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か
つ
て
、
川
端
康
成
は
、
「
末
期
の
限
」
(
昭
8
・
ロ
)
の
中
で
、
芥
川
龍
之
介
を
評
し
な

が
ら
、
一
種
の
極
限
状
況
に
ぶ
つ
か
っ
た
眼
の
持
つ
鋭
さ
と
、
そ
れ
故
に
生
じ
た
、
他
の
何
物

に
対
す
る
情
熱
を
も
失
っ
た
空
し
さ
に
つ
い
て
語
っ
た
乙
と
が
あ
る
。
広
津
和
お
も
、
「
わ
が

心
を
語
る
」
(
昭
4
・
6
)
の
中
で
、
島
村
抱
月
や
チ
エ
ホ
フ
等
の
持
つ
淋
し
さ
に
つ
い
て
触
れ

て
い
る
。

「
死
の
近
く
の
『
歯
車
』
は
、
発
表
当
時
に
私
が
心
か
ら
頭
を
下
げ
た
作
品
で
あ
っ
た
が
、

町
病
的
な
神
経
の
世
界
』
と
い
九
ば
そ
れ
ま
で
、
芥
川
氏
の
『
末
期
の
根
』
が
最
も
よ
く
感
じ

ら
れ
て
、
狂
気
に
踏
み
入
れ
た
恐
し
さ
で
あ
っ
た
。
」
(
『
末
期
の
眼
』
)

「
そ
れ
は
淋
し
き
望
者
の
姿
で
あ
る
。
亡
び
て
行
く
時
代
を
ど
う
す
る
と
い
ふ
や
う
な
、
さ

う
い
っ
た
積
極
的
な
動
き
方
は
せ
ず
、
静
か
に
挽
歌
を
う
た
っ
て
ゐ
る
穏
者
の
姿
で
あ
る
。
人

の
命
の
惨
さ
と
、
人
生
の
徒
労
と
を
説
い
て
ゐ
る
世
捨
て
人
の
姿
で
あ
る
。
|
|
実
際
、
か
う

し
た
静
か
な
姿
の
ま
ま
で
、
別
に
そ
の
思
想
を
無
理
強
ひ
し
な
い
作
家
の
影
響
は
恐
ろ
し
い
。
」

(
「
わ
が
心
を
語
る
」
)

こ
う
い
っ
た
、
冷
た
い
、
時
に
は
透
徹
し
た
眼
は
ど
乙
で
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
芥
川
の
限

の
冷
た
さ
を
一
一
白

F

つ
川
端
自
身
、
い
や
、
む
し
ろ
川
端
の
方
に
、
よ
り
確
か
な
「
末
期
の
限
」
が

あ
る
気
配
さ
え
す
る
。
極
限
の
世
界
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
帰
っ
て
き
た
限
の
保
有
者
と
い
う
の

が
、
こ
れ
ら
に
共
通
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
母
伝
来
の
狂
気
を
背
負
っ
て
生
き
た
芥
川
の
地
獄

に
つ
い
て
今
更
語
る
必
要
は
な
い
と
し
て
も
、
「
十
六
歳
の
日
記
」
を
喜
い
た
孤
児
川
端
に
、

生
涯
を
通
じ
て
の
孤
絶
の
意
識
が
あ
っ
た
乙
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
し
、
広
津
和
郎
に
も
、

ハ
注
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兄
や
委
な
ど
の
問
題
を
通
し
て
、
一
種
の
人
間
地
獄
の
中
に
苦
し
ん
だ
過
去
が
あ
る
。
そ
う
い

う
地
獄
を
早
く
経
験
し
た
場
合
、
人
は
、
一
つ
の
世
界
だ
け
を
謡
歌
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
。

楽
し
い
夢
や
明
る
い
未
来
図
を
描
き
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
発
想
に
は
、
つ

ね
に
冷
た
い
醒
め
た
一
面
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
、
き
わ

め
て
鋭
利
な
刃
と
な
っ
て
物
事
を
切
り
開
き
も
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
発
想
を
持
つ
と

法

の

主主
おミ

模

林

混

一
つ
の
も
の
に
酔
い
痴
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
か
に
優
れ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
事
柄
に
出

会
っ
て
も
、
す
ぐ
に
そ
れ
が
空

L
く
見
え
た
り
、
そ
の
底
が
割
れ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
が
、
事
実
、
優
れ
て
い
て
、
心
打
た
れ
た
と
し
て
も
、
次
の
瞬
間
に
は
、
そ
れ
が
己
れ
に
と

っ
て
何
に
な
る
の
だ
と
思
い
始
め
る
。
急
、
激
に
全
体
が
空
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
思
考
は
、
一
方
へ
の
偏
在
を
許
さ
な
い
。
乙
と
が
何
れ
か
に
傾
き
か
け
る
と
、
自
分
の
経

て
き
た
極
限
で
の
思
い
が
そ
の
傾
き
を
抑
え
る
。
左
に
傾
く
と
右
を
思
う
。
右
の
主
張
に
出
会

う
と
左
を
考
え
る
。

今
、
か
り
に
、
こ
う
い
っ
た
、
右
、
左
の
平
均
を
と
る
思
考
の
運
動
を
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
と

で
も
名
づ
け
て
み
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
他
の
人
に
と
っ
て
あ
り
ふ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
取
る
に
足
ら
ぬ

小
さ
な
事
件
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
一
種
の
精

神
的
な
地
獄
を
味
わ
い
、
単
に
自
分
が
酔
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
他
の
者
の
酔
う
姿
を
見
で
さ

え
も
腹
立
た
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
広
津
や
川
端
ら
の
醒
め
た
存
在
は
、
多
く
そ
れ
を

物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
北
村
透
谷
に
お
け
る
様
々
の
発
想
の
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
、
乙

れ
ら
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
の
中
に
奇
妙
に
醒
め
た
所
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
想
の
極
度
の

ぶ
れ
が
調
整
さ
れ
る
、
右
に
い
う
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
が
多
く
見
て
取
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
透
谷

の
発
想
は
、
一
見
、
鋭
く
尖
っ
た
錐
で
も
っ
て
中
心
部
を
深
く
扶
り
と
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え

る
し
、
事
実
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
、
透
谷
の
発
想
の
恐
ろ
し
さ
は
、
そ
う
い

っ
た
鋭
利
さ
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
乙
乙
で
言
う
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
に
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

賛
言
は
抜
き
に
し
て
、
具
体
的
に
幾
つ
か
の
例
を
引
い
て
み
よ
う
。
そ
の
思
考
法
は
、
透
谷

の
生
涯
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
五
年
六
月
発
表
の
「
一
一
種
の
援
夷
思
想
」
に
は
、
そ
う
い
っ
た
思
考
法
の
一
つ
の
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典
型
が
め
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
欧
州
の
も
の
な
ら
何
で
も
優
れ
た
も
の
と
し
て
す
ぐ
に
輸
入

し
よ
う
と
す
る
「
欧
化
主
義
者
」
を
次
の
よ
う
に
拒
否
し
て
い
る
。

「
欧
洲
今
日
の
毒
弊
と
し
て
識
者
の
痛
斥
す
な
る
皮
相
文
明
の
輸
入
、
吾
人
に
と
り
て
何
か

あ
ら
む
。
比
点
に
於
て
吾
人
は
、
吾
党
の
援
夷
論
者
と
同
情
な
き
に
あ
ら
ず
、
然
る
も
吾
人
の

輸
入
を
厭
ふ
は
、
援
夷
と
い
九
る
一
般
の
厭
忌
に
あ
ら
ず
し
て
、
援
偽
文
明
と
い
九
る
特
種
の

性
質
を
帯
び
て
、
欧
洲
の
文
明
国
に
あ
る
も
の
と
し
言
へ
ば
直
ち
に
輸
入
し
来
ら
ん
と
す
る
軽

悦
な
る
欧
化
主
義
者
流
と
反
対
の
位
置
に
立
た
ん
と
す
る
も
の
な
り
。
」

そ
の
理
由
で
、
彼
は
、
ひ
と
ま
ず
「
援
実
論
者
」
に
同
調
す
る
。
文
明
開
化
以
来
の
軽
薄
な

欧
化
主
義
者
た
ち
を
苦
々
し
く
思
う
心
が
そ
乙
に
あ
る
。
さ
り
と
て
、
彼
は
、
援
夷
、
国
粋
主

義
者
で
は
な
い
。

「
然
れ
ど
も
備
し
夫
れ
、
彼
に
あ
り
て
極
め
て
高
潔
、
極
め
て
荘
重
な
る
事
業
と
認
む
べ
き

者
あ
ら
ば
、
吾
人
は
邦
と
邦
と
の
隔
離
を
遺
忘
す
る
に
隠
隠
せ
ざ
る
な
り
。
吾
人
は
東
洋
の
一

端
に
棲
居
す
る
が
故
に
欧
洲
の
大
勢
を
顧
問
す
る
の
要
な
し
と
信
ず
る
一
種
の
援
夷
論
者
の
患

を
、
笑
は
ん
と
す
、
」

彼
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
そ
の
す
ぐ
後
に
付
け
添
え
て
い
る
。
偏
奇
な
「
援
夷
論
者
」
を

愚
か
と
す
る
の
で
あ
る
。
透
谷
に
と
っ
て
、
軽
薄
な
欧
化
主
義
者
や
平
板
な
援
夷
論
者
が
耐
え

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
的
な
、
自
己
中
心
の
立
場
か
ら
述
、
べ
る
、
他
者
の
単
純
否
定
を
き

び
し
く
拒
否
し
た
姿
勢
が
そ
こ
に
あ
る
。
乙
う
い
っ
た
発
想
の
あ
り
方
を
私
は
バ
ラ
ン
ス
の
思

考
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

今
少
し
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
透
谷
初
期
の
重
要
論
文
の
一
つ
で
あ
る
「
徳
川
氏
時
代
の
平

民
的
理
想
」
(
明
お
・

7
)
に
お
け
る
論
理
展
開
は
、
多
く
、
こ
う
い
っ
た
バ
ラ
ン
ス
の
思
考

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
女
学
子
巌
本
善
治
の
十
返
舎
一
九
批

判
論
に
対
し
て
、
彼
は
、
次
の
よ
う
に
同
情
論
を
述
ぺ
て
い
る
。

「
女
学
子
は
時
勢
に
激
す
る
と
乙
ろ
あ
り
て
『
膝
栗
毛
』
の
版
を
火
か
ん
と
言
り
。
わ
れ
は

女
学
子
の
社
界
改
良
の
熱
情
に
一
方
な
ら
ぬ
同
情
を
有
つ
も
の
な
り
。
然
れ
ど
も
わ
れ
は
寧
ろ

十
返
舎
の
為
に
泣
ざ
る
を
得
ぎ
る
悲
痛
あ
り
、
彼
の
如
き
一
豪
逸
な
る
資
性
を
以
て
、
彼
の
如
き

ゼ
ヌ
イ
ン
の
ウ
イ
ッ
ト
を
以
て
、
而
し
て
彼
の
如
く
に
無
無
無
の
恒
巷
に
迷
ひ
、
無
無
無
の
奇

語
を
吐
き
、
無
無
無
の
文
字
を
弄
し
て
、
遂
に
無
無
無
の
代
表
者
と
な
っ
て
終
ら
し
め
た
る
も

の
、
抑
も
時
代
の
罪
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
。
」

女
学
生
の
道
徳
啓
蒙
を
目
論
む
巌
本
善
治
と
し
て
は
、
軽
燥
、
酒
脱
、
時
に
は
野
卑
に
渡
る

十
返
舎
一
九
を
攻
撃
す
る
の
が
当
然
の
行
為
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
透
谷
は
、
そ
の
一
九

を
今
一
度
、
全
体
の
中
に
据
え
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
九
単
純
否
定
論
の
否

定
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

同
様
な
方
法
は
、
「
徳
川
氏
時
代
の
平
民
的
理
想
」
の
中
の
、
有
名
な
一
克
禄
文
学
の
評
価
に

も
見
ら
れ
る
。

「
人
は
元
禄
文
学
を
卑
下
し
て
、
日
本
文
学
の
耽
辱
是
よ
り
甚
し
き
は
な
し
と
言
ふ
も
の
多

し
。
わ
れ
も
亦
た
元
禄
文
学
に
対
し
て
常
に
遺
憾
を
抱
く
者
な
れ
ど
、
彼
を
も
っ
て
始
め
て
我

邦
に
挙
げ
ら
れ
た
る
平
民
の
声
な
り
と
観
ず
る
時
に
、
余
は
無
量
の
悦
喜
を
も
っ
て
、
彼
等
に

対
す
る
の
情
あ
り
。
」

右
の
よ
う
に
、
彼
は
、
元
禄
文
学
を
「
遺
憾
」
と
「
悦
喜
」
と
い
う
相
対
立
す
る
言
葉
で
も

っ
て
価
値
守
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
両
面
工

作
に
よ
り
、
論
理
は
否
定
の
側
か
ら
と
肯
定
の
側
か
ら
と
に
よ
る
相
対
の
感
覚
を
持
ち
、
そ
乙

か
ら
生
ず
る
全
体
~
の
目
配
り
が
、
乙
れ
を
優
れ
た
元
禄
文
学
論
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
類
の
発
想
は
、
星
野
天
知
の
「
侠
客
論
」
に
対
す
る
態
度
に
も
見
て
取
れ
る
。

「
も
し
夫
れ
侠
な
る
も
の
を
愛
好
す
る
や
と
問
は
る
弘
人
あ
ら
ば
、
我
は
是
を
愛
好
す
る
な

り
と
答
ふ
る
に
時
間
蕗
せ
ざ
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
我
に
侠
を
重
ん
ず
る
や
と
問
ふ
者
あ
ら
ば
、
我

は
答
ふ
る
と
乙
ろ
を
知
ら
ず
、
わ
れ
は
実
に
徳
川
時
代
に
平
良
の
理
想
と
な
り
て
異
色
の
光
彩

を
放
ち
し
乙
の
『
侠
』
を
、
主
(
時
代
の
平
民
の
為
に
憐
れ
む
な
り
。
」

「
愛
好
す
る
」
が
や
が
て
「
憐
れ
む
」
に
な
る
論
の
作
り
は
、
「
侠
」
を
全
否
定
も
全
肯
定

も
し
て
い
な
い
。
代
り
に
、
彼
は
、
両
者
の
価
値
を
的
確
に
量
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
も

や
は
り
偏
在
を
峻
拒
す
る
姿
勢
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
粋
」
や
「
侠
」
を
、
類
型
化
し
た
、

古
き
美
意
識
と
し
て
拒
否
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
、
日
本
特
異
の
優
れ
た
美
意
識
と
し
て
賛

美
す
る
乙
と
も
、
そ
の
立
場
を
際
立
っ
て
措
定
す
る
な
ら
、

ζ

と
の
推
移
と
し
て
は
た
や
す

い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
単
純
化
が
透
谷
に
は
許
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
様
な
思
考
法
は
、
他
の
作
品
に
も
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
も
、
先
に
述
ぺ
た
よ
う
な
、
文

化
、
思
想
に
か
か
わ
る
特
殊
な
事
柄
だ
け
で
は
な
く
、
常
凡
な
日
常
の
記
事
に
つ
い
て
も
で
あ

z
v
o
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「
病
み
て
他
郷
に
あ
る
人
の
身
の
上
を
気
遣
ふ
は
、
人
も
我
も
か
は
ら
じ
、
左
れ
ど
我
は
常

に
健
全
な
る
人
の
た
ま

y
¥床
に
臥
す
を
祝
せ
ん
と
は
す
る
な
り
。
病
な
き
人
の
道
に
入
る
乙

と
の
難
き
は
、
富
め
る
も
の
〉
道
に
入
り
難
き
に
比
し
か
ら
む
。
世
に
は
拡
健
か
な
る
が
為
に



心
健
か
な
ら
ざ
る
も
の
多
け
れ
ば
、
常
に
健
か
な
る
も
の
h

十
日
二
十
日
病
床
に
臥
す
は
、
左

ま
で
恨
む
べ
き
事
に
あ
ら
ず
、
況
し
て
乙
の
秋
の
物
色
に
対
し
て
、
命
運
を
学
ぶ
に
こ
よ
な
き

便
あ
る
を
や
。
」
(
「
秋
窓
雑
記
」
明
お

-m)

病
を
見
舞
う
の
は
平
凡
で
あ
る
。
透
谷
は
、
逆
に
、
病
を
祝
う
と
言
う
。
こ
れ
は
、
や
h

奇

を
街
っ
た
、
し
か
し
、
よ
く
使
わ
れ
る
逆
接
の
論
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
乙
れ
と

て
、
一
方
の
み
を
一
帯
つ
論
を
嫌
う
一
つ
の
証
左
に
な
る
。

「
閑
窓
茶
話
」
〈
明
加
・

2
)
で
は
、
米
国
に
移
住
し
た
「
初
代
の
英
人
」
た
ち
に
つ
い

て
、
自
己
の
成
功
は
語
る
が
、
土
人
の
幸
福
を
剥
さ
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
は
な
い
と

評
す
る
、
「

7
l
ク
・
ト
ヱ
イ
ン
」
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
五
口
等
今
日
の
世
に
も
往
々
に
し
て
是
に
類
す
る
も
の
あ
る
を
見
る
。
港
を
出
づ
る
の
船
に

は
、
西
風
あ
れ
と
祈
る
も
の
あ
る
ぺ
し
、
東
風
あ
れ
よ
と
祈
る
も
の
あ
る
ぺ
し
。
西
に
吹
か
ば

一
人
は
喜
び
、
一
人
は
泣
か
む
。
東
に
吹
か
ば
一
人
は
泣
き
て
、
他
は
喜
ば
む
。
あ
は
れ
世
の

態
を
見
る
に
、
こ
れ
に
同
じ
き
事
少
な
か
ら
ず
。
」

彼
は
、
西
を
思
え
ば
東
を
、
東
を
思
え
ば
西
を
、
そ
う
い
っ
た
相
対
の
思
考
を
大
切
に
し
よ

う
と
言
う
の
だ
。
乙
れ
も
、
道
学
者
め
い
た
、
他
者
に
対
す
る
恕
、
思
い
や
り
の
言
葉
に
取
ろ

う
と
思
え
ば
取
れ
る
。
し
か
し
、
東
に
行
く
者
は
多
く
西
に
行
く
人
の
こ
と
を
考
え
な
い
も
の

な
の
だ
。

た
だ
、
乙
れ
が
嵩
じ
て
、
む
や
み
に
他
者
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
一
方
向
に
向
く
思
考
の
定

着
は
な
か
な
か
望
め
な
い
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
壁
に
突
き
当

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

山
路
愛
山
の
「
頼
一
衰
を
論
ず
」
(
明
Mm
・
-
)
を
批
難
し
た
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
語

、
ぞ
」
(
明
お
・

2
)
は
、
い
わ
ゆ
る
透
谷
的
な
、
鋭
い
発
想
と
し
て
よ
く
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
空
の
空
を
つ
く
」
と
い
っ
た
、
鋭
く
、
そ
し
て
深
々
と
突
き
刺
さ
っ
て
ゆ

く
論
組
と
し
て
、
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
争
の
意
味
に
つ
い
て
、
透
谷
自
身

は
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

「
余
(
『
文
学
界
』
と
い
ふ
団
体
を
離
れ
て
)
と
愛
山
君
と
の
議
論
の
焼
点
は
、
文
学
は
必

ら
ず
し
も
写
実
的
の
意
義
を
以
て
人
生
に
相
渉
ら
ざ
る
可
か
ら
、
さ
る
か
、
或
は
又
た
理
想
と
い

ふ
も
の
を
人
生
に
適
用
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
な
り
や
の
如
何
に
あ
り
。
余
は
理
想
家
で
も
何

フ
ァ
ク
ト

で
も
無
し
、
唯
だ
除
り
酷
し
く
文
学
を
事
実
に
推
し
つ
け
た
が
る
愛
山
君
の
癖
な
れ
ば
、
一
時

の
出
来
心
に
て
一
撃
を
試
み
た
る
の
み
、
考
九
て
見
れ
ば
つ
ま
ら
ぬ
院
嘩
に
あ
ら
ず
や
。
」
(
「
人

生
の
意
義
」
明
お
・

5
)

つ
ま
り
、
愛
山
一
流
の
、
事
業
を
重
視
し
た
単
一
論
理
に
対
し
て
、
透
谷
の
精
神
的
な
バ
ラ

ン
ス
上
の
反
発
が
、
あ
の
反
駁
を
な
さ
し
め
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
俗
物
愛
山
の
称
は
こ
れ
よ

り
起
り
、
一
種
の
伝
説
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
出
来
心
」
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

ま
た
、
そ
の
論
争
の
中
味
の
深
浅
の
問
題
も
別
と
し
て
、
と
に
か
く
、
一
方
に
片
寄
る
乙
と
を

嫌
う
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
法
が
こ
こ
に
も
あ
る
と
一
一
一
一
口
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
か
な
り
鮮

烈
乙
。ま

た
、
次
の
よ
う
な
論
迎
を
支
え
て
い
る
の
も
、
同
じ
発
想
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
聖
書
を
担
っ
て
、
暦
銭
の
中
よ
り
古
布
と
古
紙
と
を
分
つ
が
如
く
、
或
は
彼
を
取
り
、
裁

は
此
を
取
り
、
而
し
て
我
が
取
る
所
の
者
は
、
宇
宙
の
大
真
理
に
適
へ
り
と
妄
信
し
、
他
の
取

る
所
の
者
は
一
理
の
存
す
る
な
き
が
如
く
に
認
ゆ
る
も
の
誰
ぞ
。
階
、
思
想
界
に
於
け
る
病
毒

の
本
源
は
存
し
て
妥
に
あ
る
な
り
。
己
れ
の
取
る
所
を
奉
信
す
る
は
善
し
、
己
れ
の
取
る
所
を

以
て
、
他
の
取
る
所
を
妄
排
す
、
是
を
思
想
界
の
薮
医
術
と
一
寸
一
口
は
ず
し
て
何
ぞ
や
。
」
(
「
頑
執

妄
排
の
弊
」
明
部
・

5
)

乙
と
は
、
相
手
の
論
理
の
当
否
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
薮
医
術
と
言
は

ず
し
て
何
ぞ
や
」
と
議
る
語
調
の
激
し
さ
に
注
意
し
た
い
。
透
谷
に
は
、
「
撃
守
を
以
て
唯
一

の
標
準
と
せ
ん
と
す
る
」
こ
と
が
、
無
性
に
腹
立
た
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

鋭
く
内
面
を
追
求
し
た
と
ば
か
り
に
息
わ
れ
て
い
る
「
内
部
生
命
論
」
(
明
お
・

5
)
に
お

い
で
さ
え
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

「
文
芸
は
宗
教
若
く
は
哲
学
の
如
く
正
面
よ
り
生
命
を
説
く
を
要
せ
ざ
る
な
り
、
又
た
能
は

ざ
る
な
り
。
文
芸
は
思
想
と
美
術
と
を
抱
合
し
た
る
者
に
し
て
、
思
想
あ
り
と
も
美
術
な
く
ん

ば
既
に
文
芸
に
あ
ら
ず
、
美
術
あ
り
と
も
思
想
な
く
ん
ば
既
に
文
芸
に
あ
ら
ず
、
華
文
妙
辞
の

み
に
て
は
文
芸
の
上
乗
に
透
し
難
く
、
左
り
と
て
思
想
の
み
に
て
は
決
し
て
文
芸
と
い
ふ
こ
と

能
は
ざ
る
な
り
、
此
点
に
於
て
五
日
人
は
非
文
学
党
の
非
文
学
見
に
同
意
す
る
こ
と
能
は
ず
。
先

学
者
は
知
ら
ず
、
末
派
の
ポ
ジ
チ
ピ
ズ
ム
に
於
て
、
文
学
を
ポ
ジ
チ
l
ブ
の
事
業
と
す
る
の
絵

り
に
、
清
教
徒
の
誤
謬
を
繰
返
さ
ん
と
す
る
に
至
ら
ん
乙
と
を
恐
る
h

な
り
。
」

4
ン
ナ

1

ラ
イ
フ

「
内
部
生
命
論
」
は
、
「
生
命
思
想
」
す
な
わ
ち
「
内
部
の
生
命
」
の
重
要
性
を
強
調
し
た

論
で
あ
る
。
そ
乙
で
は
、
透
谷
は
、
内
質
重
視
に
徹
底
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

中
で
さ
え
、
内
面
追
求
と
は
対
極
の
は
ず
の
「
華
文
妙
辞
」
と
い
う
文
飾
論
が
述
べ
ら
れ
、
し

か
も
、
そ
れ
を
決
し
て
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
精
神
的
な
内
在
論
ゃ
、
「
根
本
の
思
想
」

- 3ー



に
基
づ
く
内
発
想
の
充
足
の
み
を
、
透
谷
が
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
「
華
文
妙

辞
」
の
主
張
が
透
谷
に
あ
る
の
は
、
一
見
、
奇
妙
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
乙
の
あ
と
、
「
内
部

生
命
論
」
が
そ
の
主
論
脈
に
差
し
掛
る
と
、
彼
は
、
「
読
者
ょ
、
吾
人
が
五
十
年
の
人
生
に
重

き
を
置
か
ず
し
て
、
人
間
の
根
本
の
生
命
を
尋
ぬ
る
を
責
む
る
勿
れ
、
読
者
よ
、
苔
人
が
限
に

見
う
る
的
の
事
業
に
心
を
注
が
ず
し
て
、
人
間
の
根
本
の
生
命
を
暗
索
す
る
も
の
を
霊
ん
ぜ
ん

と
す
る
を
責
む
る
勿
れ
、
読
者
よ
、
吾
人
の
中
に
或
は
唯
心
的
に
傾
き
、
或
は
寓
有
的
に
傾
む

く
も
の
あ
る
を
責
む
る
勿
れ
、
」
と
い
っ
た
、
鄭
重
だ
が
、
し
か
し
煩
墳
な
前
提
を
置
い
て
、

し
か
る
の
ち
、
外
形
的
、
表
面
的
な
営
為
を
切
り
捨
て
て
、
ひ
た
す
ら
精
神
の
内
部
に
入
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
乙
乙
に
も
、
乙
と
の
単
純
捨
象
を
嫌
い
、
自
ら
も
で
き
る
だ
け
律
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
が
、
際
立
っ
て
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
幾
度
も
、
「
読
者
よ
」
と
呼
び
掛
け
る
こ

と
に
よ
り
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
行
な
お
う
と
す
る
単
一
化
に
つ
い
て
許
じ
を
求
め
て
い
る
。
総

体
九
の
配
慮
を
忘
れ
な
い
そ
の
姿
勢
も
、
ま
さ
し
く
、
広
義
の
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
の
所
産
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

「
華
文
妙
辞
」
と
言
え
ば
、
「
明
治
文
学
管
見
」
(
明
お
・

4
1
5
)
に
も
、
愛
山
と
の
論

争
を
整
理
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
た
個
所
が
あ
る
。

「
文
学
が
人
生
に
相
渉
る
も
の
な
る
乙
と
は
余
も
固
定
を
信
ず
る
な
り
、
恐
ら
く
天
地
聞
に
、

文
学
は
人
生
に
相
渉
る
べ
か
ら
ず
と
揚
言
す
る
愚
人
は
無
か
る
ぺ
し
。
但
し
余
が
難
じ
た
る

は
、
川
世
を
益
す
る
の
目
的
を
以
て
、
川
英
雄
の
剣
を
揮
ふ
が
如
く
に
、
同
空
の
空
を
突
か
ん

と
せ
ず
し
て
、
或
的
を
見
て
、
川
華
文
妙
辞
を
退
け
て
、
市
し
て
人
生
に
相
渉
ら
ざ
る
ぺ
か
ら

ず
と
論
断
し
た
る
を
難
じ
た
る
な
り
。
」

何
度
読
み
直
し
て
も
、
そ
乙
に
は
「
華
文
妙
辞
」
を
主
張
す
る
透
谷
が
い
る
。
ふ
と
私
は
、

乙
乙
で
改
め
て
、
紅
露
各
論
じ
た
透
谷
の
文
章
に
思
い
を
馳
せ
る
の
で
あ
る
。
あ
れ
は
、
内
質

を
忘
れ
、
表
現
重
視
の
み
を
行
な
う
紅
一
濯
を
疑
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
私
は
あ
わ
て
て

頁
を
繰
り
、
そ
乙
に
、
元
禄
文
学
の
精
神
構
造
に
擬
し
た
紅
露
批
判
は
あ
る
が
、
そ
の
文
飾
に

つ
い
て
、
短
絡
的
な
攻
撃
を
決
し
て
行
な
っ
て
い
な
い
透
谷
を
発
見
し
、
思
わ
ず
驚
き
の
声
を

あ
げ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
、
ず
っ
と
、
「
内
部
の
生
命
」
追
求
に
よ
る
「
唯
心
的
」

な
内
面
重
視
の
論
を
生
涯
を
通
じ
て
主
張
し
た
文
学
者
と
し
て
、
透
谷
を
考
え
る
と
い
っ
た
奇

妙
な
偏
見
を
抱
い
て
き
た
感
が
あ
る
。
今
、
そ
う
い
っ
た
偏
見
を
改
め
つ
つ
、
乙
乙
ら
あ
た
り

に
も
、
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
の
存
在
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。

今
一
例
あ
げ
て
、
例
示
を
終
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
日
本
の
未
来
図
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た

評
論
、
「
国
民
と
思
想
」
(
明
お
・

7
)
に
お
け
る
、
姉
と
妹
の
象
徴
に
つ
い
て
で
あ
る
。
姉

は
、
「
他
家
」
に
養
わ
れ
て
「
豊
頼
秀
盾
」
、
妹
は
、
「
株
弱
く
形
又
た
醜
」
だ
が
、
「
祖
先

の
家
」
を
守
っ
て
動
か
な
い
。
姉
の
頭
に
は
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
(
共
和
制
)
と
一
玄
九
る
銀

替
、
」
「
イ
ン
デ
ビ
デ
ユ
ア
リ
ズ
ム
(
個
人
制
〉
と
い
九
る
花
叙
」
が
光
り
輝
ゃ
く
が
、
妹
に

は
、
「
祖
先
の
血
に
よ
り
て
成
り
た
る
毛
髪
」
の
他
に
何
も
な
い
。
乙
の
二
人
の
何
れ
を
姿
る

か
と
、
透
谷
は
問
う
。
そ
し
て
、
そ
の
答
と
し
て
、
二
娘
子
の
一
を
婆
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
こ
む
乙
と
を
止
め
ろ
と
、
左
の
よ
う
に
言
う
。

「
姉
を
姿
ら
ん
か
、
妹
を
招
か
ん
か
。
国
民
よ
少
し
く
省
み
よ
、
爾
の
中
に
爾
の
生
気
あ
ら

ば
、
爾
の
中
に
爾
の
希
望
あ
ら
ば
、
爾
の
中
に
爾
の
精
神
あ
ら
ば
、
安
ん
ぞ
此
の
婚
嫁
に
よ
っ

て
爾
の
大
事
を
決
せ
ん
と
す
る
を
要
せ
む
。
乙
の
二
娘
子
の
一
を
婆
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
信
ず

る
勿
れ
。
止
む
な
く
ん
ば
多
妻
主
義
と
な
り
て
、
乙
の
二
娘
を
合
せ
萎
れ
よ
、
」

国
粋
主
義
で
も
、
個
人
主
義
で
も
、
ま
た
、
彼
の
精
神
の
一
基
盤
で
あ
っ
た
筈
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
(
共
和
制
)
で
さ
え
も
、
一
方
だ
け
で
は
受
け
入
れ
る
ぺ
き
で
な
い
と
彼
は
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
ふ
と
、
私
は
、
明
治
以
来
の
複
雑
な
文
化
運
動
の
歴
史
を
、
文
化
の
雑
種
性
に
対
す

る
知
識
人
の
側
か
ら
の
純
粋
化
運
動
の
歴
史
と
し
て
見
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
失
敗
の
歴
史
で
あ

る
が
、
も
う
そ
れ
は
止
そ
う
で
は
な
い
か
と
言
う
、
加
藤
周
一
の
説
(
「
日
本
文
化
の
雑
種
性
」

昭
幻
・

9
)
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。
単
純
純
粋
化
を
透
谷
も
拒
否
し
て
い
る
の
だ
。
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今
ま
で
述
ぺ
て
き
た
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
絶
対
に
対
す
る
否
定
の
論

理
と
も
言
え
よ
う
。
右
か
左
、
上
か
下
な
ど
の
何
れ
か
一
方
に
片
寄
ら
ず
、
そ
の
両
面
の
存
在

を
思
量
す
る
思
考
で
あ
る
。
片
面
一
方
の
絶
対
主
張
を
拒
否
す
る
思
考
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

思
考
を
行
な
い
う
る
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
思
考
と
の
間
に
少
し
く
距
離
が
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
そ
乙
に
は
、
物
全
体
を
見
通
す
距
離
の
感
覚
が
必
要
で
あ
る
。
透
谷
は
そ
う
い
っ
た
思
考

法
を
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

話
を
進
め
た
い
。
右
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
の
恩
芳
、
一
方
偏
重
否
定
の
思
考
の
裏
に
は
、
早

く
に
出
会
っ
た
地
獄
図
が
あ
る
筈
だ
と
私
は
述
ぺ
て
き
た
。
透
谷
に
お
け
る
地
獄
と
は
何
か
。

図
式
的
に
は
、
政
治
運
動
か
ら
の
転
向
、
自
由
民
権
運
動
か
ら
の
離
脱
の
意
識
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
今
日
、
透
谷
の
運
動
離
脱
の
時
機
、
動
機
等
に
つ
い
て
、
様
々
の
論
議
が
あ
る

よ
う
だ
が
、
そ
の
疑
点
に
つ
い
て
は
今
は
ロ
を
は
さ
ま
な
い
。
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
乙
で



の
脱
落
の
意
識
が
透
谷
内
部
に
ど
の
よ
う
に
存
在
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

思
う
に
、
乙
の
脱
落
の
意
識
に
つ
い
て
は
二
穫
の
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
運
動
の

限
界
を
見
極
め
た
上
で
離
脱
し
た
の
だ
が
、
た
だ
、
親
友
大
矢
正
夫
を
裏
切
っ
た
気
持
だ
け
が

残
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
過
激
化
し
て
ゆ
く
運
動
か
ら
逃
が
れ
た
形
で
文
学

へ
移
行
し
た
こ
と
か
ら
起
こ
る
、
い
わ
ゆ
る
、
逃
避
、
脱
落
の
感
で
あ
る
。
妻
ミ
ナ
に
語
っ
た

と
い
う
「
臆
病
者
」
と
い
う
語
感
は
、
多
く
そ
の
後
者
か
ら
感
ぜ
ら
れ
、
そ
乙
か
ら
転
向
論
が

様
々
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
論
議
で
語
り
尽
せ
る
ほ
ど
に
乙
と
は
単
純

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
さ
り
と
て
、
勝
本
清
一
郎
氏
の
述
ぺ
る
よ
う
に
、
乙
の
時
期
、
透
谷
は
す

で
に
「
革
命
論
的
終
末
感
」
を
持
っ
て
い
た
(
『
透
谷
全
集
』
第
三
巻
解
説
、
岩
波
書
庖
)
と

い
う
ほ
ど
、
透
谷
の
意
識
が
分
化
し
て
い
た
と
も
恩
わ
れ
な
い
。
た
だ
、
明
治
十
六
、
七
年
頃

に
次
々
と
起
っ
た
運
動
尖
端
部
に
お
け
る
様
々
の
争
乱
ゃ
、
そ
れ
に
か
か
わ
り
な
が
ら
展
開
し

た
で
あ
ろ
う
、
壮
士
遠
の
絶
望
的
な
放
逸
、
運
動
家
遠
の
資
金
稼
ぎ
と
称
し
た
強
盗
行
為
な
ど

に
、
学
究
肌
、
詩
人
肌
の
透
谷
が
つ
い
て
ゆ
け
な
か
っ
た
乙
と
は
、
事
実
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
透
谷
は
親
友
大
矢
正
夫
と
別
れ
た
。
そ
こ
で
の
動
機
に
は
、
そ
の
時
点
と
し
て

は
、
確
固
た
る
も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
運
動
の
行
末
ま
で
見
て
取
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
も
、
犯
罪
ま
で
行
な
う
過
激
化
し
た
運
動
に
従
え
な
く
な
り
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
の

み
に
つ
い
て
一
吉
う
な
ら
、
透
谷
は
自
分
の
決
定
を
諒
と
す
る
所
が
大
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
自
分

は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
大
矢
は
朝
鮮
革
命
計

画
に
参
画
し
、
強
盗
を
働
き
、
捕
え
ら
れ
て
獄
舎
に
繋
が
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
ど
う
言
い
分
け
を
し
て
も
、
自
分
が
動
か
な
か
っ
た
乙
と
が
透
谷
に

と
っ
て
怯
儒
に
見
え
て
く
る
。
論
理
で
は
正
し
い
と
息
つ
で
し
た
こ
と
だ
け
に
、
よ
り
心
情
的

に
は
錯
綜
す
る
。
本
当
に
臆
病
で
離
脱
し
た
の
な
ら
そ
れ
で
終
わ
る
。
黙
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。

し
か
し
、
た
だ
に
黙
す
る
乙
と
は
自
分
の
中
に
あ
っ
た
論
理
が
許
さ
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ

て
、
そ
れ
を
ど
う
表
現
し
て
も
、
薄
汚
い
弁
明
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
煩
悶
の
中

で
、
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
、
実
業
に
、
己
れ
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
「
想
世
界
」
で

破
れ
た
者
の
籍
も
る
も
の
と
し
て
の
恋
愛
に
救
い
を
求
め
た
り
し
た
。
そ
う
い
っ
た
、
身
中
を

間
断
な
く
襲
う
苦
し
み
の
中
で
、
明
治
二
十
二
年
、
次
例
の
よ
う
に
、
か
つ
て
の
同
士
山
が
、
大

赦
令
に
よ
り
刑
を
許
さ
れ
、
次
々
と
、
英
雄
と
し
て
世
に
迎
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
大
矢
は
、
強

盗
罪
も
あ
り
、
獄
に
留
ま
っ
て
は
い
る
が
。
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「
大
阪
梅
田
停
車
場
に
者
き
け
る
に
、
出
迎
~
の
人
々
実
に
狂
す
る
斗
り
、
我
々
同
志
の
無

事
出
獄
を
祝
し
て
万
歳
の
声
天
地
も
震
ふ
斗
り
な
り
。
(
中
略
)
士
山
士
の
出
獄
を
祝
す
と
か
、

志
士
の
出
獄
を
歓
迎
す
と
か
、
種
々
の
文
字
を
記
せ
る
紅
白
の
大
旗
に
護
ら
れ
、
大
阪
市
中
を

腕
車
に
乗
り
て
引
き
廻
さ
れ
け
る
に
、
当
地
ま
で
迎
へ
に
来
り
し
父
上
は
、
妾
の
無
事
出
獄
の

喜
び
と
、
当
地
市
民
の
狂
す
る
斗
り
な
る
歓
迎
の
有
様
を
目
撃
し
た
る
無
限
の
感
と
に
打
た

れ
、
今
日
迄
の
心
配
も
是
に
て
全
く
忘
れ
た
り
、
」
(
福
田
英
子
「
妾
の
半
生
涯
」
明
幻

-m)

乙
う
い
っ
た
世
の
喧
燥
の
中
で
、
透
谷
の
中
に
僅
か
に
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
自
負
の
心

は
、
次
々
と
打
ち
砕
か
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
論
理
は
正
し
い
筈
、
だ
、

そ
れ
な
の
に
、
足
元
か
ら
次
々
と
そ
れ
が
崩
れ
て
ゆ
く
。
徳
島
の
監
獄
に
あ
っ
た
大
矢
に
対
し

て
、
透
谷
は
心
を
尽
し
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
色
川
大
士
口
氏
の
報
告
に
よ
る
と
、
大
矢
の

ハ
注
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「
自
徐
伝
」
に
は
、
別
れ
て
以
来
の
透
谷
の
記
事
は
全
く
な
い
と
の
と
と
で
あ
る
。

明
治
二
十
五
年
、
出
獄
し
た
大
矢
ゃ
、
か
つ
て
の
同
士
山
秋
山
国
三
郎
と
の
再
会
を
書
い
た

「
=
一
日
幻
境
」
(
明
お
・

8
1
9
)
に
お
い
て
も
、
秋
山
国
三
郎
と
の
会
見
は
き
わ
め
て
精
細

に
語
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
の
大
矢
と
の
再
会
を
記
す
個
所
に
く
る
と
、
「
乙
の
夜
は
山
麓
の

み

士

り

も

「

さ

開
制
亭
に
一
泊
し
、
あ
く
る
朝
連
立
て
蒼
海
を
其
居
村
に
訪
ひ
、
三
個
再
び
百
草
園
に
遊
び
た
る

乙
と
あ
れ
ど
、
芦
付
文
書
き
て
己
れ
の
遊
興
を
得
意
顔
に
書
き
立
つ
る
こ
と
平
生
好
ま
ぬ
と
こ

ろ
な
れ
ば
、
こ
h

に
て
筆
を
摘
し
ぬ
。
」
と
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
好
ま
ぬ
な
ら
始
め
か
ら
書

か
ね
ば
よ
い
。
し
か
し
、
事
実
と
し
て
、
書
か
れ
た
前
半
部
に
は
、
昂
揚
し
た
気
分
と
懐
旧
の

念
が
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
、
乙
の
引
用
し
た
部
分
が
き
て
い
る
乙
と
を
思
う
な
ら
、
二

人
の
聞
に
何
ら
か
の
感
情
の
組
婦
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
大
矢
の
「
自
徐
伝
」
に

は
、
出
獄
直
後
の
透
谷
と
の
出
会
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
幻
境
で
の
会
見
に
つ
い
て
も
、
一
行

(
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も
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
大
矢
に
と
っ
て
の
透
谷
の
位
置
は
透
谷
の
思
う
ほ
ど
大
き
く
な

い
。
「
お
も
む
ろ
に
庭
樹
を
倣
め
て
奇
句
を
吐
か
ん
と
す
る
も
の
は
此
家
の
老
崎
人
、
創
を
撫

し
時
事
を
慨
ふ
る
も
の
は
蒼
海
、
天
を
仰
ぎ
流
星
を
敷
ふ
る
も
の
は
我
れ
、
乙
の
三
箇
一
室
に

同
臥
同
起
し
て
、
玉
兎
幾
度
か
憐
け
、
幾
度
か
満
ち
し
。
」
(
「
三
日
幻
境
」
)
と
は
、
透
谷
の

作
り
あ
げ
た
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去
に
対
す
る
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
幻
境
」

で
し
か
な
い
。
も
は
や
、
そ
う
い
う
透
谷
の
文
学
的
感
傷
図
な
ど
に
か
か
ず
ら
う
余
裕
は
、
大

矢
に
な
い
。
動
か
ず
、
石
坂
田
田
幸
子
の
娘
と
結
婚
し
て
、
一
見
ぬ
く
ぬ
く
生
活
し
て
い
る
透
谷
の

文
学
的
言
辞
な
ど
、
彼
の
関
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
察
せ
ら

れ
れ
ば
察
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
透
谷
の
心
は
狂
っ
て
い
っ
た
と
見
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

透
谷
の
出
会
っ
た
地
獄
と
は
、
乙
の
よ
う
な
心
象
風
景
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
じ
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っ
と
座
っ
て
い
て
も
、
商
業
に
走
っ
て
い
て
も
、
文
学
仲
間
と
論
じ
あ
っ
て
い
て
も
、
伝
道
に

身
を
投
げ
掛
け
て
い
て
も
、
ど
乙
か
で
焦
燥
が
自
分
を
襲
う
。

奇
矯
に
も
思
わ
れ
る
作
品
「
我
牢
獄
」
(
明
お
・

6
)
は
、
そ
の
地
獄
絵
図
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
「
楚
囚
之
詩
」
(
明

n
・
4
)
と
、
乙
の
「
我
牢
獄
」
と
を
心
情
的
に
向
質
の
も
の

と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
、
私
は
賛
成
し
か
ね
る
。
「
楚
囚
之
詩
」
は
、
「
曽
っ
て
誤
っ
て
法
を

破
り
、
政
治
の
罪
人
と
し
て
捕
は
れ
た
」
男
の
獄
中
で
の
苦
し
み
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
単

純
な
同
一
化
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
乙
の
主
人
公
に
親
友
大
矢
を
擬
し
た
面
が
あ
る
乙
と

は
否
め
な
い
。
さ
ら
に
、
「
獄
中
の
煩
悶
」
に
つ
い
て
は
、
透
谷
自
身
の
苦
し
み
を
注
ぎ
込
ん

だ
気
配
が
あ
る
。
大
矢
が
ま
だ
自
分
の
苦
し
み
を
理
解
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
透
谷
は
、
折

か
ら
の
大
赦
に
あ
わ
せ
て
「
楚
囚
之
詩
」
を
作
り
あ
げ
た
。
彼
は
、
そ
の
長
詩
の
末
尾
に
お
い

て
、
何
の
脈
絡
も
な
く
、
突
然
、
男
を
釈
放
し
て
い
る
。
乙
の
結
末
部
の
駿
抹
さ
に
つ
い
て

は
、
作
品
構
想
の
乱
れ
と
し
て
よ
く
論
議
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
一
方
で
は
、

大
矢
に
対
す
る
透
谷
の
詑
状
で
あ
っ
た
と
も
と
れ
る
。
あ
る
い
は
、
大
矢
釈
放
願
望
の
表
現
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
大
矢
は
釈
放
さ
れ
な
か
っ
た
。
獄
中
の
男
を
解

き
放
つ
こ
と
は
、
大
矢
に
対
す
る
免
罪
符
の
役
目
を
も
果
す
筈
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ひ
る
が
え

っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
惨
め
な
自
己
正
当
化
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
も
息
わ
れ
る
。
ど
ん
な
に

上
手
く
論
弁
し
て
も
、
大
矢
に
と
っ
て
、
透
谷
は
一
介
の
脱
落
者
で
し
か
な
い
。
そ
れ
が
大
矢

の
気
配
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。
透
谷
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
辛
い
、
許
し
難
い
乙
と
で
あ
っ
た
ろ

う
。
「
去
る
九
月
に
印
刷
成
り
た
る
が
、
又
熟
考
す
る
に
絵
り
に
大
謄
に
過
ぎ
た
る
を
噺
惚
し

た
れ
ば
、
急
さ
害
時
時
に
走
り
て
中
止
す
る
乙
と
を
頼
み
、
直
ち
に
印
刷
せ
し
も
の
を
切
り
ほ
ぐ

し
た
り
。
」
(
「
透
谷
子
漫
録
摘
集
」
明

n
・
4
・
ロ
)
と
言
っ
て
、
「
楚
囚
之
詩
」
出
版
を
中

止
し
た
と
き
、
透
谷
の
心
中
を
去
来
し
た
の
は
、
文
学
手
法
の
失
敗
と
い
っ
た
問
題
だ
け
で
は

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

対
し
て
、
そ
れ
よ
り
二
年
三
ヶ
月
後
発
表
の
「
我
牢
獄
」
に
お
け
る
「
牢
獄
」
設
定
は
、

「
楚
囚
之
詩
」
の
設
定
と
は
ま
ず
根
本
的
に
異
な
る
。
例
え
ば
、
「
政
治
上
の
界
は
世
人
の
羨

い

ち

巴

む
と
こ
ろ
と
聞
け
ど
我
は
之
を
喜
ば
ず
、
一
瞬
時
の
利
害
に
拘
々
し
て
、
空
し
く
抗
す
る
事

は
、
余
の
為
す
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
な
り
。
」
と
、
き
わ
め
て
明
確
に
そ
の
設
定
を
変
え

て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
「
如
何
な
る
罪
に
よ
り
て
繋
縛
の
身
と
な
り
し
か
」
、
解
ら
な

い
と
一
言
う
。
「
誤
っ
て
法
を
破
り
」
、
政
治
の
罪
人
と
な
っ
た
「
楚
囚
之
詩
」
の
設
定
に
比

べ
、
乙
の
「
我
は
之
を
喜
ば
ず
」
と
か
、
「
空
し
く
抗
す
る
云
々
」
と
い
う
言
葉
の
裏
に
あ
る

は
ず
の
、
透
谷
内
部
の
意
識
を
想
う
な
ら
、
い
か
に
多
く
の
感
慨
が
そ
乙
に
去
来
し
て
い
る
か

が
見
て
取
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
先
の
福
田
英
子
の
回
想
と
、
乙
の
「
世
人
の
羨
む
と
乙
ろ
と
聞

け
ど
」
と
い
う
一
言
葉
と
を
比
ぺ
読
む
な
ら
、
そ
乙
に
、
明
ら
か
に
、
福
田
ら
九
の
羨
望
と
、
そ

の
羨
む
心
情
の
自
己
抑
止
、
動
か
な
か
っ
た
自
己
へ
の
批
判
と
、
自
己
定
立
の
た
め
の
認
識
改

変
九
の
苦
闘
の
跡
が
、
生
々
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
様
々
に
動
騒
し
た
、
頼
醸
す
る
心
が
、
表
面

の
さ
り
げ
な
き
の
裡
に
ど
す
黒
く
身
を
潜
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
我
牢
獄
」
に
お
け
る
「
獄
室
」
の
さ
ま
を
、
彼
は
乙
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
る
。
自
分
の

人
守
い
る
獄
室
は
、
自
分
の
生
涯
の
第
二
期
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
、
自
由
に

思
う
が
ま
ま
に
行
動
し
た
第
一
期
が
あ
っ
た
、
と
。
彼
は
、
乙
の
第
一
期
を
「
故
郷
」
と
言

ぃ
、
も
し
乙
の
「
故
郷
」
、
乙
の
自
由
の
「
想
望
」
が
な
か
っ
た
ら
、
「
我
は
此
獄
室
を
も
て

金
殿
玉
援
と
思
ひ
了
し
つ
つ
、
楽
き
裟
婆
世
界
と
歓
呼
し
つ
つ
、
五
十
年
の
生
涯
、
誠
に
安
逸

に
過
ぐ
る
な
る
ぺ
し
。
」
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
は
、
第
一
期
の
経
験
ゆ
え
に
、
第
二
期

の
獄
室
で
苦
し
ん
で
い
る
。
こ
の
第
二
期
の
「
獄
室
」
の
獄
吏
と
は
、
「
名
挙
乙
で
あ
り
、

「
権
勢
」
で
あ
り
、

2
重
貝
」
で
あ
り
、
「
栄
達
」
で
あ
る
。
「
是
等
の
も
の
、
我
に
対
す
る

異
様
の
獄
吏
に
て
あ
る
な
り
。
」
と
彼
は
雪
中
門
ノ
。
そ
し
て
、
も
し
、
第
一
期
の
経
験
が
な
か
っ

た
ら
、
こ
れ
ら
の
獄
吏
の
も
と
で
楽
し
く
過
し
た
で
あ
ろ
う
と
述
懐
す
る
の
で
あ
る
。

乙
の
、
「
名
誉
」
、
「
権
勢
」
、

2
皇
民
」
、
「
栄
達
」
と
は
、
人
間
が
普
通
一
般
に
望
む
、

皮
相
的
な
価
値
で
あ
る
。
「
名
誉
」
や
「
栄
達
」
を
求
め
て
、
人
は
健
闘
陣
す
る
わ
け
な
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
乙
の
第
一
期
と
第
二
期
と
の
間
で
地
獄
に
出
合
っ
た
透
谷
か
ら
見
れ
ば
、
当
然
、

右
巴
一
首
う
価
値
な
ど
は
笑
止
な
も
の
に
な
る
。
金
を
得
て
、
地
位
を
得
て
、
名
誉
を
得
て
、
そ

れ
が
何
に
な
る
の
だ
と
恩
わ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

「
楚
囚
之
詩
」
と
「
我
牢
獄
」
と
の
間
に
、
有
名
な
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
(
明
お
・

2
)

が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
「
地
獄
」
の
中
で
耐
え
き
れ
ず
、
彼
は
、
「
想
世
界
の
争
戦
」
で
敗
れ

た
者
の
箆
も
る
牙
城
と
し
て
の
「
恋
愛
」
に
身
を
委
ね
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
時

を
経
ず
し
て
「
忌
は
し
き
愛
縛
」
に
変
わ
る
。
こ
の
原
因
を
単
な
る
経
済
的
逼
迫
に
置
く
こ
と

は
、
も
は
や
論
外
で
あ
ろ
う
。
そ
の
牙
城
に
閉
じ
箆
も
れ
ば
箆
も
る
ほ
ど
に
、
彼
の
意
識
の
底

に
お
い
て
は
、
事
実
へ
の
直
面
か
ら
逃
れ
た
己
れ
に
対
す
る
根
底
か
ら
の
疑
い
、
焦
燥
の
念
が

荒
れ
狂
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
恋
愛
は
人
生
の
秘
鎗
」
で
は
あ
っ
た
。

が
し
か
し
、
そ
れ
は
、
決
し
て
救
済
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
地
獄
か
ら
帰
っ
て
き
た
者
、
地
獄

の
意
識
を
持
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
単
純
な
断
定
ゃ
、
短
絡
化
し
た
絶
対
論
な
ど
は
許
せ
な
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か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
女
子
と
の
生
活
な
ど
に
甘
ん
じ
て
倫
安
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
単
な
る
論
理
の
問
題
で
は
な
い
。
す
で
に
皮
膚
の
感
覚
と
も
な
っ
て
い
る
。

小
さ
な
知
っ
た
か
ぶ
り
や
、
思
い
上
が
り
、
甘
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
ゃ
、
生
白
い
、
早
急

な
断
言
、
そ
れ
ら
が
無
性
に
腹
立
た
し
く
な
っ
て
く
る
の
だ
。

「
楚
凶
之
詩
」
を
棄
て
て
二
ヶ
月
の
ち
、
彼
は
、
最
初
の
評
論
「
『
日
本
の
言
語
』
を
読
む
」

(明

n
・
7
)
を
発
表
し
て
い
る
。
若
さ
ゆ
え
の
街
気
を
抜
き
に
し
て
も
、
そ
の
言
辞
は
異
様

に
激
し
い
。
「
第
一
に
氏
に
驚
き
た
る
説
は
、
日
本
語
を
以
て
英
語
に
比
し
、
而
し
て
彼
に
も

勝
れ
り
と
断
言
せ
ら
れ
た
る
活
眼
の
程
な
り
」
。
彼
は
、
こ
う
い
っ
た
断
言
が
許
せ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
逆
に
、
「
英
語
は
日
本
語
に
勝
れ
り
」
と
言
っ
た
ら
、
透
谷
は
、
ま
た
激
し

て
嫁
を
容
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
世
情
を
憂
え
た
「
泣
か
ん
乎
笑
は
ん
乎
」
(
明
お
・

4
)
に

し
て
も
、
こ
の
世
の
中
に
い
て
、
今
、
な
す
ぺ
き
は
泣
く
乙
と
で
も
笑
う
こ
と
で
も
な
い
、

コ
没
ひ
ょ
、
憂
ふ
る
聞
に
楽
あ
ら
ん
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
泣
く
と
か
、
笑
う
と
か
い
っ
た
、

こ
と
の
安
易
な
絶
対
化
を
極
度
に
難
じ
、
軽
薄
な
二
者
択
一
を
き
び
し
く
拒
否
し
て
い
る
。
己

れ
に
課
し
た
、
あ
る
い
は
諜
せ
ら
れ
た
地
獄
と
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
の
た
め
の
、
暗
い
、
長
い

旅
路
に
思
い
を
馳
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
許
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
己
れ
の
苦
し
み
が
表

立
っ
て
一
抱
え
な
い
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
、
意
識
は
乱
れ
、
強
い
反
発
を
生
む
。
し
か
し
、
そ
こ

で
の
早
急
の
解
答
は
な
い
。
泣
く
の
も
、
笑
う
の
も
、
安
易
な
結
語
で
あ
る
。
答
は
、
た
だ
、

「
憂
え
て
」
、
耐
え
る
だ
け
に
あ
る
。
そ
乙
に
は
、
透
谷
内
部
の
、
晴
く
長
い
意
識
の
紛
い
の

反
映
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
今
ま
で
、
透
谷
の
思
考
法
を
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
と
言
っ
て
き
た
。
絶
対
を

拒
否
す
る
思
考
と
も
述
ぺ
た
。
右
に
も
左
に
も
組
し
な
い
考
え
方
と
も
論
じ
て
き
た
。
し
か

し
、
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
乙
の
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
が
作
動
す
る
の

は
、
絶
対
を
強
弁
す
る
一
面
が
向
乙
う
に
強
く
存
在
す
る
と
き
に
隈
ら
れ
た
。
見
て
き
た
よ
う

に
、
援
夷
論
者
肯
定
に
し
て
も
、
十
返
舎
一
九
肯
定
に
し
て
も
、
侠
客
否
定
に
し
て
も
、
そ
れ

が
透
谷
の
根
本
主
張
と
一
一
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
援
夷
を
単
純
に
否
定
す
る
の
が
嫌
な
の
で
あ

る
。
一
九
を
否
定
し
つ
く
す
の
が
透
谷
に
と
っ
て
耐
え
ら
れ
な
い
。
侠
客
を
美
化
す
る
の
み
に

終
ら
せ
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
っ
た
偏
重
が
許
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
強
弁
に

対
し
て
、
彼
は
口
を
は
さ
ま
、
ざ
る
を
え
な
い
。
反
対
の
極
を
措
定
せ
、
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
場
合
、
相
手
の
一
方
へ
の
片
寄
り
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
反
対
へ
の
ゆ
り

も
ど
し
は
大
で
あ
っ
た
。
純
文
学
に
対
す
る
反
動
と
み
た
、
山
路
愛
山
の
反
論
の
激
し
い
口
調

な
ど
は
、
そ
れ
を
物
語
る
。
乙
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
一
度
、
バ
ラ
ン
ス
の
思

考
作
動
の
現
場
に
帰
っ
て
、
そ
こ
の
と
乙
ろ
を
後
か
め
て
み
た
い
。

現
場
に
帰
っ
て
、
改
め
て
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
乙
に
共
通
す
る
も
の
は
、
そ
の
都
度
に
は

述
ぺ
て
き
た
が
、
乙
の
バ
ラ
ン
ス
思
考
作
動
の
場
が
、
絶
対
そ
の
も
の
の
否
定
と
し
て
あ
る
の

み
で
は
な
く
、
つ
ね
に
、
単
純
な
る
絶
対
の
否
定
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ

る
。
援
夷
否
定
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
軽
仇
な
欧
化
主
義
か
ら
一
壁
夷
を
否
定
す
る
の
を
拒

む
の
で
あ
る
。
十
返
舎
一
九
の
否
定
に
対
す
る
論
難
で
は
な
い
。
道
徳
律
の
み
で
一
九
を
否
定

す
る
こ
と
に
反
発
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
「
侠
」
を
決
し
て
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

は
江
戸
時
代
の
理
想
と
し
て
は
大
切
に
考
え
た
い
、
た
だ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
今
の
時
代
に
持

ち
こ
む
こ
と
に
反
発
す
る
の
で
あ
る
。
短
絡
化
し
た
絶
対
化
や
断
念
を
強
く
拒
否
し
て
い
る
の

だ
。
簡
便
に
断
言
し
た
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
、
神
経
質
に
反
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
と
は
こ
乙
に
止
ま
ら
な
い
。
さ
ら
に
一
言
う
な
ら
ば
、
乙
れ
ら
の
反
発
の
裏
に

は
、
そ
う
い
う
絶
対
を
否
定
す
る
、
よ
り
強
い
絶
対
意
向
が
あ
っ
た
と
き
口
う
ぺ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
地
獄
よ
り
帰
っ
た
者
に
と
っ
て
、
簡
略
化
さ
れ
た
断
一
言
は
許
し
が
た
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
否
定
の
繰
り
返
し
の
先
に

は
、
よ
り
深
い
、
よ
り
強
烈
な
絶
対
九
の
志
向
が
あ
る
と
言
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
、
松
川
裁
判
に
つ
い
て
の
広
津
和
郎
の
講
演
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
の

執
念
を
か
け
た
事
件
に
つ
い
て
の
講
演
で
あ
る
。
彼
は
、
依
頼
さ
れ
れ
ば
ど
こ
~
で
も
行
っ
た

と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
見
た
の
は
、
我
執
の
人
の
姿
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の

眼
の
位
置
は
、
告
発
す
る
側
に
も
さ
れ
る
側
に
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
真
実
が
な
ぜ
行
な

わ
れ
な
い
の
か
、
な
ぜ
こ
の
真
理
が
通
ら
な
い
の
か
、
そ
う
い
っ
た
、
強
い
焦
燥
だ
け
が
感
じ

ら
れ
た
。
と
に
か
く
、
こ
の
真
理
を
通
せ
る
だ
け
通
し
て
み
よ
う
と
い
う
強
い
心
組
み
が
見
ら

れ
た
。
広
津
の
地
獄
を
見
た
限
が
そ
れ
を
行
わ
せ
た
の
だ
と
、
私
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
広

津
に
強
い
絶
対
志
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
乙
う
い
う
行
為
を
な
さ
し
め
た
の
で
あ
る
。

初
期
の
広
津
の
評
論
群
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
が
多
く
あ
ら
わ
れ
る
。

「
僕
は
範
腐
を
欲
し
な
い
。
僕
は
寧
ろ
範
隠
の
誘
惑
を
恐
れ
る
。
」

2 
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(「
N

君
に
」
大
5

「
あ
な
た
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
第
一
に
捨
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
冷
静
に
事
物
を



見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
」
(
「
相
馬
御
風
氏
の
『
還
元
録
』
を
評
す
」
大
5
・
4
)

「ー

l
『
人
生
と
は
乙
ん
な
も
ん
だ
』
と
云
っ
た
や
う
に
た
か
を
く
く
る
、
ち
ょ
こ
ざ
い
の

倣
慢
ー
ー
の
濁
り
か
ら
も
同
様
に
潔
白
で
あ
り
得
た
事
、
志
賀
氏
の
如
き
は
砂
い
。
」
(
「
志
賀

直
哉
論
」
大
8
・
3
)
」

「
一
本
の
糸
」
(
昭

u
・
9
)
の
中
で
は
、
横
光
利
一
の
語
る
、
飛
行
機
に
乗
っ
た
と
き
の
話

の
、
「
塔
や
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
は
向
う
か
ら
倒
れ
て
来
ま
す
。
現
実
は
一
変
し
ま
す
」
と
い
う
一
一
一
一
口

葉
に
ひ
っ
か
か
っ
て
、
「
『
塔
や
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
向
う
か
ら
倒
れ
て
来
る
』
は
実
感
的
で
好

い
表
現
で
あ
る
。
併
し
『
現
実
は
一
変
す
る
』
と
な
る
と
、
私
は
そ
の
言
葉
に
乙
だ
わ
る
。

(
中
略
)
『
現
実
が
一
変
す
る
』
と
は
わ
れ
わ
れ
に
取
っ
て
は
大
変
な
事
で
あ
る
。
」
と
論
ず

る
。
そ
う
い
う
軽
い
言
葉
が
広
津
に
は
許
せ
な
い
の
で
あ
る
。
予
定
さ
れ
た
範
際
、
廿
い
セ
ン

チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
人
生
を
た
か
を
く
く
る
こ
と
が
気
に
さ
わ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
延
長
線
上
に
松
川
事
件
で
の
姿
勢
が
あ
る
。
第
一
審
、
第
二
審
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

予
断
を
も
っ
て
事
を
処
し
た
り
、
短
絡
的
に
判
断
す
る
乙
と
を
否
定
し
、
ひ
た
す
ら
正
し
さ
を

追
う
の
で
あ
る
。

「
第
一
審
、
第
二
審
の
裁
判
官
に
は
、
解
釈
の
方
向
が
最
初
か
ら
定
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

と
い
う
感
じ
が
す
る
。
最
初
か
ら
『
黒
』
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
」

(
「
七
対
五
の
一
不
す
意
味
」
昭
弘
・

9
)

「
私
は
別
な
場
合
に
も
度
々
云
っ
た
が
、
乙
の
『
真
実
は
墜
を
透
し
て
』
に
載
っ
て
い
る
総

て
の
文
章
は
、
決
し
て
腕
や
偽
り
で
は
書
け
な
い
文
章
で
あ
る
と
い
う
事
が
先
ず
私
を
打
っ
た

の
で
あ
る
。
」
(
「
真
実
は
訴
え
る
」
昭
お
・
叩
)

彼
は
、
そ
乙
か
ら
こ
の
裁
判
に
入
っ
て
い
っ
た
。
予
定
さ
れ
た
論
に
対
す
る
反
措
定
の
設
定

と
、
真
実
の
追
求
の
意
志
で
あ
る
。
絶
対
な
る
も
の
九
の
志
向
で
あ
る
。

透
谷
を
駆
っ
た
の
も
、
乙
の
、
早
急
な
る
結
論
を
も
っ
た
単
純
絶
対
を
否
定
す
る
絶
対
志
向

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
視
点
を
持
つ
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
様
々
の
事
象
や
事
件
に
対

し
て
、
特
に
そ
の
偏
傍
に
対
し
て
、
瞬
発
的
に
作
動
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

紅
葉
を
責
め
た
の
で
は
な
い
、
紅
葉
の
偏
愛
が
腹
立
た
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
愛
山
が
嫌
な
の

で
は
な
い
、
愛
山
の
断
言
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
前
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
そ
の
片
寄
り
思
考
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
れ
に

対
す
る
、
反
発
の
エ
不
ル
ギ
ー
は
強
烈
に
発
動
し
た
。
透
谷
の
論
理
の
跡
を
見
て
ゆ
く
と
、
そ

う
い
う
反
発
、
反
抗
に
よ
っ
て
、
大
き
く
左
右
に
、
深
く
上
下
に
、
揺
れ
動
い
た
思
考
の
軌
跡

が
鮮
か
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
強
い
反
発
が
強
い
論
理
を
生
ん
だ
の
だ
。

た
だ
、
こ
の
絶
対
志
向
に
、
け
ざ
や
か
な
目
標
は
な
か
っ
た
。
事
業
に
対
し
て
の
、
「
他

界
」
と
の
感
応
の
措
定
(
「
内
部
生
命
論
」
)
で
あ
っ
た
り
、
「
空
の
空
な
る
」
も
の
を
求
め
て

の
幼
い
(
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
誇
ぞ
」
)
で
あ
っ
た
り
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
確
固

た
る
絶
対
を
求
め
得
な
い
焦
燥
が
、
よ
り
激
し
く
、
偏
奇
な
断
一
ず
一
口
に
反
発
す
る
。
思
考
は
よ
り

鋭
く
、
時
と
し
て
、
剃
刀
の
刃
の
よ
う
に
鋭
く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
故
に
、
透
谷
の
論
の
多
く

は
、
継
続
し
た
論
理
に
な
ら
な
か
っ
た
。
絶
対
九
の
願
い
は
強
烈
で
あ
る
、
が
し
か
し
、
そ
れ

は
、
大
き
な
体
系
を
も
っ
た
も
の
で
な
か
っ
た
。
多
く
は
、
鮮
か
な
光
土
亡
を
残
し
て
消
え
る
、

見
事
な
日
立
一
星
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
村
の
言
う
、
「
拾
っ
て
も
拾
っ
て
も
尽
き
な
い
や

う
な
光
っ
た
形
見
」
(
「
北
村
透
谷
二
十
七
回
忌
に
」
大

ω
・
7
)
と
は
、
乙
う
い
っ
た
光
芭

で
は
な
い
の
か
。

そ
う
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
考
を
続
け
て
ゆ
く
そ
の
先
は
、
「
空
の
空
な
る
」
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
紛
い
そ
の
も
の
が
、
彼
の
い
う
「
我
牢
獄
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
こ
か
ら
の
抜
け
道
は
、
滋
石
流
に
い
え
ば
、
「
死
か
、
発
狂
か
、
宗
教
か
」
で
し
か

な
か
っ
た
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
一
一
種
の
無
限
地
獄
で
あ
る
。
透
谷
の
発
想
法
の
栄

光
は
、
こ
う
い
っ
た
単
純
絶
対
否
定
の
絶
対
志
向
か
ら
く
る
、
バ
ラ
ン
ス
の
思
考
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
志
向
に
一
つ
の
定
着
を
求
め
た
も
の
が
、
「
一
タ
観
」
(
明

m
-
m
)
あ
た

り
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ま
た
の
機
会
を
得
た
い
。
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注
l
、
拙
稿
「
初
期
の
広
津
和
郎
l

|
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
排
斥
|

i」

『
近
代
文
学
試
論
』
)
参
照
。

注
2
、
「
そ
れ
か
ら
数
カ
月
間
、
大
矢
は
し
ば
し
ば
相
州
の
各
地
に
非
常
手
段
を
決
行
し
て

廻
る
が
、
こ
と
ど
と
く
失
敗
し
た
。
そ
の
辺
の
叙
述
は
、
乙
の
『
自
徐
伝
』
の
中
で
も
っ

と
も
劇
的
で
あ
る
の
に
、
透
谷
に
行
動
隊
八
九
の
参
加
を
求
め
た
こ
と
は
一
言
半
句
も
記
さ

れ
て
い
な
い
。
透
谷
に
と
っ
て
は
、
『
政
治
か
ら
文
学
~
』
の
決
定
的
な
転
機
と
な
っ
た

こ
の
事
件
(
大
矢
ら
盟
友
か
ら
の
脱
落
)
が
、
大
矢
の
側
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
重
く
見
ら

れ
て
い
な
い
の
だ
。

さ
ら
に
、
大
矢
が
長
崎
で
逮
捕
さ
れ
、
徳
島
監
獄
に
つ
な
が
れ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、

透
谷
は
苦
し
い
生
活
の
中
か
ら
も
送
金
を
つ
ぶ
つ
け
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
に
も
か
か

(昭
4

・5



わ
ら
ず
、
大
矢
は
乙
の
乙
と
に
も
一
言
も
費
し
て
い
な
い
。
」
(
色
川
大
吉
「
透
谷
と
蒼

海
|
|
『
大
矢
正
夫
自
徐
伝
』
の
発
見
に
よ
せ
て
l
l
s』
昭
必
・

3

『
文
学
』
)

注
3
、
「
透
谷
が
、
出
獄
後
の
大
矢
蒼
海
を
横
浜
の
公
道
倶
楽
部
に
訪
ね
た
の
は
、
明
治
二

十
五
年
二
八
九
二
)
一
月
廿
一
日
で
あ
っ
た
。
乙
の
日
の
透
谷
日
記
に
は
、
『
獄
中
に

て
O
O
の
事
を
聞
く
、
以
て
余
が
愛
情
の
議
論
を
確
む
ぺ
し
』
と
、
謎
め
い
た
一
行
が
ポ

ツ
ン
と
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
大
矢
の
『
自
徐
伝
』
の
方
に
は
ひ
と
乙
と
も
見
当
ら
な

明
治
二
十
五
年
七
月
、
透
谷
は
蒼
海
に
一
蓄
を
飛
ば
し
て
川
口
村
九
の
再
遊
を
促
し
た

が
、
二
十
七
日
、
返
書
が
待
ち
き
れ
ず
、
単
身
秋
山
図
三
郎
宅
を
訪
問
、
竜
子
と
と
も
に

秋
山
家
に
二
泊
、
八
王
子
と
高
尾
に
そ
れ
ぞ
れ
一
泊
し
て
、
品
川
一
日
に
蒼
海
を
鶴
川
村
の

石
坂
旧
邸
に
訪
ね
て
、
よ
う
や
く
三
人
相
会
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
大
矢
伝
に
は
記
述

が
な
い
。
」
(
同
前
)
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