
婦
人
の
膝
が
見
え
た
。
膝
の
上
に
は
、
手
巾
を
持

っ
た
手
が
、
の
っ
て
ゐ
る
。
勿
論
こ
れ
だ
け
で
は
、
発
見
で
も
何
で
も
な
い
。
が
、
同
時

に
、
先
生
は
、
婦
人
の
手
が
、
は
げ
し
く
、
ふ
る
へ
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
ふ
る
へ

を
が
ら
、
そ
れ
が
感
情
の
激
動
を
強
ひ
て
抑
へ
ょ
う
と
す
る
せ
ゐ
か
、
膝
の
上
の
手
巾
を
、

両
手
で
裂
か
左
い
ば
か
り
d
k
緊
く
、
握
っ
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
さ
う
し
て
、
最
後

に
、
厳
〈
ち
宇
陀
な
っ
た
絹
の
手
巾
が
、
し
左
や
か
な
指
の
閣
で
、
さ
な
が
ら
微
風
に
で

も
ふ
か
れ
て
い
る
や
う
に
、
繍
の
あ
る
縁
を
動
か
し
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。

l
l
}

婦
人
は
、
顔
で
と
そ
笑
っ
て
ゐ
た
が
、
実
は
さ
っ
き
か
ら
、
全
身
で
泣
い
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
(
叩
ぺ
・
中
・
「
手
巾
」
〉

「
手
巾
」
の
い
わ
ば
ヤ
マ
場
に
入
っ
た
場
面
の
描
写
で
あ
る
。
息
子
を
失
っ
た

母
親
の
悲
し
さ
を
、
顔

κは
表
わ
さ
ず
、
ひ
そ
か
に
机
の
下
で
手
巾
を
握
っ
た
手
の
動
き
に

こ
れ
は
、

発
散
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
「
先
生
」
の
視
覚
で
と
ら
え
て
織
写
し
て
あ
る
わ
け

で
あ
る
が
、
視
覚
で
と
ら
え
た
内
容
を
三
つ
に
分
け
て
反
復
形
式
で
う
け
、
そ
の
一
つ
一
つ

が
リ
ズ
ム
を
念
し
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
あ
る
。
反
復
形
式

K
よ
っ
て
、
場
面
描

写
を
印
象
づ
け
る
手
法
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
彼
は
遂
K
全
く
そ
の
虜
に
な
っ
た
。
さ
う
し
て
一
切
を
忘
れ
な
が
ら
、
そ
の
流
の
方
向

κ、
嵐
の
や
う
左
勢
で
筆
を
駆
っ
た
。

と
の
時
彼
の
王
者
の
や
う
な
眼
K
映
っ
て
ゐ
た
も
の
は
、
利
申
告
で
も
な
け
れ
ば
、
愛
情

で
も
な
い
。
ま
し
て
毅
誉
K
煩
は
さ
れ
る
心
友
ど
は
、
と
う
に
眼
底
を
払
っ
て
消
え
て
し

ま
っ
た
。
あ
る
の
は
、
唯
不
可
思
議
な
悦
び
で
あ
る
。
或
は
悦
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
で
あ

る
。
と
の
感
激
を
知
ら
左
い
も
の

K
、
剖
引

udu戯
作
三
味
の
心
境
が
味
到
さ
れ
よ
う
。

ど
う
し
て
戯
作
者
の
厳
か
な
魂
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
と
と

K
と
そ
「
人
生
」
は
、
あ
ら
ゆ

る
そ
の
残
浮
を
洗
っ
て
、
ま
る
で
新
し
い
鉱
石
の
や
う
K
、
美
し
く
作
者
の
前
K
、
輝
い

て
ゐ
る
で
は
念
い
か
。

j
i
-
-
・
(
町
ぺ
・
上
・
「
戯
作
三
味
」
〉
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滝
沢
馬
琴
の
い
わ
ゆ
る
戯
作
三
昧
の
境
地
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
と
の
場
面
と
対
照
を

宏
す
の
は
、
そ
の
前
に
位
置
す
る
場
面
で
、
馬
琴
が
机
に
向
か
っ
て
い
ざ
筆
を
進
め
る
べ
く
、

既
成
の
原
稿
を
読
み
返
し
て
、
思
わ
ぬ
不
興
を
感
じ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

凶
彼
は
そ
の
前
K
書
い
た
所
へ
眼
を
通
し
た
。
こ
れ
も
亦
徒
ら
に
粗
雑
な
文
句

ば
か
h
J
が
、
穣
然
と
し
て
ち
ら
か
つ
て
ゐ
る
。
彼
は
更
に
そ
の
前
を
読
ん
だ
。
さ
う
し
て

文
そ
の
前
の
前
を
読
ん
だ
。

し
か
し
読
む
に
従
っ
て
拙
劣
念
布
置
と
乱
脈
な
文
章
と
は
、
次
第
K
眼
の
前
に
展
開
し

て
来
る
。
そ
と
K
は
何
等
の
映
像
を
も
与
へ
な
い
叙
景
が
あ
っ
た
。
何
等
の
感
激
を
も
含

ま
左
い
詠
歎
が
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
又
、
何
等
の
理
路
を
辿
ら
左
い
論
弁
が
あ
っ
た
。

す
る
と
、

〈
出
ぺ
・
上
・
「
戯
作
三
昧
」
〉



い
ず
れ
も
、
反
復
形
式
を
用
い
た
表
現
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
内
容
に
説

得
力
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、

ω聞
の
例
に
も
通
ず
る
技
法
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
見
て
き
た
反
復
形
式
は
、
連
文
に
な
け
る
反
復
現
象
で
、
文
章
展
開
の
申
に
部
分

的
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
芥
川
の
文
章
に
は
、
数
文
を
隔
て
て
、
あ
る
い
は
段
落
を

隔
て
て
同
形
式
セ
ン
テ
ン
ス
が
反
復
さ
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
「
羅
生
門
」
「
芋
粥
」
、
さ

ら
に
後
期
の
作
品
で
あ
る
が
「
玄
鶴
山
房
」
左
ど
の
冒
頭
部
分
に
そ
の
一
つ
の
安
イ
プ
が
見

ら
れ
る
。

四
広
い
門
の
下
に
は
、

ζ

の
男
の
外
に
誰
も
ゐ
左
い
。
唯
、
所
々
丹
塗
の
剥
げ
た
、
大
き

な
円
柱
に
、
燃
熔
が
一
匹
と
ま
っ
て
ゐ
る
。
羅
生
門
が
、
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
、

ζ

の
男
の
外

K
も
、
雨
ゃ
み
を
ず
る
市
女
笠
や
撲
鳥
帽
子
が
、
も
う
二
三
人
は
あ
り
そ
う
左

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

ζ

の
男
の
外
K
は
誰
も
ゐ
左
い
。

(
7
ぺ
・
上
・
「
羅
生
門
」
)

側
ー
ー
そ
の
頃
、
摂
政
藤
原
基
経
K
仕
へ
て
ゐ
る
侍
の
中
K
、
某
と
云
ふ
五
位
が
あ
っ
た
。

ママ

こ
れ
も
、
某
と
書
か
ず
に
、
向
の
誰
と
、
ち
ゃ
ん
と
姓
名
を
明
伊
比
し
た
い
の
で
あ
る
が
、

生
憎
旧
記
K
は
、
そ
れ
が
伝
は
っ
て
ゐ
な
い
。
恐
ら
く
は
、
:
:
:
;
・
(
中
略
)
:

ζ

の
点
で
、
彼
等
と
、
日
本
の
自
然
派
の
作
家
と
は
、
大
分
ち
が
ふ
。
王
朝
時
代
の
小
説

家
は
、
存
外
、
閑
人
で
な
い
。

l
i
i
兎
に
角
、
摂
政
藤
原
基
経
K
仕
へ
て
ゐ
る
侍
の
中

削
っ
射
U
剖
判
副
出
州
剖
オ
刻
。
(
叩
均
ぺ
・
上
・
「
芋
粥
」
)

間
:
:
:
そ
れ
は
小
ぢ
ん
ま

D
と
出
来
上
っ
た
、
奥
床
し
い
門
構
へ
の
家
だ
っ
た
。
尤
も
ζ

の
界
隈
に
は
か
う
云
ふ
家
も
珍
し
く
は
左
か
っ
た
。
が
、
「
玄
鶴
山
一
房
一
」
の
績
や
塀
越
し

に
見
え
る
庭
木
念
ど
は
ど
の
家
よ
り
も
数
寄
を
凝
ら
し
て
ゐ
た
。

と
の
家
の
主
人
、
期
越
玄
鶴
は
書
家
と
し
て
も
多
少
は
知
ら
れ
て
ゐ
た
。
し
か
し
:
:
:

〈
申
略
)
:
:
・
:
:
。
け
れ
ど
も
今
は
も
う
赤
瓦
の
家
や
青
瓦
の
家
の
立
ち
並
ん
だ
所
講

「
文
化
村
」
‘

K
変
っ
て
ゐ
た
。
.

し
か
し
、

「
玄
鶴
山
一
房
一
」
は
兎
K
角
小
ぢ
ん
ま

D
と
出
来
上
つ
芝
、
奥
床
し
い
門
構
へ

(
…
守
、
・
上
・
「
玄
鶴
山
房
」
)

の
家
だ
っ
た
。

四
閣
は
、
物
語
の
主
人
公
の
提
示
、
聞
は
、
物
語
。
田
氏
開
閉
さ
れ
る
場
で
あ

D
、
ま
た
そ
れ

が
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
家
の
説
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ら
の
人
物
や
場
を
強
〈
印

象
づ
け
る
と
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
作
品
の
世
界
に
い
ち
立
や
〈
引
き
こ
も
う
と
す
る
手
だ

て
と
し
て
、
反
復
形
式
を
用
い
て
る
る
も
の
と
思
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
冒
頭
部

K
限
ら
ず
に
こ
の
よ
う
な
反
復
形
式
の
表
わ
れ
る
作
口
聞
が
お
り
、

そ
の
典
型
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
「
尾
生
の
信
」
が
る
る
。

側
尾
生
は
橋
の
下
ー
に
庁
ん
で
、
さ
っ
き
か
ら
女
の
来
る
の
を
待
っ
て
ゐ
る
。

見
上
げ
る
と
、
高
h
石
の
橋
備
に
は
、
蔦
轟
が
半
ば
這
ひ
か
か
っ
て
、
時
々
そ
の
関
を

適
h
J
す
ぎ
る
往
来
の
人
の
白
衣
の
裾
が
、
鮮
か
な
入
B
K
照
ら
さ
れ
ま
が
ら
、
悠
人
々
と
風

に
吹
か
れ
て
行
く
。
が
、
女
は
未
だ
に
来
念
い
。

尾
生
は
そ
っ
と
口
笛
を
鳴
し
念
が
ら
、
気
軽
く
橋
の
下
の
洲
を
見
渡
し
た
。

橋
の
下
の
黄
泥
の
洲
は
、
二
坪
ば
か

D
の
広
さ
'
を
剰
し
て
、
す
ぐ
に
水
と
続
い
て
ゐ
る
。

水
際
の
芦
の
聞
に
は
、
大
方
蟹
の
棲
家
で
あ
ら
う
。
い
く
つ
も
円
い
{
八
が
あ
っ
て
、
其
処

へ
波
が
当
る
度
に
、
た
ぶ
り
と
云
ふ
か
す
か
な
音
が
聞
え
た
。
が
、
女
は
未
だ
に
来
ま
い
。

尾
生
は
梢
待
遠
し
き
う
に
水
際
ま
で
歩
を
移
し
て
、
舟
一
般
通
ら
左
い
静
な
川
筋
を
眺

め
ま
は
し
た
。

川
筋
に
は
車
問
い
芦
が
、
際
間
も
な
く
ひ
し
ひ
し
と
生
え
て
ゐ
る
。

摩
書
房
版
の
テ
キ
ス
ト
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
〉
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(
こ
の
作
品
は
、
筑

史
記
の
蘇
秦
伝
に
あ
ら
わ
れ
る
尾
生
の
逸
話
を
材
料
と
し
た
と
の
き
わ
め
て
短
い
作
品
は
、

橋
の
下
に
水
が
潜
し
て
き
で
尾
生
の
身
体
が
漬
っ
て
し
ま
う
ま
で
に
、
「
が
、
女
は
未
だ
に

来
な
い
。
」
と
い
う
セ
ン
テ
ン
ス
が
、
段
落
の
な
わ

D
K位
置
し
て
七
回
く

D
か
え
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
つ
ぎ
に
「
尾
生
は
J
た
・
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
と
、
以
下
、
尾
生
の



限
を
通
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
橋
の
下
の
景
が
描
写
さ
れ
る
と
い
う
表
現
形
態
と
が
一
つ
の
セ

y
ト
と
な
っ
て
六
回
〈

P
か
え
さ
れ
る
。

ζ

れ
陀
似
た
表
現
法
は
、
同
じ
〈
中
国
の
古
典
に
材
を
得
た
「
杜
子
春
」
の
中
で
、
社
子

春
と
片
白
砂
の
老
人
、
鉄
冠
子
と
の
対
話
の
と
と
ほ
の
申
に
う
か
が
わ
れ
る
。
・
三
つ
の
章
に

わ
た
っ
て
ほ
ほ
同
じ
会
話
が
交
わ
さ
れ
、
同
じ
こ
と
ば
が
三
回
〈
-D
か
え
さ
れ
る
。

と
れ
ら
の
作
品
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
そ
の
も
の
が
く

p
か
え
し
の
要
素
を
備
え
て
か
り
、
そ

の
た
め
に
、
芥
川
が
自
ら
の
手
法
と
す
る
同
形
反
復
形
式
を
意
図
的
に
用
い
て
、
そ
の
内
容

K
表
現
形
式
を
合
わ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
初
期
の
作
品
で
は
散
在
的
に
用
い
ら
れ
て
い

た
芥
川
流
の
反
復
形
式
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
集
約
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て

工
い
。と

こ
ろ
で
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
作
品
の
性
質
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
と
異
左

p
、
ま

た
初
期
の
作
品
と
も
異
な
る
芥
川
の
自
伝
的
作
品
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の
中
に
、
反
復

的
表
現
が
さ
ら
に
集
中
的
に
使
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

a

b

i

l

i

-

-

-

側
信
輔
は
才
能
の
多
少
を
聞
は
ず
に
友
だ
ち
を
作
る
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
た
と
ひ
ど

L

U

L

U

B

E

B

E

E

-

-

1

1

1

1

1

1

1

0

0

。
。
。
。
b

i

う
言
ふ
君
子
阿
叫
剖
d
‘
素
行
以
外
に
取
h
y
柄
の
念
い
青
年
は
彼
に
は
用
の
な
い
行
人
だ

っ
た
。
い
や
、
寧
ろ
顔
を
見
る
度
に
榔
検
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ぬ
道
化
者
だ
っ
た
。

(
以
下
、

十
一
文
省
略
〉

泊
凶
，

t

g

E

E

E

E

B

E

E

S

-

L

U

E

S

S

E

'

a

t

'

o

t

信
輔
は
才
能
の
多
少
す
聞
は
ず
に
友
だ
ち
を
作
る
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
た
と
ひ
君

や
で
は
左

-UU剖
以
、
智
的
貧
慾
を
知

h
r川
割
削
は
や
は
九
世
奴
刷
出
札
即
時
伊
か
均
的
ベ
ベ

た
。
(
以
下
3
文
省
略
〉
そ
の
代
h
y
K
彼
の
友
だ
ち
は
頭
脳
を
持
た
な
け
れ
ば
左
ら
な

か
っ
た
。
ず
刻
、

l
が
つ
し

b
と
出
来
上
つ
釘
割
。
彼
争
封
一
同
判
勢
少
笥
叫

引
制
州
引
同
判
明
制
例
制
引
到
を
野
い
が
。
同
時
K
お
と
封
副
判
手
討
よ
引
制
利
引
到

頭
|
制
例
制
引
引
制
惜
ん
ゲ
ム
r
。
実
際
彼
の
友
情
は
い
つ
も
幾
分
か
愛
の
申
陀
憎
悪
を
字
ん
だ

eit'sBEastli--ー

l
i
l
l
i
l
l
i
l
l
l
l
l
i
l
l
l
l
l
l
l
i

情
熱
だ
っ
た
。
信
舗
は
今
日
も
こ
の
情
熱
以
外
K
友
情
の
な
い
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
る
。
少

く
と

LP-創
剰
凶
州
阿
国
内
『
円

E
E
2
Zの
臭
味
を
帯
び
宇
宙
師
同
制
判
別
記

信
じ
て
ゐ
る
。
況
ん
や
当
時
の
友
だ
ち
は
一
面
K
は
相
容
れ
ぬ
死
敵
だ
っ
た
。
彼
は
彼
の

頭
脳
を
武
器
に
、
絶
え
ず
彼
等
と
格
闘
し
た
。
ホ
イ
ツ
ト
マ
ン
、
自
由
詩
、
創
造
的
進
化
、

zzaEEl--lfaga--orItlttlo 

ー

l
戦
場
は
殆
ど
到
る
所
に
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
等
の
戦
場
に
彼
の
友
だ
ち
を
打
ち
倒
し

f
o
l
-
p
a
l
l
i
-
-
l
O
F
-
-
l
o
o
p
-
-
-
-
-

た
り
、
彼
の
友
だ
ち
に
打
ち
倒
さ
れ
た

p
し
た
。
こ
の
精
神
的
格
闘
は
何
よ

P
も
殺
裁
の

歓
喜
の
為
K
行
は
れ
た
も
の

K
違
ひ
左
か
っ
た
。
し
か
し
な
の
づ
か
ら
そ
の
間

K
新
し
い

O
B
1
i
g
-
-

。
。
。
。
。
。
。
。
。

観
念
や
新
し
い
美
の
姿
を
現
し
た
と
と
も
事
実
だ
っ
た
。
如
伺
に
午
前
三
時
の
蝋
燭
の
炎

話

釘

割

引

時

伊

刻

刻

、

研

削

に

又

主

主

意

広

告

彼

J
引

謝

割

引

b
p刻
刻

、

i
l信
輔
暴
走
九
月
の
或
夜
、
何
匹
も
蝋
燭
へ
き
て
来

花
、
大
き
い
灯
取
虫
を
覚
え
て
ゐ
る
。
(
以
下
4
文
省
略
〉

3
 

1

信
輸
は
才
能
の
多
少
を
聞
は
ず
に
友
だ
ち
を
作
る
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
J

標
準
は
只

h
i
l
'
B
i
l
l
i
-
-
3
2
H
I
l
l
b
i
l
-
-
-

そ
れ
だ
け
だ
っ
た
。
(
以
下
4
文
省
略
)
彼
等
の
或
も
の
は
怠
惰
だ
っ
た
。
彼
等
の
或

刻

刷

業

別

引

。

ぉ

割

引

剖

宰

主

配

匙

司

令

-
f

申

t
下
・
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
)

「
大
導
寺
信
舗
の
半
生
」
の
文
章
は
引
用
文
左
ど
も
含
め
て
ち
ょ
う
ど
四

O
O文
の
セ
ン

テ
ン
ス
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
と
と
K
指
摘
し
た
よ
う
な
種
々
の
反
復
形

式
を
相
互
に
持
つ
セ
ン
テ
ン
ス
が
一

O
六
文
存
在
す

r。
さ
ら
に
一
文
内
に
反
復
形
式
を
持

つ
セ
ン
テ
ン
ス
(
と
の
例
文
の
f
の
よ
う
念
形
式
)
が
九
文
存
在
す
る
。
全
セ
ン
テ
ン
ス
申

の
実
K
四
分
の
一
以
上
が
相
互
に
反
復
形
式
を
持
ち
合
っ
て
い
る
こ
と
に
念
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
念
、
反
復
形
態
の
表
現
が
全
文
章
の
四
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い

る
特
殊
左
文
体
の
と
の
作
品
が
、
「
l

1

1
或
精
神
的
風
景
画
i
l
i
a
-
」
と
題
す
る
サ
ブ
・

タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
い
る
点
に
興
味
が
あ
る
。
芥
川
自
ら
、
自
己
の
精
神
の
風
景
画
と
称
す

る
と
の
作
品
が
、
他
の
作
品
の
表
現
法
の
一
一
特
色
で
あ
る
反
復
形
式
を
異
常
左
ま
で
に
多
用

し
て
い
る
と
い
う
と
と
、
つ
ま
-D、
他
作
品
の
多
く
に
見
ら
れ
る
一
表
現
法
を
煮
つ
め
た
形

式
で
こ
の
精
神
的
風
景
画
が
措
か
れ
て
い
る
と
い
う
ζ

と
は
、

ζ

の
反
復
表
現
法
が
芥
川
の

表
現
精
油
押
の
資
質
と
意
外
に
深
い
と
こ
ろ
で
結
び
つ
い
て
い
る
ζ

と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、

ζ

の
反
復
表
現
形
式
が
芥
川
の
文
体
の
本
質
的
な
要
素

の
一
つ
を
左
す
も
の
で
あ
る
ζ

と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

芥
川
が
自
身
を
素
材
と
し
た
作
品
に
は
、
他
K
一
連
の
保
吉
物
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
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初
期
の
作
品
に
特
有
の
、
芥
川
ら
し
い
文
体
の
灰
汁
を
少
を
く
し
た
よ
う
左
文
章
で
書
か
れ

た
保
お
物
が
、
周
知
的
念
ひ
ね
り
ゃ
作
者
の
気
ど

D
が
す
ぎ
る
と
言
わ
れ
て
、
概
し
て
不
評

k
b
わ
奈
が
に
対
し
、
と
の
芥
川
文
体
の
灰
汁
の
一
つ
を
な
寸
と
思
わ
れ
る
反
復
表
現
形

式
を
顕
著

κ備
え
た
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
こ
が
、
保
吉
物
の
よ
う
左
ポ
!
"
ス
の
浮
わ
つ
き

が
左
〈
、
む
し
ろ
芥
川
の
生
左
姿
が
激
し
い
気
塊
を
と
め
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ

て
好
評
で
-
三
時
計
い
う
と
と
は
、
興
味
あ
る
現
象
で
あ
る
。
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の

文
体
が
説
得
力
を
持
っ
て
生
左
芥
川
の
姿
を
描
き
出
す
と
と
が
で
き
た
要
因
の
一
つ
は
、
少

左
〈
と
も
、

ζ

の
反
復
表
現
形
式
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
怠
ろ
う
。

反
復
表
現
に
つ
い
て
は
、
永
尾
章
曹
氏
が
、
佐
藤
春
夫
の
「
田
園
の
憂
欝
」
に
み
ら
れ
る

反
復
表
現
の
著
し
い
例
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
反
復
現
象
の
著
し
さ
が
主
観
表
現
の
ま
さ
っ
た

(注
4
)

文
章
争
生
み
出
し
て
い
る
と
論
断
し
て
か
ら
れ
る
。

芥
川
の
ば
あ
い
は
、
作
品
の
表
現
内
容
に
托
さ
れ
た
筆
者
の
主
情
の
高
ま
り
が
反
復
現
象

を
生
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
主
観
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ

D
は
、
表
現
効
果
を
き

わ
め
て
意
識
的
に
計
箆
す
る
筆
者
の
、
技
法
意
識
と
し
て
の
主
観
の
強
さ
が
、
こ
の
よ
う
な

反
復
表
現
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
い
。
し
か
し
、
「
大
導
寺
信
織
の
半

生
」
に
う
か
が
わ
れ
る
異
常
な
ま
で
の
反
復
表
現
の
頻
用
は
、
単
に
知
的
左
技
法
意
識
、
修

辞
意
識
陀
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
念
〈
、
と
の
作
品
K
と
め
た
芥
川
の
激
し
い
心

情
が
、
と
の
よ
う
な
特
殊
表
現
を
余
儀
な
〈
さ
せ
た
結
果
陀
主
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
は
、
と
の
文
章
は
永
尾
氏
の
意
味
す
る
主
観
表
現
の
ま
さ
っ
た
文
章
と
し
て
認
め
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
主
観
的
表
現
た

p
え
て
い
る
文
体
を
実
現
し
た
と
の

作
品
が
、
同
じ
自
伝
風
の
作
品
で
あ
h
y
左
が
ら
、
知
的
ポ

l
ズ
が
浮
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い

わ
れ
る
保
吉
物
投
ど
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
作
品
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
る
結
果
に
左
っ
た
と

考
え
た
い
。

と
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
文
学
作
品
を
す
ぐ
れ
た
形
象
た
ら
し
め
る
文
体
は
、
作
者
が
自

ら
の
表
現
技
法
、
修
辞
法
を
意
識
的
に
操
作
す
る
段
階
を
越
え
て
、
作
者
の
表
現
志
向
的
精

神
が
必
然
的
に
そ
の
よ
う
左
表
現
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
左
っ
た
境
地

K
到
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
岡
村
和
江
氏
が
芥
川
の
文
体
を
称
し
て
、

D
に
凝
っ
て
、
し
か
し
結
局
は
ほ
ん
と
う
に
個
性
的
と
念
'D
え
左
か
っ
た
文
体
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
卦
ら
か
守
か
は
、
あ
る
意
味
で
当
を
得
た
見
方
で
あ
ろ
う
。
文
体
と
い
う
多
義

性
の
強
い
用
語
を
そ
の
よ
う
左
観
点
か
ら
限
定
し
て
用
い
る
念
ら
、
芥
川
の
反
復
表
現
形
式

は
、
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
に
な
い
て
は
じ
め
て
芥
川
文
体
を
成
立
せ
し
め
る
可
能
体
と

念
り
え
て
い
る
、
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
歩
け
る
一
反
復
表
現
形
式
K
そ
の
よ
う

な
意
義
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た
い
。

お

わ

り

ー「

凝

以
上
、
芥
川
の
文
末
表
現
の
多
様
性
に
着
目
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ぞ
れ
と
対
置
的
な
形
式

を
な
す
同
形
反
復
形
式
の
表
現
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

一
方
、
文
末
形
式
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
は
、
芥
川
の
表
現
特
性
と
し
て
、
よ
〈
と
り
あ

げ
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
と
れ
ば
、
初
期
の
作
品
に
な
い
で
特
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
現

象
で
あ
る
に
す
ぎ
左
い
。
大
正
五
年
か
ら
昭
和
二
年
ま
で
の
芥
川
の
作
家
活
動
の
中
で
、
大

正
八
年
に
書
か
れ
た
「
蜜
柑
」
や
「
舞
踏
会
」
で
は
、
す
で
に
「

1
え
」
止
め
の
セ
ン
テ
ン

ス
の
連
続
を
基
調
と
す
る
表
現
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
期
の
大
部
分
の
作
品
は
、

ほ
と
ん
ど
「

1
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
で
終
止
す
る
。
後
期
の
、
左
か
ん
ず
く
末
期
の
作
品

に
か
け
る
と
の
「

t
た
」
止
め
セ
ン
テ
ン
ス
の
申
に
は
、
反
復
表
現
法
の
性
格
と
対
照
的
念

表
現
機
能
を
持
つ
も
の
が
あ
h
J、
そ
れ
が
後
期
の
芥
川
の
文
体
を
規
制
し
て
い
て
、
そ
こ

K

死
に
向
か
う
芥
川
の
精
神
の
志
向
性
を
う
か
が
う
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
察

は
、
別
の
機
会
を
得
た
い
。

芥
川
…
龍
之
介
の
反
復
表
現
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
浮
橋
康
彦
氏
が
、
「
羅
生
門
」
「
鼻
」

の
文
章
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
・
却
に
う
か
が
わ
れ
る
同
一
、
類
似
、
発
展
の
〈
り
か
え
し
の

三位
6
〉

現
象
を
詳
し
く
析
出
し
て
会
ら
払
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
主
と
し
て
用
語
上
の
立
場
か

ら
と
ら
え
ら
れ
た
反
復
現
象
で
あ
る
と
い
え
る
。
わ
た
し
の
と
の
論
で
は
、
そ
れ
を
主
と
し

て
文
法
的
な
形
式
上
の
観
点
か
ら
と
-Dあ
げ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
あ
え
て
、
「
同
形
反
復

表
現
形
式
に
つ
い
て
」
と
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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注
1 

芥
川
の
文
章
を
「
端
正
念
文
章
」
と
称
す
る
例
は
、
和
田
繁
二
郎
氏
。
論
「
芥
川
竜

之
介
の
文
体
」
(
「
国
文
学
」
第
四
巻
第
十
二
号
(
近
代
文
学
の
文
体
研
究
特
集
号
〉

町
ぺ
!
ジ

κ見
え
る
。

2 

吉
田
精
一
著
「
芥
川
龍
之
介
」
(
新
潮
文
庫
)
の
中
の
「
二
五
、
黄
雀
風
」

訟
よ
び
「
三

O
、
湖
南
の
扇
」
の
章
を
参
照
。

3 

4 

永
尾
章
曹
氏
の
論
「
佐
藤
春
夫
『
回
国
の
憂
穆
』
の
文
体
K
つ
い
て
」

残
第
叫
号
日
ぺ

1
ジ〉

(
「
菌
文
学

5 

岡
村
和
江
氏
の
論
「
近
代
作
家
の
文
体
の
展
望
(
芥
川
龍
之
介
〉
」

5

「
文
章
と
文
体
」
八
明
治
書
院

vmぺ
!
?
〉

(
講
座
現
代
語

6 

浮
橋
康
彦
氏
の
論
「
芥
川
麓
之
介
『
羅
生
門
』
『
鼻
』
」
(
国
語
教
材
研
究
講
座
・

高
等
学
校
現
代
国
語
第
一
巻
・
小
説
・
八
有
精
堂

V
所
収
〉
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