
『
豊
銭

海

論

の

そ
の

『
春
の
雪
』

付

『
豊
鏡
の
海
』
第
一
巻
『
春
の
雪
』
の
巻
末
に
、
作
者
に
よ
る
後
注
と
し
て
、
次

の
文
章
が
あ
る
。

『
豊
鈍
の
海
』
は
『
浜
松
中
納
言
物
亘
巴
を
典
拠
と
し
た
夢
と
転
生
の
物
語
で

あ
り
、
因
み
に
そ
の
題
名
は
、
月
の
海
の
一
つ
の
ラ
テ
ン
名
な
る
忍
耐
え
∞

匂

o
m
n
ロロ

E
g
t凹
の
邦
訳
で
あ
る
。

大
作
『
豊
錦
の
海
』
を
考
察
し
て
ゆ
く
糸
口
と
し
て
、
ま
ず
右
の
文
章
に
注
目
し

た
い
。
作
者
の
輪
廻
転
生
露
へ
の
着
想
は
、
つ
と
に
昭
和
二
十
五
年
の
ノ
l
ト
に
認
め

ら
れ
る
と
い
う
が
(
注
1
)
、
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
疎
外
の
感
覚

か
ら
く
る
生
ま
れ
か
わ
り
へ
の
願
望
、
な
い
し
希
求
は
、
諸
家
も
指
摘
す
る
よ
う
に

初
期
作
品
に
す
で
に
明
確
に
見
え
て
お
り
(
注
2
)
、
三
島
の
気
質
が
輪
廻
転
生
護

へ
関
心
を
む
け
た
乙
と
は
、
当
然
の
理
路
と
し
て
不
思
議
で
な
い
。

『
春
の
雪
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
(
以
下
『
浜
松
』
と
略
称
)
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
柳
田
泉
に
先
考
が
あ
る
が
(
注
3
)
、
多
少
角
度
を
か
え
て
も
う
一
度

吟
味
し
た
い
。
な
お
寺
田
透
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
後
に
勘
案
す
る
、
必
要
が
あ
る
(
注
4
)
。

乙
乙
で
一
言
付
加
へ
れ
ば
、
『
春
の
雪
』
巻
末
の
付
言
に
も
か
か
は
ら
ず
、

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
そ
れ
と
の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
す
る
に
価
ひ
し
な

い
。
清
顕
と
聡
子
の
恋
愛
が
そ
れ
と
酷
似
す
る
も
の
を
持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ

位

藤

邦

生

は
、
そ
の
失
は
れ
た
一
係
亡
首
巻
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
。

唐
の
王
子
と
し
て
転
生
し
た
中
納
言
の
父
と
い
ふ
説
話
も
、
清
顕
の
可
能
な
転

生
と
は
大
い
に
異
る
;
・
:
:
:

三
島
由
紀
夫
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
典
拠
と
し
て
用
い
た
『
浜
松
』
供
亡
首
巻
の
内

容
は
、
取
材
源
を
主
と
し
て
松
尾
聡
の
研
究
に
負
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
そ
れ
は
普

通
昭
和
三
十
九
年
に
発
行
さ
れ
た
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
と
さ
れ
る
が
、
三

島
の
『
浜
松
』
と
の
出
会
い
及
び
そ
れ
へ
の
傾
斜
の
時
期
は
、
実
は
は
る
か
に
湖
ろ

う
。
『
浜
松
』
佼
亡
首
巻
の
筋
立
て
を
推
測
再
建
す
る
松
尾
聡
の
研
究
は
、
最
初
、

昭
和
十
四
年
の
『
文
芸
文
化
』
に
四
固
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
「
平
安

朝
散
供
物
語
改
」
と
題
す
る
と
の
一
連
の
研
究
は
、
そ
の
後
も
つ
づ
い
て
同
誌
に
連

載
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
々
年
『
唐
国
の
物
語
』
が
発
表
さ
れ
た
第
四
巻
第
九
号
に

は
、
当
時
「
日
本
渡
重
派
の
周
辺
に
い
た
」
三
島
少
年
の
作
品
『
花
ざ
か
り
の
森
』

の
名
が
見
え
る
。
「
み
つ
の
浜
松
の
物
語
」
と
原
題
す
る
松
尾
聡
の
乙
の
研
究
を
、

そ
の
時
点
で
三
島
が
属
目
し
た
で
あ
ろ
う
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
ζ

ろ
で
、

そ
う
な
れ
ば
、
転
生
謹
へ
の
注
目
の
契
機
は
、
殆
ん
ど
彼
の
作
家
的
出
発
と
同
時
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
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同

こ
乙
で
松
尾
聡
の
研
究
成
果
に
拠
り
な
が
ら
、
『
浜
松
』
首
巻
の
筋
立
て
を
『
春

の
雪
』
の
そ
れ
と
の
類
似
点
に
留
意
し
つ
つ
要
約
す
れ
ば
、
大
凡
は
次
の
知
く
で
あ



る

式
部
卿
宮
に
ひ
と
り
の
男
子
が
あ
り
、
そ
の
容
親
は
輝
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

(
以
下
に
中
納
言
と
。
)
父
宮
は
そ
の
後
莞
じ
、
ま
だ
若
か
っ
た
母
は
や
が
て

左
大
将
を
通
わ
せ
る
ζ

と
に
な
っ
た
が
、
左
大
将
に
は
二
人
の
姫
君
が
あ
り
、

わ
け
で
も
御
髪
ゆ
た
か
な
大
姫
の
美
貌
は
比
類
が
な
か
っ
た
。
義
兄
義
妹
の
間

柄
、
中
納
言
と
大
姫
に
は
自
然
垣
間
見
の
機
会
も
う
ま
れ
、
中
納
言
は
い
つ
か

大
姫
を
思
慕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
大
姫
付
の
女
房
宰
相
の
君
の
は
か

ら
い
で
ふ
た
り
き
り
の
逢
瀬
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
彼
の
心
は
な
お

ま
乙
と
の
契
り
に
は
踏
み
切
れ
ず
に
い
た
。
と
乙
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
折
、
帝

の
御
子
式
部
卿
宮
の
熱
心
な
求
婚
が
あ
っ
て
、
左
大
将
は
大
姫
を
こ
の
宮
に
た

て
ま
つ
る
ζ

と
に
決
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
中
納
言

は
自
分
の
恋
の
心
の
あ
ま
り
の
深
さ
に
驚
き
事
態
を
悔
む
の
だ
っ
た
。

一
方
、
同
じ
頃
、
中
納
言
は
な
き
父
宮
が
今
は
唐
の
皇
子
に
転
生
し
て
い
る

由
を
伝
え
聞
き
、
自
ら
も
夢
に
み
て
、
俄
然
渡
唐
を
思
い
立
っ
た
。
帝
の
許
し

を
得
て
渡
唐
す
る
に
あ
た
り
、
大
姫
へ
の
か
わ
ら
ぬ
思
慕
と
心
の
こ
り
を
お
ぼ

え
る
中
納
言
は
、
機
会
を
得
て
つ
い
に
姫
と
ま
乙
と
の
契
り
を
結
ん
だ
。
そ
の

後
宰
相
の
君
な
ど
の
は
か
ら
い
で
幾
度
か
の
契
り
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
中
納
言

芭
大
姫
が
妊
娠
し
よ
う
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
中
納
言
の
出
発
後
、
や

岡
市
町
は
妊
娠
の
兆
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
、
も
は
や
彼
と
の
関
係

せ
な
《
な
っ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
父
左
大
将
、
継
母
、
乳
人
ら
の

で
も
な
い
。
大
姫
は
継
母
で
あ
る
中
納
言
の
母
の
も
と

に
追
い
つ
め
ら
れ
一
途
に
お
も
い
つ
め
た

で
、
何
の
跨
踏
も
な
く
、
あ
た
ら
八
尺
の

の
人
々
は
再
び
驚
き
あ
わ
て
、
善
後
策
を

い
ず
む
い
た
。

国

『
春
の
雪
』
の
筋
立
て
と
右
授
概
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
賛
言
を
要
し
ま

い
。
こ
う
し
て
物
語
の
筋
だ
け
を
辿
れ
ば
、
文
章
の
典
雅
豊
醇
を
一
方
で
十
分
に
賞

で
て
お
く
に
し
て
も
、
『
春
の
雪
』
の
独
創
性
が
一
体
奈
辺
に
あ
る
の
や
ら
と
、
多

少
は
心
許
な
く
思
わ
れ
て
こ
よ
う
。
「
た
わ
や
め
ぶ
り
」
と
言
っ
て
こ
の
小
説
を
わ

か
っ
た
気
に
な
る
の
は
、
作
者
が
言
っ
て
ほ
し
か
っ
た
と
と
を
そ
の
ま
ま
言
っ
て
い

る
程
度
の
ζ

と
で
、
そ
の
実
た
い
し
て
意
味
は
な
い
。
ま
た
、
心
理
小
説
と
し
て
み

れ
ば
、
『
春
の
雪
』
は
稚
拙
な
作
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
の
で
、
清
顕
と
聡
子
の

恋
の
か
け
ひ
き
に
も
作
家
の
新
し
い
発
見
は
な
い
。
で
は
、
乙
の
小
説
の
独
創
性
は

ど
こ
に
あ
っ
た
か
。
次
に
は
そ
れ
を
考
察
し
よ
う
。

『
豊
能
の
海
』
に
お
け
る
三
-
島
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
は
、
大
き
く
は
二
つ
の
観

点
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
一
つ
は
前
記
『
浜
松
』
の
筋
立
て
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家

ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
パ
タ
イ
ユ
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
所
説
を
導
入
し
、

ζ

の
二

つ
の
も
の
を
完
壁
な
形
で
合
体
燃
焼
さ
せ
た
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
一
つ
は
、
作
中
人

物
本
多
繁
邦
の
創
造
に
関
わ
る
が
、

ζ

れ
は
『
農
焼
の
海
』
全
体
の
主
題
に
繋
が
る

極
め
て
複
雑
な
問
題
を
擁
し
て
お
り
、
後
に
改
め
て
考
察
し
た
い
。

三
島
の
パ
タ
イ
ユ
と
の
遜
遁
は
、
清
水
徹
の
い
う
よ
う
に
〈
注
5
)
、
昭
和
三
十

五
年
『
声
』
春
季
号
に
寄
せ
た
『
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
』
(
翻
訳
Y
書
評
に
明
ら
か
で
あ

り
、
そ
の
ほ
か
野
坂
昭
如
と
の
対
談
や
(
注
6
)
、
遺
著
と
な
っ
た
『
小
説
と
は
何

か
』
に
よ
っ
て
も
、
パ
タ
イ
ユ
が
彼
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
る
。
ま
乙

と
に
乙
れ
は
「
パ
タ
イ
ユ
体
験
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
事
件
で
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ

ム
の
美
学
追
求
が
三
島
文
学
の
中
心
課
題
、
と
な
る
の
も
、
目
立
っ
て
は
パ
タ
イ
ユ
体

験
以
後
で
あ
る
と
い
え
る
。
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
ι

バ
タ
イ
ユ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

「
死
に
ま
で
至
る
生
の
称
場
」
山
(
渋
沢
龍
彦
訳
)
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
三
島
の
気
質

が
面
伏
せ
に
渇
仰
し
、
し
か
も
作
品
中
で
の
正
当
な
場
を
尋
ね
あ
ぐ
ね
て
い
た
諸
々
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の
性
向
、
及
び
文
学
的
モ
チ
ー
フ
は
、
乙
の
「
死
に
ま
で
至
る
生
の
称
錫
」
た
る
新

し
い
価
値
の
発
見
に
向
か
っ
て
集
約
さ
れ
う
る
機
縁
を
得
た
。
血
程
さ
へ
の
郷
愁
も

同
性
愛
も
、
そ
の
他
織
々
な
性
愛
の
様
相
も
、
そ
の
燃
焼
の
極
み
が
エ
ロ
ス
の
全
き

開
花
と
し
て
成
就
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
人
間
存
在
の
深
淵
に
届
く
べ
き
唯
一
の
錘

と
な
る
の
で
、
文
学
芸
術
の
意
味
あ
い
も
そ
乙
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う

の
が
、
三
島
が
パ
タ
イ
ユ
に
啓
示
さ
れ
た
思
想
の
中
核
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
前

記
『
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
』
書
評
の
中
で
、
戦
後
の
実
存
主
義
に
つ
い
て
「
死
と
神
聖

感
と
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
を
一
直
線
に
結
ぶ
古
代
の
血
み
ど
ろ
な
聞
か
ら
の
救
ひ
で

は
な
い
」
と
断
じ
た
と
き
、
三
島
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の
は
、
四
散
し
た
世
界
像
の
統

一
原
理
た
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
復
権
の
た
め
に
現
在
の
「
種
々
な
文
化
的
禁
止
を
い

ち
い
ち
疑
っ
て
か
か
」
っ
た
パ
タ
イ
ユ
の
精
神
を
継
承
し
、
彼
の
作
ロ
聞
に
真
の
「
古

代
の
血
み
ど
ろ
な
闇
」
を
構
築
し
て
み
せ
る
覚
悟
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
パ
タ
イ

ユ
体
験
以
後
の
三
島
の
作
品
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四

十
一
年
に
執
筆
さ
れ
た
彼
の
「
谷
崎
潤
一
郎
論
」
が
、
谷
崎
の
作
品
を
語
り
な
が
ら

実
は
三
島
自
身
の
エ
ロ
ス
認
識
の
実
体
を
呈
示
し
て
甚
だ
示
唆
的
魅
力
的
で
あ
る
が

野
口
武
彦
の
考
察
に
ま
か
せ
て
(
注
7
)
、
乙
乙
で
は
問
題
を
留
保
し
て
お
く
。

同

『
春
の
雪
』
で
聡
子
と
洞
院
宮
治
典
親
王
と
の
結
婚
が
決
定
し
た
と
き
、
思
い
が

け
ず
清
顕
を
襲
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
歓
喜
の
感
情
だ
っ
た
。

さ
う
し
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
も
、
心
は
灼
熱
し
て
、
ふ
し
ぎ
な
高
い
胸
の
鼓
動
と
共

に
、
「
勅
許
」
と
い
ふ
一
つ
の
貴
い
輝
や
か
し
い
文
字
を
見
つ
め
て
ゐ
た
。
つ

ひ
に
勅
許
が
下
り
た
。
(
中
略
)

の
と
る
一
日
を
、
清
顕
は
飛
淘
す
る
想
像
力
に
身
を
委
ね
て
す
ご
し
た
。
外

界
は
何
一
つ
自
に
入
ら
ず
、
今
ま
で
の
静
か
な
明
断
の
鏡
は
粉
々
に
砕
け
、
心

は
熱
風
に
吹
き
乱
さ
れ
て
ざ
わ
め
き
つ
づ
け
た
。
こ
れ
ま
で
の
彼
の
些
少
の
熱

情
に
、
必
ず
伴
な
は
れ
た
憂
修
の
影
は
、
乙
の
激
し
い
熱
情
の
中
に
は
片
鱗
も

な
か
っ
た
。
こ
れ
に
似
た
感
情
と
い
へ
ば
、
ま
づ
一
番
似
通
っ
て
ゐ
る
も
の
と

し
て
、
歓
喜
し
か
思
ひ
当
ら
な
い
。
し
か
し
理
由
の
な
い
乙
ん
な
激
烈
な
歓
喜

ほ
ど
、
人
間
の
感
情
の
な
か
で
不
気
味
な
も
の
は
な
か
ら
う
。

何
が
清
顕
に
歓
喜
を
も
た
ら
し
た
か
と
言
へ
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
と
い
ふ
観

念
だ
っ
た
。
絶
対
の
不
可
能
。
(
中
略
)

絶
対
の
不
可
能
。
乙
れ
こ
そ
清
顕
自
身
が
、
そ
の
屈
折
を
き
は
め
た
感
情
に

ひ
た
す
ら
忠
実
で
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
招
き
寄
せ
た
事
態
だ
っ
た
。

し
か
し
、
乙
の
歓
喜
は
何
事
な
の
だ
。
彼
は
と
の
歓
び
の
、
暗
い
、
危
険
な

お
そ
ろ
し
い
姿
か
ら
目
を
離
す
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

乙
の
部
分
は
パ
タ
イ
ユ
『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
中
の
所
説
と
次
の
よ
う
な
密
接
な

対
応
を
見
せ
る
。

か
く
て
情
熱
は
私
た
ち
を
苦
悩
の
な
か
へ
誘
い
乙
む
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
じ

つ
は
情
熱
と
い
う
も
の
が
不
可
能
の
追
求
だ
か
ら
で
あ
り
、
表
面
的
に
は
、
つ

ね
に
危
う
く
保
た
れ
た
調
和
の
追
求
だ
か
ら
で
あ
る
。
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『
浜
松
』
で
大
姫
と
式
部
卿
宮
と
の
結
婚
が
決
ま
っ
た
と
き
、
大
姫
へ
の
思
慕
の

深
さ
を
中
納
言
が
俄
か
に
自
覚
し
た
の
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
肝
心

の
首
巻
本
文
が
散
依
し
て
い
る
た
め
に
、
『
浜
松
』
が
そ
乙
の
と
こ
ろ
の
中
納
言
の

感
情
の
動
き
を
、
ど
の
よ
う
に
描
写
説
明
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
ず
、
却
っ
て
そ
乙

に
読
み
手
の
想
像
力
が
沸
騰
す
お
。
三
島
の
想
像
力
も
当
然
そ
乙
に
働
き
、
一
つ
の

解
釈
を
与
え
た
。
し
か
し
右
の
解
釈
に
限
っ
て
い
え
ば
、
情
熱
の
法
則
の
一
つ
と
し

て
す
ぐ
に
も
考
え
つ
か
れ
る
と
と
で
、
そ
の
新
鮮
さ
を
格
別
ほ
め
る
ほ
ど
の
こ
と
は

な
い
。
が
、
次
の
よ
う
な
箇
所
に
な
れ
ば
話
は
ま
た
別
で
あ
る
。

結
婚
の
勅
許
が
下
っ
て
、
は
じ
め
て
、
清
顕
は
聡
子
へ
の
愛
情
と
自
分
の
情
熱
と

を
確
認
し
、
機
会
を
得
て
契
り
を
結
ぶ
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
歓
喜
の
実
体
へ
の
省



〈
因
み
に
、
今
私
は
聡
子
へ
の
愛
情
と
書
い
た
が
、
厳
密
に
言
え
ば
こ

れ
は
精
確
で
な
い
。
清
顕
の
情
熱
は
、
偏
に
聖
な
る
禁
止
の
魅
惑
と
、
同
時
に
禁
止
の

違
犯
の
暗
い
情
熱
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、

ζ

れ
を
直
ち
に
恋
愛
の
情
熱
と
は

呼
び
難
い
。
清
顕
は
女
性
と
し
て
の
聡
子
を
愛
し
て
い
る
の
で
な
く
、
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
の
鏡
の
部
屋
の
中
で
、
し
か
も
恋
愛
の
状
況
を
作
り
出
し
て
く
れ
る
稀
有
の
対
象

と
し
て
の
、
聡
子
の
幻
に
恋
を
し
て
い
る
。
清
顕
聡
子
の
恋
愛
が
偽
物
く
さ
く
、
若

い
男
女
の
恋
愛
と
い
う
点
に
お
い
て
自
然
な
瑞
々
し
さ
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
右
の

理
由
に
よ
ろ
う
。
『
豊
鏡
の
海
』
に
は
本
物
の
女
は
ひ
と
り
も
登
場
せ
ず
、
み
せ
か

け
は
ど
う
あ
れ
男
女
の
正
常
な
恋
愛
は
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
い
と
い
え
ば
、
極
論
と

思
わ
れ
よ
う
が
、
乙
れ
に
つ
い
て
は
他
日
緩
説
す
る
機
会
が
あ
ろ
う
。
)

清
顕
と
聡
子
の
人
目
を
忍
ぶ
逢
瀬
が
つ
づ
い
て
い
た
頃
の
ζ

と
が
、
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

察
で
あ
る
。

彼
は
か
ね
て
学
ん
だ
優
雅
が
)
血
み
ど
ろ
の
実
質
を
秘
め

τゐ
る
の
を
知
り
つ

つ
あ
っ
た
。
い
ち
ば
ん
た
や
す
い
解
決
は
二
人
の
相
対
の
死
に
ち
が
ひ
は
な
い

が
、
そ
れ
に
は
も
っ
と
苦
悩
が
要
る
筈
で
、
か
う
い
ふ
忍
び
逢
ひ
の
、
す
ぎ
去

っ
て
ゆ
く
一
瞬
一
瞬
に
す
ら
、
清
顕
は
、
犯
せ
ば
犯
す
ほ
ど
無
限
に
深
ま
っ
て

ゆ
く
禁
忌
の
、
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
の
な
い
遠
い
金
鈴
の
音
の
や
う
な
も
の

に
聞
き
惚
れ
て
ゐ
た
。
罪
を
犯
せ
ば
犯
す
ほ
ど
、
罪
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
や

う
な
心
地
が
す
る
。

乙
れ
も
ま
た
『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
の
文
章
と
の
対
応
が
明
白
で
あ
る
。
引
用
が

少
々
長
く
な
る
が
、
数
箇
所
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

O
違
犯
は
禁
止
を
除
去
す
る
の
で
は
な
く
禁
止
を
高
め
る
の
だ
。
そ
乙
に
エ
ロ

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
原
動
力
が
ひ
そ
ん
で
お
り
)
同
時
に
ま
た
、
そ
乙
に
宗
教
の
原

動
力
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

O
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
内
的
体
験
は
、
禁
止
の
基
礎
を
な
す
後
め
た
さ
に
対
す

る
感
受
性
と
と
も
に
、
ま
た
禁
止
を
破
り
た
い
と
い
う
欲
望
に
対
す
る
感
受
性

を
も
体
験
者
に
要
求
す
る
。

O
私
た
ち
の
論
理
が
袋
小
路
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
非
合
理
の
領
域
で
は
、
次
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
時
と
し
て
神
聖
不
可
侵

の
禁
止
は
犯
さ
れ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
禁
止
が
神
聖
不
可
侵
で
な

く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
不
条
理
の
命
題

に
ま
で
た
ど
り
つ
く
。
「
禁
止
は
犯
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
」
と
。
こ
の
命
題
は
、

最
初
そ
う
見
え
る
よ
う
な
、
い
い
加
減
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
反
対
方
向

に
引
き
裂
か
れ
た
感
情
の
あ
い
だ
の
避
け
が
た
い
関
係
を
正
確
に
表
現
し
た
も

の
だ
。
も
し
消
極
的
な
感
情
に
支
配
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
禁
止
に

従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
感
情
が
積
極
的
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
ζ

れ
を
破
る
。
禁
止

を
犯
す
と
い
う
乙
と
は
、
そ
の
反
対
の
感
情
の
可
能
性
や
意
味
を
奪
っ
て
し
ま

う
と
い
う
乙
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
正
当
化
、
そ
の
源
泉
で
す
ら
あ
る
の

だ。
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O
違
犯
の
明
証
性
が
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
も
は
や
、
性
的
な
実
行
の
完
全
さ

が
要
求
す
る
、
あ
の
自
由
の
感
情
を
感
じ
な
い
と
い
う
乙
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
無
感
覚
に
な
っ
た
精
神
に
と
っ
て
は
、
快
楽
の
最
後
の
反
射
運

動
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
時
と
し
て
危
険
な
状
況
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

清
顕
の
感
情
の
動
き
は
、
と
の
よ
う
に
パ
タ
イ
ユ
の
理
論
の
い
わ
ば
な
ぞ
り
で
あ

る
。
中
納
言
と
大
姫
の
契
り
の
心
理
を
パ
タ
イ
ユ
の
所
説
に
沿
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、

乙
の
場
合
の
清
顕
聡
子
の
そ
れ
に
即
応
I
U
よ
家
。
;
だ
だ
バ
ト
ダ
イ
ユ
と
の
関
連
で
一
言

注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
清
水
徹
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
パ
タ
イ
ユ
に
あ
っ

て
「
聖
な
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
た
実
体
が
、
三
島
の
場
合
「
天
皇
」
に
短
絡
置
換
さ

れ
て
い
る
点
で
、
こ
乙
に
は
三
島
m
p意
識
的
な
曲
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
奔
馬
』
に

至
っ
て
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
d

な
ゆ
、
」
ニ
島
の
HM
タ
イ
ユ
受
容
の
特
異
性
を
示
す
が
、



今
は
問
題
の
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
『
春
の
雪
』
に
お
け
る
『
浜
松
』
と
パ
タ

イ
ユ
合
体
の
内
実
は
多
少
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
と
に
三
島
の
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
ー
が
認
め
呂
れ
る
。
更
に
と
の
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
『
春
の
雪
』
は
松
尾
聡

の
研
究
に
よ
っ
て
「
散
供
物
語
の
類
に
、
一
そ
う
の
想
像
力
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
」

(注
8
)

三
島
由
紀
夫
の
、
パ
タ
イ
ユ
を
援
用
し
て
の
『
浜
松
』
解
釈
と
し
て
も

読
み
う
る
の
で
、
前
に
あ
げ
た
寺
田
透
の
発
言
は
、
威
勢
が
よ
す
ぎ
て
の
勇
み
足
だ

と
い
っ
て
よ
い
。
余
談
に
わ
た
る
が
、
磯
田
光
一
が
彼
の
『
豊
鏡
の
海
』
論
の
中
で

(注
9
)
、
作
品
読
み
と
り
の
重
要
な
鍵
と
し
て
パ
タ
イ
ユ
の
所
説
を
度
度
用
い
な

が
ら
、
パ
タ
イ
ユ
の
パ
の
字
も
言
っ
て
い
な
い
の
も
、
'
私
に
は
些
か
面
妖
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
乙
れ
ま
で
、
『
春
の
雪
』
を
『
浜
松
』
と
『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』

と
の
関
係
に
お
い
て
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
方
法
上
の
必
然
か
ら
自
然
後
二
者
と
の

影
響
関
係
に
ば
か
り
目
を
注
ぐ
結
果
と
な
っ
た
。
三
者
の
結
び
つ
け
が
三
島
の
発
明

で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
主
と
し
て
『
春
の
雪
』
に
限
ら
れ
、
『
豊
鏡
の
海
』
の

真
の
独
創
性
は
、
実
は
別
の
と
乙
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
勿
論
、
第
一

部
『
春
の
雪
』
に
す
で
に
匹
胎
し
て
い
る
。
転
生
諌
の
構
想
自
体
に
私
が
こ
れ
ま
で

殊
更
触
れ
な
か
っ
た
の
も
、
直
接
そ
の
と
と
と
関
連
す
る
の
で
あ
る
。

『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
問
巻
解
題

注注
2 

『
三
島
由
紀
夫
1
芸
術
と
病
理
l
』

(
梶
谷
哲
男
)
昭
和
必
年
同
月
、
等

注
3 

「
豊
鏡
の
海
」

〈
「
国
文
学
」
臨
時
増
刊
)
昭
和
必
年
5
月

注
4 

『
登
録
の
海
』
(
「
文
芸
」
)
昭
和
幻
年
8
月

注
5 

「
ジ
ヨ
ル
ジ
ユ
・
パ
h
F

イ
ユ
と
三
島
由
紀
夫
」

(
「
国
文
学
」
臨
時
増
刊
〉

昭
和
必
年
5
月

注
6 

「
中
央
公
論
」
昭
和
制
年
U
月

注
7 

『
谷
崎
潤
一
郎
論
』
昭
和
必
・
年
8
月

注
8 

「
日
本
古
典
文
学
大
系
・
浜
松
中
納
言
物
語
」
月
報
昭
和
叩
年
5
月
日

『
殉
教
の
美
学
(
第
二
増
補
版
)
』
昭
和
必
年
ロ
月

、直吾一、

一
ゴ
げ
V
4

注
9 

そ
の
ニ

本

多

繁

邦

の

創

造

付

『
春
の
雪
』
と
『
浜
松
』
と
の
筋
立
て
上
の
相
似
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
。

し
か
し
、
当
然
の
乙
と
な
が
ら
、
『
春
の
雪
』
に
は
『
浜
松
』
に
は
な
い
構
想
土
の

工
夫
が
い
く
つ
か
見
ラ
け
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
『
春
の
雪
』
を
、
ひ
い
て
は
「
豊

鏡
の
海
』
付
金
体
を
、
一
お
き
わ
め
て
独
自
な
作
品
に
し
て
い
る
。
そ
乙
で
、
次
に
は
そ
の

点
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
が
、
乙
ζ

で
は
特
に
登
場
人
物
の
設
定
、
及
び
そ
の
小
説

上
の
布
置
犯
注
目
し
た
い
。
『
浜
松
』
で
す
き
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
式
部
卿
宮

が
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
『
春
の
雪
』
の
泥
院
宮
治
典
王
の
場
合
)
そ
の
よ
う
に
は

会
燕
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、
三
島
の
こ
う
し
た
工
夫
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
が

そ
う
い
う
具
合
に
♂
ひ
と
り
び
と
り
受
場
人
物
を
考
え
て
い
く
場
合
、
最
も
重
要
な

の
は
、
作
中
人
物
本
多
繁
邦
の
創
造
で
あ
ろ
う
。
『
浜
松
』
首
巻
に
は
ブ
本
多
に
該

当
す
る
盆
場
人
物
は
な
く
、
本
多
繁
邦
は
純
粋
に
『
春
の
雪
』
で
の
三
島
の
ク
リ
l

チ
ュ
ア
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
多
は
吋
春
の
雪
」
『
奔
馬
』
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば

シ
テ
に
対
す
る
ワ
キ
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
が
、
作
中
、
次
第
に
そ
の
存
在
の
意
味

を
大
き
く
し
て
き
で
、
『
暁
の
寺
』
に
至
っ
て
、
、
つ
い
に
主
人
公
に
か
わ
る
。
本
多

が
「
物
語
全
体
を
一
貫
し
て
つ
な
」
ぐ
「
実
質
的
な
主
人
公
と
思
え
る
」
と
い
う
、

栗
坪
良
樹
の
意
見
h
注
l
v
を
、
完
結
論
的
に
は
私
も
諾
う
も
の
で
あ
る
が
、
栗
坪
と

は
違
っ
た
角
度
か
ら
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

本
多
は
、
作
者
に
よ
っ
て
、
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「
ふ
だ
ん
は
人
に
示
さ
な
い
鋭
い
直
観
の
力
を
内
に



蔵
し
て
」
い
る
「
理
智
的
な
性
格
」
の
人
物
で
、
「
合
理
的
」
な
思
考
を
乙
の
む

「
認
識
者
」
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
し
か
も
三
島
は
、
本
多
が
か

か
る
タ
イ
プ
の
「
認
識
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
べ
く
、

右
の
よ
う
な
本
多
の
性
格
規
定
を
随
所
で
繰
り
返
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本

多
の
性
格
及
び
思
考
の
型
を
『
豊
錦
の
海
』
四
巻
に
わ
た
っ
て
す
乙
し
微
細
に
見
て

ゆ
け
ば
、
認
識
者
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
性
格
は
か
わ
ら
な
い
ま
で
も
、
そ
乙
に

は
彼
に
対
す
る
説
明
の
微
妙
な
ズ
レ
が
次
第
に
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
は
じ

め
「
理
智
的
な
性
格
」
(
春
の
雪
)
「
理
の
勝
っ
た
性
格
」
(
奔
馬
)
「
理
性
に
縛

し
め
ら
れ
て
ゐ
た
」
「
理
性
の
自
負
」
(
暁
の
寺
)
と
い
っ
た
言
葉
で
説
明
さ
れ
て

い
た
本
多
が
、
転
生
の
目
撃
か
ら
、
次
第
に
そ
の
「
理
智
」
や
「
理
性
の
礎
」
(
奔

馬
)
に
対
し
て
疑
い
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
「
感
じ
や
す
い
年
令
に
詳
に
傍
観
し
」

「
と
に
か
く
本
多
は
見
た
の
で
あ
る
」
(
暁
の
寺
)
「
見
る
乙
と
に
自
分
の
世
界
が

懸
っ
て
ゐ
る
ζ

と
を
確
認
し
た
」
「
見
る
乙
と
の
快
楽
」
(
天
人
五
衰
)
と
い
う
ふ

う
に
、
彼
が
畢
寛
「
見
る
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
と
乙
ろ
に
説
明
の
主
眼
が
お
か
れ

る
よ
う
に
な
る
。
『
奔
馬
』
以
降
の
巻
々
で
は
、
「
理
性
」
「
理
智
」
の
語
は
、
多

く
、
本
多
の
内
部
で
、
そ
れ
へ
の
信
頼
に
大
き
な
揺
ら
ぎ
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
場
合
に
の
み
、
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
乙
の
と
と
は
も
っ
と

検
討
さ
れ
て
よ
い
。

た
と
え
ば
渡
辺
広
士
の
場
合
の
よ
う
に
、
本
多
を
「
認
識
者
」
と
規
定
す
る
に
せ

よ
(
注
2
〉
、
田
中
美
代
子
の
よ
う
に
「
理
性
の
人
」
と
呼
ぶ
に
せ
よ
(
注
3
)
、

こ
れ
ま
で
『
豊
鋭
の
海
』
を
論
じ
た
人
の
多
く
は
、
本
多
の
「
理
智
」
や
「
認
識
」

を
彼
の
本
質
と
看
倣
し
た
上
で
、
う
そ
れ
が
輪
廻
転
生
の
目
撃
に
よ
っ
て
次
第
に
崩
壊

し
て
い
く
過
程
に
、
『
豊
鈍
の
海
』
の
主
た
る
ド
ラ
マ
を
見
い
出
そ
う
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
作
者
の
説
明
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
本
多
を
「
認
識
の
人
」
と
規
定
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
乙
の
小
説
の
構
造
を
図
式
化
す
る
ζ

と
は
、
果
し
て
真
に
有
効
で
あ
ろ

う
か
。
な
ぜ
な
ら
「
理
性
の
人
」
「
認
識
の
人
」
の
要
素
が
、
確
か
に
本
多
の
大
き

い
特
性
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
絶
え
ず
そ
れ
と
平
行
し
て
、
本
多
は
「
見
る
人
」
で

あ
り
、
か
っ
「
夢
み
る
人
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
認
識
」
の
語
が
、
三
島
の

場
合
、
い
か
に
底
の
浅
い
言
葉
で
、
暖
昧
に
使
わ
れ
て
い
た
か
は
、
次
の
よ
う
な
例

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

老
人
が
海
風
に
向
っ
て
歯
を
む
き
出
し
て
笑
ふ
笑
ひ
が
、
透
を
ぞ
っ
と
さ
せ
た
。

父
子
の
了
解
点
が
一
つ
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
透
に
殺
意
を
抱
か

せ
た
。
乙
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
老
人
を
突
き
落
せ
ば
、
忽
ち
殺
意
は
成
る
乙
と

を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
認
識
さ
へ
老
人
に
覚
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
と
と
が
、
少

年
の
心
を
萎
え
さ
せ
た
。
(
天
人
五
衰
)

『
豊
能
の
海
』
に
お
け
る
「
理
智
」
「
理
性
」
「
認
識
」
の
語
は
、
乙
の
小
説
に

登
場
す
る
「
見
ら
れ
る
人
」
た
ち
、
す
な
わ
ち
清
顕
、
勲
ら
の
特
性
で
あ
る
~
「
感
情
」

「
純
粋
」
等
の
こ
と
ば
と
、
同
等
の
重
み
を
も
っ
て
は
い
な
い
グ
作
者
が
ど
ん
な
に

本
多
を
「
理
智
の
人
」
「
認
識
の
人
」
と
し
て
、
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
図
っ
て

い
て
も
、
そ
の
理
智
・
認
識
な
る
も
の
の
正
体
が
甚
だ
暖
昧
で
、
作
中
人
物
の
思
考

の
実
体
と
し
て
血
肉
化
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
を
の
「
感
情
」
「
純
粋
」
等
の
語

或
い
は
輪
廻
転
生
の
「
超
認
識
」
と
対
置
し
て
比
較
考
察
む
て
も
-
そ
れ
に
よ
っ
て

『
豊
餓
の
海
』
の
真
の
構
造
化
は
は
か
れ
ず
ρ
テ
!
?
追
求
の
有
効
な
手
段
に
は
な

り
え
な
い
。

山一向、

J

、日仏、

本
多
は
、
作
者
に
よ
一
口
て
引
「
連
智
砲
し
汰
」
い
を
呼
ば
れ
た
そ
の
は
(
ガ
め
か
も
ρ
一
方

に
「
理
智
』
を
超
え
る
も
の
へ
の
信
加
を
ぬ
ら
え
も
戸
っ
て
い
、
ゃ
ん
。
そ
れ
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
多
は
自
分
の
理
性
が
い
つ
も
ぜ
の
?
つ
な
光
り
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、

熱
い
聞
に
い
つ
も
惹
か
れ
が
ぢ
な
必
性
を
も
1

戸
捨
て
る
と
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
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じ
か
じ
そ
の
熱
的
吋
聞
は
た
だ
魅
惑
だ
っ
た
。
他
の
何
も
の
で
も
な
い
、
魅
惑
だ

っ
た
。
会
清
顕
も
魅
惑
お
う
た
。
一
そ
し
て
乏
の
生
の
奥
底
の
は
う
か
ら
ゆ
る
が
す

魅
惑
は
、
実
は
必
ず
、
生
で
は
な
く
、
運
命
に
つ
な
が
っ
て
ゐ
た
。
(
春
の
雪
)

本
多
に
と
っ
て
の
熱
い
閣
の
魅
惑
は
、
し
か
し
彼
を
「
死
に
ま
で
至
る
生
の
称
揚
」

に
導
き
は
し
な
か
っ
た
。
本
多
は
自
分
が
そ
乙
か
ら
拒
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。

清
顕
に
ゆ
る
さ
れ
勲
に
ひ
ら
か
れ
た
「
死
に
ま
で
至
る
生
の
称
揚
」
、
即
ち
エ
ロ
テ

ィ
シ
ズ
ム
へ
の
幸
福
な
殉
節
か
ら
、
自
分
だ
け
は
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
、
本
多
は
常

に
感
じ
て
い
た
。
彼
は
そ
乙
で
(
意
識
せ
ず
に
)
「
見
る
人
」
の
側
に
自
分
を
置
い

た
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
彼
に
と
っ
て
運
命
的
な
選
択
だ
っ
た
と
い
え
る
。

若
い
乙
ろ
は
不
安
や
悲
哀
ゃ
あ
る
ひ
は
理
智
的
な
明
断
を
、
自
分
の
本
質
だ
と

考
へ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
っ
た
が
、
そ
の
ど
れ
に
も
本
当
の
も
の
は
な
か
っ

た
。
勲
の
割
腹
を
き
い
た
と
き
、
刺
す
や
う
な
悲
し
み
よ
り
も
、
何
か
徒
労
の

鈍
い
重
味
が
す
ぐ
さ
ま
心
に
の
し
か
か
っ
た
が
、
日
を
経
る
に
つ
れ
て
、
再
会

の
喜
び
を
待
つ
気
持
に
変
っ
た
。
本
多
は
そ
の
と
き
人
間
的
な
感
情
を
喪
っ
て

ゐ
る
自
分
に
気
づ
い
た
。
自
分
の
本
質
は
、
乙
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
た
だ
な
ら

ぬ
喜
び
に
属
し
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
(
腕
の
寺
)

乙
乙
か
ら
も
、
本
多
の
本
質
が
必
ず
し
も
「
理
智
」
や
「
認
識
」
の
み
に
か
か
わ

っ
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
『
豊
鋭
の
海
』
の
は
じ
め
か
ら
本
多
の

気
質
性
格
を
注
意
し
て
見
て
ゆ
け
ば
、
彼
が
意
外
に
夢
み
る
人
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

以
上
に
、
終
世
「
見
る
人
」
で
あ
っ
た
と
と
が
わ
か
る
。
彼
の
本
質
が
「
見
る
人
」

で
あ
っ
た
ζ

と
を
示
す
箇
所
は
非
常
に
多
く
、
煩
雑
に
わ
た
る
の
で
い
ち
い
ち
は
あ

げ
な
い
が
、
「
見
る
こ
と
に
自
分
の
世
界
が
懸
っ
て
ゐ
」
た
本
多
に
と
っ
て
、
そ
れ

で
は
そ
の
「
見
る
乙
と
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
た
か
を
、
こ
れ
か

ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
本
質
は
「
乙
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
た
だ
な

ら
ぬ
喜
び
に
属
し
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
本
多
が
考
え
た
、
そ
の
「
乙
の
世

の
も
の
な
ら
ぬ
た
だ
な
ら
ぬ
喜
び
?
の
内
実
を
探
る
の
が
バ
さ
し
あ
た
っ
て
の
課
題

と
な
ろ
う
。

、~'.

国

『
春
の
雪
』
に
お
い
て
は
、
一
つ
に
は
本
多
と
清
顕
の
友
情
が
物
語
の
構
成
を
支

え
て
い
る
。
本
多
は
清
顕
と
聡
子
の
恋
愛
の
証
人
で
あ
り
、
転
生
を
苧
む
清
顕
の
夢

の
証
人
で
も
あ
っ
た
。
清
顕
は
稀
に
見
る
美
貌
の
青
年
と
い
う
こ
と
で
、
作
者
に
よ

っ
て
そ
の
美
貌
の
さ
ま
が
実
に
丹
念
に
描
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
清
顕
と
本
多

の
結
び
つ
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
者
か
ら
合
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
顕
と
本
多
の
友
情
は
、
我
々
に
一
種
奇
妙
な
印
象
を
与
え
る
。

た
と
え
ば
、
鎌
倉
の
別
荘
へ
密
会
の
た
め
や
っ
て
来
た
聡
子
を
、
東
京
へ
送
り
と
ど

け
る
役
を
、
本
多
が
清
顕
か
ら
託
さ
れ
た
と
き
の
乙
と
が
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。

本
多
は
自
分
に
対
す
る
清
顕
の
乙
ん
な
信
頼
に
、
ず
っ
と
彼
ら
の
ふ
し
ぎ
な
粋

で
あ
っ
た
清
顕
の
冷
た
い
毒
が
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
鮮
や
か
に
廷
へ
る
の
を
感

じ
て
ゐ
た
。
信
頼
と
侮
蔑
と
が
、
薄
い
革
手
袋
と
手
と
の
や
う
に
、
ぴ
っ
た
り

と
貼
り
合
は
さ
れ
組
み
合
は
さ
れ
た
も
の
。
そ
れ
を
本
多
は
清
顕
の
美
し
さ
の

た
め
.
に
恕
し
た
の
だ
。

本
多
は
、
清
顕
が
感
情
の
ま
ま
に
生
き
る
の
を
、
自
分
に
は
で
き
な
い
乙
と
と
し

て
羨
ん
で
外
か
ら
見
つ
め
な
が
ら
、
自
分
に
対
す
る
清
顕
の
時
折
の
侭
倣
の
振
舞
を

も
、
彼
の
美
し
さ
の
故
に
恕
し
た
。
乞
う
し
た
友
情
の
形
は
些
か
奇
妙
な
印
象
を
与

え
る
が
、
美
貌
で
、
感
情
の
ま
ま
に
生
き
た
清
顕
が
、
「
見
る
人
」
で
あ
る
本
多
に

対
し
て
、
「
見
ら
れ
る
人
」
た
り
う
る
資
格
を
完
壁
に
備
え
て
い
た
乙
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
本
多
と
清
顕
は
、
い
わ
ば
友
情
を
契
約
書
と
し
て
、
「
見
る
入
」
「
見
ら

れ
る
人
」
の
相
互
契
約
を
結
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

『
奔
馬
』
の
場
合
、
本
多
が
飯
沼
勲
に
近
づ
い
た
の
は
、
本
多
自
身
が
言
う
よ
う
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に
、
「
ふ
し
ぎ
な
親
近
の
念
か
ら
」
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
が
職
を
辞
し
て
ま
で
勲
の

弁
護
に
あ
た
っ
た
の
は
、
「
清
顕
を
救
は
う
と
し
て
救
ひ
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
本

多
の
青
春
の
最
大
の
遺
恨
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
今
度
乙
そ
は
救
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
理
由
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
清

顕
を
失
っ
た
本
多
に
と
っ
て
は
、
清
顕
に
か
わ
る
べ
き
「
見
ら
れ
る
人
」
の
出
現
が

是
非
と
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
純
粋
行
為
に
よ
っ
て
、
聖
な
る
も
の
へ
ま
っ
し

ぐ
ら
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
た
勲
は
、
本
多
が
は
い
り
入
め
な
い
世
界
を
は
っ
き
り

と
持
っ
て
お
り
、
本
多
は
ま
た
し
て
も
「
見
る
人
」
の
立
場
を
獲
得
し
た
。
勲
へ
接

近
す
る
理
由
を
、
清
顕
へ
の
蹟
罪
に
見
つ
け
た
本
多
は
、
や
す
ん
じ
て
、

「
見
ら
れ
る
人
」
の
契
約
を
勲
と
結
び
え
た
の
で
あ
る
。

「
見
る
人
」

同

乙
乙
で
、
今
ま
で
述
べ
も
で
き
た
本
多
の
思
考
及
び
行
動
に
つ
い
て
、
大
雑
把
に
ま

と
め
て
お
き
た
い
。
す
へ
で
に
一
慧
眼
の
士
は
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
私
は
主
と
し
て
、

本
多
繁
邦
の
ペ
マ
ゾ

J

ヒ
'
ズ
ム
、
傾
向
に
自
を
と
め
て
き
た
。
清
顕
、
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

安
永
透
の
西
人
と
、
ぃ
本
多
と
の
関
係
を
一
貫
し
て
挑
め
れ
ば
、
そ
ζ

に
、
本
多
の
マ

ゾ
ヒ
ズ
ム
が
明
瞭
に
う
か
が
わ
れ
る
。
と
と
ろ
が
、
作
中
本
多
自
身
は
、
自
分
の
マ

ゾ
ヒ
ズ
ム
に
全
然
気
が
つ
い
て
い
な
い
し
、
作
者
三
島
も
、
(
奇
怪
な
こ
と
に
)
本

多
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
一
昔
P
も
言
及
し
て
い
な
い
。
『
豊
鏡
の
海
』
に
お
い

て
も
同
性
愛
(
慶
子
と
ジ
ン
・
ジ
ャ
シ
V

や
窃
視
症
(
本
多
)
な
ど
は
あ
か
ら
さ
ま

に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
三
島
が
わ
ざ
と
巧
ん
で
言
及
し
な
か
っ
た
、

A

或
い
は
作

者
自
身
に
も
自
覚
さ
れ

J

な
か
っ
た
)
本
多
の
マ
少
ヒ
ズ
ム
叩
が
、
市
小
説
の
効
果
と
し
て

も
、
却
っ
て
大
き
な
意
味
あ
い
を
も
っ
て
く
る
の
ρ

で
あ
る
i

t

u

こ
乙
で
あ
り
て
い
に
言
っ
て
お
く
が
、
私
は
、
山
精
神d
分
析
学
に
関
し
て
は
、
な
に

ほ
ど
の
知
識
お
も
っ
て
い
な
い
。
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
フ
ロ
イ
ト
及
、
ひ
ジ
ル

・
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
著
作
(
注
4
)
を
参
考
に
し
た
も
の
の
、
今
も
よ
く
わ
か
っ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
本
多
の
あ
る
種
の
性
向
が
、
た
と
え
正
確
に

は
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
彼
に
、
苦
痛
と
同
時
に
被
虐
の
暗
い
喜

び
を
も
斎

2

り
し
て
い
た
ζ

と
は
、
本
文
の
中
か
ら
指
摘
で
き
る
。
『
天
人
五
衰
』
で

本
多
は
清
顕
・
勲
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

今
に
し
て
本
多
は
恩
ひ
起
し
た
。
清
顕
や
勲
に
対
す
る
本
多
の
も
っ
と
も
基
本

的
な
感
情
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
的
な
人
閣
の
符
情
の
源
、
す
な
は
ち
嫉
妬
だ
っ
た

の
だ
と
。

乙
れ
は
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
本
多
自
身
の
認
識
の
範
囲
内
な
の
で
、
清
顕
・
勲

の
存
在
が
本
多
に
対
し
て
も
っ
た
意
味
あ
い
は
、
と
き
に
本
多
自
身
の
認
識
が
届
か

ぬ
と
ζ

ろ
に
も
在
っ
た
。

:
:
そ
れ
に
し
て
も
、
或
る
種
の
人
聞
は
、
生
の
絶
頂
で
時
を
止
め
る
と
い

ふ
天
賦
に
恵
ま
れ
て
ゐ
る
。
俺
は
乙
の
目
で
さ
う
い
ふ
人
聞
を
見
て
き
た
の
だ

か
ら
、
信
ず
る
ほ
か
は
な
い
寸
(
中
略
)
あ
あ
、
肉
の
永
遠
の
美
し
さ
!
そ
れ

乙
そ
は
時
聞
を
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
特
権
だ
。
今
、
時
を
止
め
よ
う

と
す
る
絶
頂
の
寸
前
に
、
肉
の
美
し
さ
の
絶
頂
が
あ
ら
は
れ
る
。
(
天
人
五
衰
〉

つ
ま
り
、
清
顕
・
勲
は
、
身
を
も
っ
て
「
死
に
ま
で
至
る
生
の
称
揚
」
を
は
た
し

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
極
致
に
殉
じ
た
。
そ
し
て
本
多
は
、
外
か
ら
乙
れ
を
見
て
い
た
。

す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、
本
多
は
、
も
自
分
が
彼
ら
の
列
に
加
わ
る
乙
と
は
は
じ
め
か

ら
拒
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
、
自
身
の
参
加
は
不
可
能
と
思
っ
て
い
た
。
本
多

は
そ
の
と
と
に
よ
っ
て
傷
つ
く
の
を
怖
れ
、
自
分
を
守
る
た
め
に
認
識
の
鎧
を
身
に

つ
け
た
が
、
実
は
)
自
分
が
自
分
で
不
可
能
を
つ
え
り
だ
し
、
そ
の
「
不
可
能
」
を

「
見
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
自
分
を
酔
、
わ
せ
ア
F
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
気
が
つ
か
な
か

っ
た
。
或
い
は
認
め
た
-dJ一
な
か
っ
も
た
の
か
、
も
知
れ
な
い
。
;

本
多
は
犯
さ
ぬ
'
た
め
に
A

不
可
能
を
し
っ
h
h

叉
て
ゐ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
が
犯
せ
ば

美
は
も

5
乙
め
世
の
中
に
存
在
す
る
余
地
が
な
く
λ

な
る
か
ら
だ
っ
た
u

e

(

暁
の
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寺
)

清
顕
も
勲
ち
完
壁
な
「
見
ら
れ
る
人
」
と
し
て
、
本
多
に
と
っ
て
の
「
不
可
能
」

な
存
在
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
故
美
し
か
っ
た
。
皐
十
意
本
多
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
は
、
乙

の
よ
う
な
「
見
る
人
」
「
見
ら
れ
る
人
」
の
対
立
構
造
が
成
立
す
る
と
と
ろ
に
、
は

じ
め
て
ひ
っ
そ
り
と
花
聞
き
、
被
虐
の
情
念
が
織
り
な
す
暗
い
喜
び
に
酔
う
と
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
も
ま
た
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
一
方
の
極
致
と
し

て
、
エ
ロ
ス
の
饗
宴
の
正
客
た
る
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
が
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
成
立
に

は
、
必
ず
契
約
者
が
必
要
で
あ
り
、
本
多
が
清
顕
に
つ
な
が
る
転
生
を
も
と
め
て
扮

復
し
た
の
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
新
し
い
契
約
者
を
求
め
て
の
さ
す
ら
い
で
あ
っ
た
。

国

清
顕
、
・
勲
が
理
想
的
な
「
見
ら
れ
る
人
」
で
あ
っ
た
乙
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
さ

て
も
「
あ
の
美
し
か
っ
た
清
顧
や
勲
」
(
腕
の
寺
)
と
、
本
多
は
回
想
す
る
の
で
あ

る
。
本
多
は
彼
ら
の
世
界
へ
入
り
込
め
ぬ
「
不
可
能
」
を
自
ら
し
つ
ら
え
、
そ
う
い

う
図
式
の
中
で
こ
そ
、
彼
の
意
識
の
底
に
あ
る
欲
望
の
充
足
を
遂
げ
た
。
し
か
し
、

『
暁
の
寺
』
『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
図
式
が
成
り
立
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
『
焼
の
寺
』
で
清
顕
・
勲
に
か
わ
る
べ
き
人
物
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
で
あ
ろ

う
が
、
彼
女
の
場
合
は
す
で
に
、
「
見
ら
れ
る
人
」
で
あ
る
こ
と
の
必
然
性
が
大
は

ば
に
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
場
合
は
、
彼
女
が
(
三
つ
の
ホ
ク
ロ

に
保
証
さ
れ
る
)
清
顕
・
勲
の
転
生
人
物
で
あ
る
と
と
が
、
彼
女
に
「
見
ら
れ
る
人
」

た
る
資
格
を
与
え
る
唯
一
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
個
性

は
十
分
に
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
彼
女
が
「
死
に
ま
で
至
る
生
の
称
揚
」
の
具
現
人
物

と
し
て
、
本
多
と
の
対
立
構
造
を
示
す
ま
で
に
は
つ
い
に
至
ら
な
い
。
作
者
は
そ
こ

で
、
急
速
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
対
す
る
本
多
の
恋
心
を
こ
し
ら
え
あ
げ
、
本
多
に
窃
視

の
噌
好
を
付
与
し
て
ま
で
、
「
見
る
人
」
「
見
ら
れ
る
人
」
の
対
立
構
造
を
な
ん
と

か
維
持
し
よ
う
と
図
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
自
身
に
「
見
ら
れ
る
人
」
で

あ
る
と
と
の
十
分
な
必
然
性
が
も
は
や
な
い
以
上
、
「
見
る
人
」
「
見
ら
れ
る
人
』

の
対
立
構
造
を
成
立
さ
せ
る
基
盤
も
、
ア
す
で
に
崩
れ
た
と
見
る
ほ
か
は
な
か
ろ
う
。

『
天
人
五
衰
』
の
安
永
透
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
本
多
の
似
せ
絵
で
、
自
意
識
の
か

た
ま
り
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
陶
酔
を
欠
い
た
本
多
自
身
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
従
っ

て
、
乙
乙
で
は
「
見
る
人
」
と
擬
「
見
る
人
」
が
並
び
た
つ
わ
け
に
な
り
、
「
見
る

人
」
「
見
ら
れ
る
人
」
の
対
立
構
造
は
決
し
て
生
ま
れ
な
い
。
『
暁
の
寺
』
『
天
人

五
衰
』
が
、
『
春
の
雪
』
『
奔
馬
』
に
比
べ
て
文
学
と
し
て
の
力
を
い
ち
ぢ
る
し
く

失
う
の
は
、
単
に
前
者
が
観
念
的
で
あ
り
、
文
章
に
も
ふ
く
ら
み
を
欠
く
と
い
う
理

由
ば
か
り
で
な
く
、
結
局
、
「
見
る
人
」
と
「
見
ら
れ
る
人
」
と
の
緊
張
関
係
を
成

立
さ
せ
る
必
然
性
、
つ
ま
り
は
、
本
質
的
な
ド
ラ
マ
の
要
素
を
喪
失
し
た
と
い
う
理

由
に
よ
ろ
う
。

同

か
く
て
『
豊
鏡
の
海
』
全
巻
は
、
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
と
し
て
の
「
見
る
人
」
本
多
繁
邦

が
、
「
見
ら
れ
る
人
」
を
も
と
め
て
初
復
す
る
物
語
と
し
て
、
把
握
さ
れ
う
る
。
本

多
を
主
人
公
と
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
。
と
ζ

ろ
が
、
本
多
の
場
合
、
「
見
ら
れ
る
人
」

の
継
続
の
根
拠
を
、
彼
が
「
輪
廻
転
生
」
の
観
念
に
結
び
つ
け
て
い
た
と
乙
ろ
が
問

題
で
、
多
く
の
場
合
、
主
題
抱
握
の
混
乱
は
そ
乙
か
ら
起
乙
っ
た
。
た
と
え
ば
磯
田

光
一
は
、
「
『
豊
餓
の
海
』
の
主
題
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
仏
教
で
い

う
輪
廻
転
生
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
輪
廻
転
生
は
、
『
豊
銚
の
海
』
の
構
成

を
支
え
る
一
つ
の
重
要
な
枠
で
は
あ
っ
て
も
、
主
題
と
呼
ぶ
ほ
ど
の
も
の
で
な
い
。

繰
り
返
す
。
契
約
相
手
と
し
て
の
「
見
ら
れ
る
人
」
を
求
め
て
、
終
始
初
復
す
る

本
多
の
暗
い
情
念
が
紡
ぎ
だ
さ
せ
た
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
世
界
、
そ
の
世
界
が
そ
れ
と

し
て
の
一
貫
性
を
要
求
し
て
、
「
輪
廻
転
生
」
の
観
念
を
そ
乙
に
導
き
入
れ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
本
多
自
身
は
、
自
分
が
「
見
る
人
」
で
あ
る
乙
と
を
絶
え
ず
意
識

「
見
る
人
」
で
あ
る
こ
と
の
根
底
に
あ
っ
た
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
奥
深

-52一

し
て
い
た
が
、



い
歓
喜
に
つ
い
て
は
、
気
づ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
公
園
で
若
い
男
女
が
絡
み
あ
う

姿
態
を
覗
い
た
本
多
は
、
「
俺
の
自
を
酔
は
せ
て
く
れ
、
ど
う
か
一
瞬
も
早
く
酔
は

せ
て
く
れ
」
と
切
望
し
た
が
、
彼
の
終
生
の
望
み
が
、
実
は
こ
の
よ
う
な
見
る
こ
と

の
悦
楽
に
繋
が
っ
て
い
た
ζ

と
を
、
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
作
者
三
島
も
ま

た
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
「
見
る
人
」
「
見
ら
れ
る
人
」

の
相
関
構
造
を
基
部
で
支
え
た
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
存
在
は
、
注
意
す
べ
き
で
、
乙
の
、

マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
根
幹
と
す
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
咲
か
せ
た
華
麗
な
花
(
極
言
す
れ

ば
、
転
生
幻
想
)
が
、
『
豊
餓
の
海
』
の
主
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同

北
欧
神
話
に
よ
れ
ば
、
神
の
国
ア

l
ス
ガ
ル
ズ
は
、
宇
宙
を
つ
ら
ぬ
い
て
貸
え
る

梓
(
と
ね
り
乙
)
の
大
樹
ユ
グ
ド
ラ
シ
ル
(
宇
宙
樹
)
の
樹
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
{
主
因
樹
が
作
れ
る
と
き
、
世
界
も
滅
び
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
「
神
々
の
た

そ
が
れ
」
で
あ
る
。
本
多
繁
邦
の
長
い
人
生
に
あ
っ
て
、
彼
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
は
、
い

わ
ば
彼
の
宇
宙
樹
で
あ
っ
た
。
『
天
人
五
衰
』
の
最
後
の
場
面
で
、
今
は
尼
と
な
っ

て
い
る
聡
子
が
清
顕
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

そ
ん
な
お
方
は
、
も
と
も
と
あ
ら
し
や
ら
な
か
っ
た
の
と
違
ひ
ま
す
か
?
何

や
ら
本
多
さ
ん
が
、
あ
る
や
う
に
思
う
て
あ
ら
し
や
っ
て
、
実
は
は
じ
め
か
ら

ど
こ
に
も
を
ら
れ
な
ん
だ
、
と
い
ふ
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
?

四
国
然
と
し
て
、
「
そ
れ
な
ら
、
勲
も
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

も
ゐ
な
か
っ
た
乙
と
に
な
る
。
:
:
:
そ
の
上
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
乙
の
私
で
す
ら

も
:
:
:
」
と
叫
ぶ
本
多
に
む
け
て
、
聡
子
が
さ
ら
に
、
「
そ
れ
も
心
々
で
す
さ
か
い
」

と
言
い
き
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
は
本
多
に
と
っ
て
の
字
宙
樹
の
倒
壊
で
あ
っ
た
。

ひ
と
の
意
表
を
つ
く
か
か
る
ド
ン
デ
ン
返
し
は
、
本
多
が
紡
い
で
き
た
夢
を
一
瞬

に
し
て
打
開
躍
す
が
、
一
方
で
、
三
島
の
生
の
い
た
ま
し
さ
も
、
乙
と
に
集
約
さ
れ
て

い
る
。
小
説
終
末
部
の
巧
み
さ
は
、
常
に
三
島
が
得
意
と
し
た
と
乙
ろ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
本
多
の
夢
の
否
定
に
お
わ
る
乙
の
ド
ン
デ
ン
返
し
は
、
三
島
の
夢
の
吾
定

で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
い
わ
ば
作
家
の
生
命
と
ひ
き
か
え
の
、
痛
ま
し
い
芸
当
で
あ

っ
た
。

庭
は
夏
の
日
ざ
か
り
の
日
を
浴
び
て
し
ん
と
し
て
ゐ
る
。
-

乙
の
大
作
の
最
終
行
は
、
読
者
の
こ
乙
ろ
を
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
に
染
め
あ
げ
て
、

深
い
余
韻
を
響
か
せ
て
い
る
。
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年
7
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