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味

も

す

る

lま

め

じ

「
名
人
伝
』

(
『
文
庫
』
昭
和
十
七
年
十
二
月
)
は
、
中
島
の
作
品
と
し
て
は

珍
し
く
、
息
苦
し
い
シ
リ
ア
ス
な
も
の
と
言
う
よ
り
は
、
「
笑
い
」
の
あ
る
短
編
で

あ
る
。
だ
が
、

と
の
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
笑
い
」
は
単
純
な
も
の
で
は
な

く
、
複
雑
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、

ζ

の
作
品
の
主

人
公
・
紀
昌
や
彼
の
周
囲
の
人
々
の
状
況
、

及
び
彼
ら
の
変
化
に
起
因
し
て
い
よ

う
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
は
作
品
の
構
成
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
乙
で
『
名

人
伝
』
の
構
成
を
見
て
み
る
と
、
本
文
の
一
行
あ
き
に
従
え
ば
、

四
段
(
章
)
構

成
(
起
承
転
結
の
構
成
)
に
分
け
る
事
が
で
き
よ
う
。
簡
単
に
そ
れ
ら
の
概
要
を

次
に
示
し
て
お
く
。

川
紀
昌
の
飛
衛
へ
の
弟
子
入
り
と
彼
の
修
業

山
飛
衛
を
殺
そ
う
と
す
る
紀
昌
と
事
件
の
顛
末

ω
甘
蝿
老
師
と
の
出
会
い
と
、
「
不
射
之
射
」

凶
そ
の
後
の
紀
日
日
と
妙
な
話

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
構
成
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
紀
昌
の
状
態
に
着
目
し
て
、

藤

村

猛

一
1
三
章
を
前
半
部
分
、

四
章
を
後
半
部
分
と
大
別
し
て
お
く
。
量
的
に
言
え
ば
、

前
半
部
分
が
作
品
の
大
部
分
を
占
め
、
後
半
部
分
は
少
な
め
だ
が
、
内
容
か
ら
考

-え守

hv'c
、
四
章
を
後
半
部
分
と
し
て
も
良
い
と
恩
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
前
半

部
分
と
後
半
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
紀
日
日
の
状
態
に
対
照
的
な
要
素
が
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
前
半
部
分
の
紀
目
白
は
「
負
け
ず
嫌
ひ
な
精
惇
な
面
魂
」
で
、

t
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弓
の
名
人
を
目
指
し
て
果
敢
に
行
動
す
る
。

ζ

れ
は
中
島
の
他
の
作
品
で
お
馴
見

の
「
行
動
者
」
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
後
半
部
分
の
彼
は
、
前
半
部
分
と
後

半
部
分
の
聞
に
九
年
間
も
の
空
白
期
間
は
あ
る
に
し
て
も
、
「
木
偶
の
如
く
患
者
の

如
き
容
貌
に
変
」
り
、

あ
れ
ほ
ど
執
着
し
て
い
た
「
弓
」
か
ら
も
離
れ
、
次
の
よ

う
な
状
態
に
な
る
。

既
に
早
く
射
を
離
れ
た
彼
の
心
は
、
ま
す
ま
す
枯
淡
虚
静
の
域
に
は
ひ
っ

て
行
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
木
偶
の
如
き
顔
は
更
に
表
情
を
失
ひ
、
語
る
乙
と

つ
ひ
に
は
呼
吸
の
有
無
さ
へ
疑
は
れ
る
に
至
っ
た
。

も
稀
と
な
り
、

こ
の
よ
う
な
紀
昌
の
在
り
様
と
変
化
を
ど
う
捉
え
た
ら
良
い
の
か
。

そ
れ
は
『
名

人
伝
』
の
特
徴
を
考
え
る
事
に
な
ろ
う
。

『
名
人
伝
』
の
前
半
部
分
(

(
以
下
、

ー
三
章
)
を
前
半
、
後
半
部
分
(
四
章
)
を
後
半
と
略
し
て
呼
び
た
い
J

本
稿
で
は
、

『
名
人
伝
』
の
前
半
か
ら
後
半
へ
の
紀
昌
の
変
化
を
中
心
と
し
て



考
え
、

と
の
作
品
の
持
つ
特
徴
、
特
に
「
笑
い
」
の
質
を
測
定
し
た
い
。
と
共
に

前
後
の
作
品
と
の
関
連
を
推
定
し
、
作
品
の
み
な
ら
ず
、
作
家
に
と
っ
て
の
『
名

人
伝
』
の
意
味
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
名
人
伝
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
(
日
常
性
)
と
超
現
実
(
非
日
常
性
)

の
混
在
し
た
世
界
を
描
い
て
お
り
、
又
、
題
名
か
ら
も
推
定
で
き
る
よ
う
に
、

の
両
世
界
に
跨
が
る
紀
日
日
と
い
う
弓
の
名
人
の
生
を
表
し
た
作
品
で
あ
る
。
彼
の

特
徴
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

『
名
人
伝
』
の
本
文
中
に
は
、
紀
昌
の
他
に
二
人
の
弓
の
名
人
が
登
場
す
る
。

即
ち
、
紀
日
日
の
最
初
の
師
で
あ
る
飛
衛
で
あ
り
、

二
度
目
の
師
で
あ
ろ
う
甘
蝿
老

師
で
あ
る
。
彼
ら
三
人
を
比
較
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
名
人
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し

て
い
乙
う
。

飛
衛
は
「
当
今
弓
矢
を
と
っ
て
は
、
名
手
・
飛
衛
に
及
ぶ
者
が
あ
ろ
・
っ
と
は
息

は
れ
ぬ
」
人
物
で
あ
る
。
確
か
に
彼
の
技
は
天
才
的
で
あ
る
が
、
弓
矢
を
必
要
と

す
る
、
「
射
之
射
」
の
名
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
甘
蝿
老
帥
は
飛
衛
を
超
え

た
、
弓
矢
の
要
ら
ぬ
「
不
射
之
射
」
の
名
人
で
あ
る
。
彼
の
腕
前
に
比
べ
る
と
飛

衛
の
技
は
「
児
戯
に
ひ
と
し
い
」
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
う
い
う
腕
前
の
差
は
あ

る
に
し
て
も
、
両
者
は
師
(
教
育
者
)
と
し
て
紀
昌
に
対
す
る
。
飛
衛
は
勿
論
の

事
、
甘
蝿
老
師
の
方
も
、
紀
昌
に
「
不
射
之
射
」
を
見
せ
た
事
か
ら
考
え
る
と
、

師
(
先
達
者
・
先
生
)
と
し
て
、
紀
昌
に
接
し
た
と
し
て
良
か
ろ
う
。

彼
ら
に
対
し
て
、
紀
昌
は
「
射
之
射
」
の
名
人
で
あ
り
、
甘
蝿
老
師
の
許
で
の

修
業
の
後
に
、

「
不
射
之
射
」
の
名
人
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら

ば
、
彼
が
そ
う
で
な
い
と
す
る
と
、
後
半
で
彼
が
言
う
「
至
為
は
為
す
無
く
、
至

言
は
言
を
去
り
、

至
射
は
射
る
乙
と
な
し
」
等
の
一
連
の
言
動
が
虚
偽
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
前
半
の
彼
の
性
格
や
飛
衛
の
言

ー
「
之
で
乙
そ
初
め
て
天
下
の
名
人
だ
。
我
ら
の
如
き
、
足
下
に
も
及
ぶ
も
の
で

な
い
」

l
等
か
ら
推
定
し
て
、
紀
昌
は
「
不
射
之
射
」
を
会
得
し
て
、

「
歪
射
」

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
見
倣
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
彼
は
間
郎
に
帰
っ
た
後
、
飛
衛
と
は
違
い
、
弟
子
を
取
り
師
と
は
な

ζ 

ら
な
い
。
そ
れ
ど
と
ろ
か
、
弓
矢
を
手
に
せ
ず
、

や
が
て
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
師
と
な
ら
な
か
っ
た
理
由
、
及
び
そ
の
前
提
と
思

わ
れ
る
弓
矢
を
捨
て
た
理
由
を
考
え
て
み
る
。

ま
ず
、
彼
が
師
と
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
彼
の
側
に
原
因
が
な
い
場
合

が
あ
ろ
う
。
即
ち
、
教
え
る
べ
き
人
間
の
不
在
で
あ
る
。
か
つ
て
の
紀
昌
の
如
く

-26-

一
途
に
精
進
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、

乙
れ
は

主
因
で
は
な
く
、

や
は
り
、
主
因
は
紀
昌
自
身
に
求
め
ら
れ
る
.
た
ろ
う
。
そ
れ
は

根
本
で
は
、
紀
昌
が
弓
矢
を
捨
て
た
理
由
と
関
連
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
幾
つ
も
あ
ろ
う
が
、
第
一
に
彼
の
言
う
「
至
射
は
射
る
と
と
な
し
」

と
い
う
考
え
に
よ
ろ
う
。

乙
れ
を
拡
大
し
て
言
え
ば
、
真
の
教
育
は
教
え
る
事
で

は
な
い
と
い
う
考
え
が
引
き
出
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
彼
は
師
と
な
ら
な
か
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

「
弓
」
に
話
を
換
え
れ
ば
、
彼
は
一
般
の
レ
ベ
ル
で

の
「
弓
」
を
超
え
た
と
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
彼
は
現
実
と
し
て

の
「
射
」
の
価
値
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
結
果
と
し
て
は
同
様
な
事
に
な
ろ
う
が
、
彼
の
心
が
「
弓
」
か
ら
離
れ
た

と
い
う
理
由
が
推
定
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

「
天
下
第
一
の
弓
の
名
人
」
に
な
り
た

い
と
い
う
彼
の
「
士
山
」
が
、

ま
が
り
な
り
に
も
成
就
さ
れ
、
消
滅
し
た
結
果
、
心



が
離
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
乙
の
「
志
」
も
紀
昌
独
自
の
も
の
と
言

っ
て
ι

良
い
。
)

以
上
が
、
彼
が
弓
矢
を
手
に
せ
ず
、
又
、
師
と
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

乙
の
ど
ち
ら
が
主
原
因
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
の
選
択
や
志
は
、
飛
衛
達
と

の
違
い
を
鮮
明
に
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
結
果
、
芸
(
弓
道
)
の
継
承
は
中
断
し
、
紀
昌
自
身
は
「
木
偶
の
ど

と
き
」
老
人
と
化
す
。
と
乙
に
前
述
の
士
山
の
消
滅
が
関
係
し
て
い
る
と
す
る
と
、

そ
れ
は
行
動
の
、
生
の
目
的
の
喪
失
と
言
い
換
え
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
彼
は
志
を
立
て
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
行
動
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

実
は
士
山
に
動
か
さ
れ
て
い
た
、
極
言
す
れ
ば
、
支
配
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
忠
わ

れ
る
。
そ
乙
で
、
彼
の
志
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
事
に
す
る
。

彼
の
志
は
作
品
の
回
目
一
聞
か
ら
登
場
す
る
。

「
超
の
郎
部
の
都
に
住
む
紀
昌
と
い

ふ
男
が
、

天
下
第
一
の
弓
の
名
人
に
な
ら
う
と
志
を
立
て
た
。
」
と
の
一
文
は
唐
突

の
感
も
あ
る
が
、
紀
昌
の
行
動
力
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
後
の
作
品
の

展
開
や
雰
聞
気
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
又
、
彼
の
志
に
つ
い
て
、

何
故
生
じ
た
の
か
等
の
理
由
や
背
景
の
説
明
・
描
写
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ

は
あ
た
か
も
所
与
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
箔
か
れ
る
が
、
逆
に
描
写
の
な
さ
が
彼

の
志
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
だ
が
、
作
品
を
読
み
進
む
と
解
る
の
だ
が
、
彼
の
志

は
彼
を
成
功
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
と
れ
が
一
章
の
超
人
的
修
業
を
行
わ
せ
る
も

の
だ
と
す
る
と
、

そ
れ
は
大
し
た
も
の
だ
と
言
勺
て
良
か
ろ
う
。
中
島
の
他
の
作

品
、
特
に
中
期
の
「
古
諮
」
の
諸
作
品
に
も
、
何
か
に
従
っ
て
生
き
る
人
間
違
が
登

場
す
る
。
だ
が
、
彼
ら
は
従
う
と
い
う
よ
り
も
、
何
か
に
取
り
窓
か
れ
、

そ
れ
に

振
り
回
さ
れ
、

や
が
て
滅
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
又
、
彼
ら
の
生
に
は
何
処
と
な
く

悲
哀
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
紀
昌
は
ど
う
だ
ろ
う
。
前
半
の
彼
は
明

る
く
暗
さ
は
見
ら
れ
な
い
。
後
半
の
彼
に
も
悲
哀
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
か

ら
考
え
て
も
、
彼
は
志
に
葱
か
れ
て
振
り
因
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。

無
論
、

あ
る
程
度
愚
か
れ
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
好
例
が
飛
衛
を
殺

そ
う
と
し
た
事
件
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
の
志
は
危
う
注
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
彼

を
成
功
に
導
き
、
彼
を
弓
の
名
人
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
紀
昌
は
士
山
を
果
た
し
た
後
に
、
新
し
い
志
を
得

な
い
限
り
、
新
た
な
行
動
は
起
ζ

さ
な
い
だ
ろ
・
っ
。
た
と
え
、
彼
が
「
弓
」
を
超

越
し
た
と
し
て
も
、
結
果
的
に
は
彼
は
認
識
の
中
で
生
存
す
る
だ
け
に
な
る
。
そ

の
状
態
は
満
足
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
時
彼
は
生
の
傍
観
者
に
過

ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
後
半
の
紀
昌
と
比
べ
る
と
、
前
半
の
彼
は
深
み
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
し
、
欠
点
も
あ
り
な
が
ら
も
、
真
剣
で
か
っ
、
何
処
か
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
、
十
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分
に
魅
力
的
な
の
も
事
実
で
あ
る
。

引
き
続
い
て
、
今
度
は
違
う
二
つ
の
視
点
か
ら
紀
日
日
の
特
徴
を
考
え
て
み
よ
う
。

『
名
人
伝
』
の
本
文
中
に
は
、
注
目
す
べ
き
作
者
の
注
が
二
点
あ
る
。

と
れ
か

ら
見
て
い
乙
う
。

一
点
目
は
紀
昌
が
師
の
飛
衡
を
殺
そ
う
と
し
て
、
失
敗
し
た
場
面
(
一
章
)
の

後
に
あ
る
。(

斯
う
し
た
事
を
今
日
の
道
義
観
を
以
て
見
る
の
は
当
ら
な
い
。
美
食
家

'
B
A
 

の
斉
の
桓
公
が
己
の
未
だ
味
は
っ
た
と
と
の
な
い
珍
味
を
求
め
た
時
、
蔚
宰

の
易
牙
は
己
が
息
子
を
蒸
焼
き
に
し
て
之
を
す
す
め
た
。
十
六
歳
の
少
年
、



秦
の
始
皇
帝
は
父
が
死
ん
だ
其
の
晩
に
、
父
の
愛
妾
を
三
度
襲
う
た
。
凡
て

そ
の
や
う
な
時
代
の
話
で
あ
る
。
)

二
点
目
は
作
品
の
最
終
部
分
の
、
紀
日
日
の
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
(
彼
が
弓
矢
を

忘
れ
て
、

そ
の
名
前
を
知
人
に
尋
ね
る
と
い
う
話
)
を
述
べ
る
前
に
あ
る
。

勿
論
、
寓
話
作
者
と
し
て
は
こ
ζ

で
老
名
人
に
拝
尼
の
大
活
躍
を
さ
せ
て
、

円

L

名
人
の
真
に
名
人
た
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
山
々
な
が
ら
、

一方、

又
、
何
と
し
て
も
古
書
に
記
さ
れ
た
事
実
を
曲
げ
る
訳
に
は
行
か
ぬ
。
実
際
、

老
後
の
彼
に
就
い
て
は
唯
無
為
に
し
て
化
し
た
と
ば
か
り
で
、
次
の
桜
な
妙

な
話
の
外
に
は
何
一
つ
伝
は
っ
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
。

(
以
下
、
注
の
川
・
注
の
凶
と
呼
ぶ
)

中
島
の
作
品
で
は
、
作
者
の
注
は
多
い
方
で
は
な
い
か
ら
、

乙
れ
ら
の
注
は
い

さ
さ
か
目
立
つ
。

乙
れ
ら
が
作
品
に
お
い
て
如
何
な
る
効
果
を
上
げ
て

そ
と
で
、

い
る
か
、
又
.
如
何
な
る
意
図
が
そ
ζ

に
込
め
ら
れ
て
い
る
か
等
々
が
気
に
な
る
。

ま
ず
は
注
の
作
中
で
の
効
果
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

注
の
山
は
紀
昌
の
行
動
(
師
を
殺
そ
う
と
し
た
事
)
の
異
常
さ
を
柔
ら
げ
る
効

果
が
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
紀
昌
の
行
為
の
他
に
、
現
代
の
白
か
ら
見
れ
ば
異
常
な

当
時
の
事
件
を
列
挙
す
る
一
与
に
よ
っ
て
、
紀
日
日
の
行
為
の
異
常
さ
を
緩
和
し
、

る
程
度
だ
が
、
弁
護
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
注
の

ωは
紀
昌
が
弓
矢
を
忘
れ
る
と
い
う
異
常
な
出
来
事
の
紹
介
、

合
Amhソ、

予
防
線
や
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
役
目
を
持
ち
、
又
、

乙
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
真
滋

乙
れ
も
川
の
注
と
同
様
、
紀
昌
の
言
動
の
異

常
さ
の
緩
和
の
効
果
が
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
注
の

ωは
最
終
部
分
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

性
を
増
す
効
果
が
あ
ろ
う
。
即
ち
、

が
単
純
な
も
の
で
は
な
い
事
を
予
想
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
作
者
は

自
分
を
「
寓
話
作
家
」
だ
と
言
い
、

ζ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
妙
な
話
」
だ
と
す
る
。

乙
乙
で
作
者
は
注
を
付
け
る
事
で
読
者
に
注
意
を
換
起
し
、
自
身
も
身
構
え
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

又、

ζ

れ
ら
の
注
は
該
当
部
分
の
読
解
の
み
な
ら
ず
、
紀
日
日
像
の
特
徴
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
注
は
紀
昌
の
行
動
や
状
態
に
ス
ポ
ッ
ト
・

ラ
イ
ト
を
浴
び
せ
る
訳
だ
が
、

そ
と
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
紀
昌
像
は
、
前

者
(
注
の
川
)
は
思
慮
な
し
の
行
動
者
・
紀
昌
像
で
あ
り
、
後
者
(
注
の
凶
)
は
行

為
を
超
え
た
と
忠
わ
れ
る
認
識
者
・
紀
昌
像
で
あ
る
。
即
ち
、
二
つ
の
注
は
『
名

人
伝
』
内
の
対
照
的
な
二
紀
昌
像
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
白
な
事

だ
が
、
作
者
は
紀
日
日
の
変
化
に
意
識
的
で
あ
り
、
創
作
に
当
た
っ
て
気
を
使
っ
て

い
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

『
名
人
伝
』
の
草
稿
で
は
作
者
の
注
が

(
因
み
に
、

と
れ
ら
以
外
に
も
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
重
複
し
て
い
て
、

い
さ
さ
か
煩
わ
し
い
。

定
稿
の
方
が
す
っ
き
り
し
て
い
る
し
、
効
果
的
で
あ
る
J
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だ
が
、
考
え
て
み
れ
ば
解
る
事
だ
が
、
作
中
の
注
と
い
う
も
の
は
プ
ラ
ス
の
面

だ
け
で
な
く
、

マ
イ
ナ
ス
の
面
も
持
つ
。
筋
の
進
行
の
中
断
、
作
品
の
そ
れ
ま
で

の
緊
張
感
の
弛
緩
等
が
マ
イ
ナ
ス
面
で
あ
ろ
う
。

『
名
人
伝
』
の
場
合
も
そ
う
い

う
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
る
が
、

や
は
り
プ
ラ
ス
面
の
方
が
多
い
だ
ろ
う
。
前
出
の
効

あ

果
以
外
に
も
、
注
は
作
品
に
「
余
裕
」
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
作
者
の
余
裕
を
も
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
余
裕
は
中
島
の
作
品
で
は

つ

珍
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
笑
い
の
存
在
と
共
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

が
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
事
に
す
る
。

次
に
、
紀
昌
の
特
徴
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
為
に
、

『
名
人
伝
』
前
後
の
作
品

の
主
人
公
達
と
紀
昌
を
比
べ
て
み
よ
う
。
因
み
に
『
名
人
伝
』
の
執
筆
は
昭
和
十

七
年
九
月
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
ず
は
『
名
人
伝
』
以
前
の
作
品
と
し
て
、

『
弟

子

(
昭
和
十
七
年
六
月
脱
稿
)
を
取
り
上
げ
、
主
人
公
の
子
路
と
比
較
し
て
み
る
。



両
者
の
共
通
点
と
し
て
自
に
付
く
の
は
、
幾
分
の
差
は
あ
る
が
、
主
人
公
の
「
志
」

に
伴
う
行
動
力
で
あ
り
、
師
弟
関
係
の
存
在
で
あ
る
。
子
路
は
直
情
径
行
の
面
を

持
ち
、
紀
昌
の
面
影
が
あ
る
。
又
、
子
路
と
孔
子
の
師
弟
関
係
は
有
名
な
も
の
で

あ
る
。
だ
が
両
作
品
を
子
細
に
見
る
と
、
共
通
点
に
も
看
過
で
き
な
い
相
違
が
あ

る
。
前
述
し
た
「
幾
分
の
差
」
の
差
で
あ
る
。

『
弟
子
』
で
子
路
は
単
純
な
行
動
者
か
ら
成
長
し
、
他
者
へ
の
、

そ
し
て
時
代

へ
の
認
識
を
深
め
て
い
く
。
だ
が
、
彼
は
死
ぬ
時
ま
で
行
動
者
と
し
て
の
性
格
を

保
持
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
紀
昌
は
単
純
な
行
動
者
か
ら
、
行
動
し

な
い
認
識
者
へ
と
変
化
す
る
。

つ
ま
り
、
大
ま
か
に
言
っ
て
、
両
者
は
出
発
時
は

似
て
い
る
が
、

そ
の
後
は
違
う
。
子
路
と
「
名
人
伝
』
後
半
の
紀
昌
は
、
行
動
力

の
有
無
で
対
照
的
と
言
っ
て
良
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
師
弟
関
係
に
つ
い
て
言

え
ば
、

『
弟
子
』
の
場
合
は
少
々
の
磨
擦
は
あ
る
に
し
て
も
、
大
体
は
理
想
的
な

も
の
で
あ
る
。
が
、

『
名
人
伝
』
の
そ
れ
は
、
紀
昌
が
師
の
飛
衛
を
殺
そ
う
と
し

た
よ
う
に
、

理
想
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
師
弟
の
精
伸
的
な
繋
が
り

は
、
子
路
達
と
違
い
、
厚
く
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
子
路
の
よ
う
に
「
夫
子
の
為
に

生
命
を
鋤
っ
て
顧
み
ぬ
」
な
ど
と
は
紀
昌
は
思
わ
な
い
。
確
か
に
、
子
路
も
自
分

の
信
じ
る
も
の
を
大
事
に
す
る
が
、
師
に
対
し
て
反
逆
し
た
り
せ
ず
、
従
順
と
言

っ
て
ム
良
い
。

こ
の
よ
う
に
、
行
動
を
軸
と
し
て
両
者
は
繋
が
っ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
対

照
的
な
要
素
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
『
名
人
伝
』
後
に
執
筆
さ
れ
た
『
李
陵
』

(
昭
和
十
七
年
十
月
頃
執

筆
)
と
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
李
陵
』
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
簡
単
に
言

う
と
、
世
界
の
悪
や
己
れ
の
運
命
と
格
闘
す
る
主
人
公
達
の
苦
悩
で
あ
り
、
悲
劇

で
あ
る
。

『
名
人
伝
』
と
の
共
通
項
は
あ
ま
り
な
い
。
む
し
ろ
相
違
点
の
方
が
目

立
つ
。
第
一
に
違
う
の
は
『
名
人
伝
』
に
は
見
ら
れ
ず
、

『
弟
子
』
に
描
か
れ
た

も
の
以
上
に
重
い
主
人
公
達
の
苦
悩
や
悲
劇
の
存
在
で
あ
る
。

『
名
人
伝
』
に
は

苦
悩
よ
り
も
「
笑
い
」
が
あ
る
。
次
に
、

乙
れ
は
『
名
人
伝
』
よ
り
も
『
弟
子
』

と
比
べ
た
方
が
解
り
や
す
い
の
だ
が
、

『
李
陵
』
の
登
場
人
物
達
の
聞
に
は
精
伸

的
繋
が
り
が
簿
い
と
い
う
事
が
あ
る
。

『
名
人
伝
』
で
は
そ
と
ま
で
人
聞
が
孤
立

し
て
い
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
前
半
の
み
な
ら
ず
、
後
半
の
紀
昌
に
も
孤
立
感
は
な

い
だ
ろ
う
。

共
通
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
李
陵
や
司
馬
遷
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
動
(
精
進
)

の
真
剣
さ
や
ボ
ル
テ
ー
ジ
の
高
さ
で
あ
り
、

『
名
人
伝
』
に
関
接
的
に
描
か
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
人
間
存
在
の
悲
劇
性
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
行
為
の
果
て
に

あ
る
の
が
無
為
だ
と
す
る
と
、

と
れ
は
悲
劇
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、

そ

れ
は
『
李
陵
』
の
よ
う
に
正
面
切
っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
暗
示
程
度

-29ー

に
留
め
ら
れ
て
い
る
。
又
、
後
半
の
紀
昌
と
史
記
完
成
後
の
司
馬
遷
の
姿

l
l「葱

依
の
去
っ
た
盛
者
の
や
う
に
、
身
も
心
も
ぐ
っ
た
り
と
く
ず
ほ
れ
、
ま
だ
六
十
を

出
た
ば
か
り
の
彼
が
急
K
十
年
も
年
を
と
っ
た
や
う
に
掌
け
た
」
|
|
は
似
て
い

る
と
言
え
ば
言
え
る
。
だ
が
、

そ
れ
も
『
李
陵
』
で
は
重
点
的
に
描
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
簡
単
な
紹
介
に
過
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、

『
名
人
伝
』
と
『
李
陵
』

の
聞
に
は
、

「
弟
子
』
と
の
場
合
以
上
に
両
者
の
繋
が
り
は
薄
い
と
い
う
事
に
な

ろ
う
。
む
し
ろ
、

『
弟
子
』
と
『
李
陵
」
の
方
が
繋
が
り
は
濃
い
だ
ろ
う
。

作
品
聞
に
何
ら
か
の
繋
が
り
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
不
合
理
か
も
し

れ
な
い
が
、

乙
れ
ま
で
見
て
き
た
事
を
纏
め
る
と
、
紀
昌
は
前
後
の
作
品
の
主
人

公
達
と
、
行
動
と
い
う
面
で
幾
分
か
は
重
な
る
も
の
を
持
ち
つ
つ
も
、
異
色
な
存

在
だ
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
前
半
の
紀
昌
は
子
路
や
李
陵
達

と
行
動
と
い
う
面
で
少
し
は
繋
が
る
が
、
後
半
の
紀
日
日
は
無
為
と
い
う
点
で
前
後



の
作
品
の
主
人
公
達
と
異
っ
て
い
る
と
一
=
守
え
よ
う
。
そ
乙
で
、

認
識
者
と
い
う
面

か
ら
前
後
の
作
品
を
見
直
し
て
み
る
と
、
該
当
す
る
だ
ろ
う
人
物
と
し
て
は
孔
子

や
三
蔵
法
師
(
『
悟
浄
歓
異
』
・
昭
和
十
七
年
夏
頃
完
成
か
)
ら
が
い
る
。
彼
ら

を
一
言
で
表
わ
す
と
、
欠
点
は
あ
る
が
「
大
丈
夫
な
人
」
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
彼
ら
は
主
人
公
達
に
憧
慢
(
尊
敬
)
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
『
名
人
伝
』

の
飛
衛
や
甘
蝿
老
師
も
「
大
丈
夫
な
人
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
な

ぃ
。
が
、
主
人
公
に
憧
保
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
紀
昌
は
超
え
る
べ
き
対

象
と
し
て
彼
ら
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

『
名
人
伝
』
で
憧
保
さ
れ

て
い
る
の
は
紀
昌
自
身
で
あ
る
。
即
ち
、
部
郡
の
人
々
の
覚
讃
の
中
で
彼
は
日
を

送
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
自
身
「
大
丈
夫
な
人
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま

り
、
紀
昌
は
行
動
者
で
あ
っ
た
と
共
に
、
他
者
に
頼
ら
な
い
自
立
し
た
認
識
者
で

あ
り
、
憧
慢
さ
れ
る
人
間
と
な
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
中
島
の
作
品
、
特
に
前
期
作
品
の
中
で
対
比
的
に
描
か
れ
て
き
た
行
動

者
と
非
行
動
者
、

こ
れ
ら
の
融
合
が
計
ら
れ
始

そ
の
延
長
に
認
識
者
が
い
る
が
、

め
た
の
が
『
わ
が
西
遊
記
』
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
引
き
続
い
て
憧
慢
す
る
者
と

さ
れ
る
者
が
、
自
立
し
て
い
く
一
人
物
の
中
で
表
現
さ
れ
始
め
る
の
が
『
弟
子
』
・

『
名
人
伝
』
で
あ
ろ
う
。
乙
の
共
存
が
一
人
の
人
間
の
成
長
を
表
わ
す
も
の
と
し

て、

『
名
人
伝
』
の
特
徴
の
一
つ
に
は
な
ろ
う
が
、

そ
れ
が
上
手
く
成

し
か
し
、

功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
感
が
あ
る
。

前
出
の
三
蔵
法
師
も
孔
子
も
、
主
人
公
の
白
か
ら
多
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
『
名

人
伝
』
後
半
の
紀
昌
も
周
囲
の
人
々
の
目
や
噂
話
等
に
よ
る
描
写
が
多
い
。
考
え

て
み
る
に
、
中
島
は
見
る
対
象
と
し
て
の
「
大
丈
夫
な
人
」
は
描
け
て
も
、

そ
の

人
自
身
を
中
心
に
描
く
事
は
得
意
で
は
な
い
ら
し
い
。
無
論
、
作
品
の
効
果
の
為

も
あ
ろ
う
が
、

乙
れ
は
作
者
と
対
象
(
「
大
丈
夫
な
人
」
)
と
の
距
離
の
大
き
さ

に
よ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
後
半
の
紀
昌
と
作
者
で
は
共
通
点
が
殆
ん
ど
な
い
と
言
っ

て
も
良
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
後
半
の
紀
昌
の
描
か
れ
方
に
、
何
処
か
「
物
足
り
な
さ
」

が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
乙
れ
は
『
名
人
伝
』
前
後
の
作
品
に
は
感
じ

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
は
マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
と
に
は
行

動
者
の
行
き
着
い
た
一
極
点
と
共
に
、

「
笑
い
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
紀
回
目
の
特
徴
の
幾
っ
か
|
|
前
半
・
後
半
の
紀
目
白
の
対
照
性
と
前
後
作

品
の
登
場
人
物
達
と
の
相
違
等
ー
ー
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
次

章
に
お
い
て
、

『
名
人
伝
』
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
「
笑
い
」
を
中
心
に

考
察
し
た
い
。

『
名
人
伝
』
の
笑
い
は
前
半
と
後
半
と
で
は
質
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ハ
u

n
d
 

前
半
の
、
特
に
一
章
に
表
現
さ
れ
て
い
る
笑
い
は
、
主
と
し
て
紀
昌
の
超
人
的
な

常
識
破
り
の
行
動
か
ら
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
瞬
き
せ
ざ
る
乙
と
」
と
「
視

る
と
と
」
を
学
ぶ
彼
の
姿
は
、
考
え
て
み
れ
ば
滑
稽
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
場

合
は
「
妻
の
機
織
台
の
下
に
潜
り
込
ん
で
、
其
庭
に
仰
向
け
に
ひ
っ
く
り
返
っ
た
。

眼
と
す
れ
/
¥
に
機
騒
が
忙
し
く
上
下
往
来
す
る
の
を
九
日
う
か
瞬
か
ず
に
見
詰
め

て」

(
傍
点
は
原
文
)
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
「
肌
着
の
縫
目
か

ら
誌
を
一
匹
探
し
出
し
て
、
之
を
己
が
髪
の
毛
を
以
て
繋
い
だ
。
さ
う
し
て
、

そ

れ
を
南
向
き
の
窓
に
懸
け
、
終
日
脱
み
暮
ら
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果、

「
瞬
き
せ
ざ
る
」
方
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

不
意
に
火
の
粉
が
白
に
飛
入
ら
う
と
も
、

自
の
前
に
突
然
灰
神
楽
が
立
た

う
と
も
、
彼
は
決
し
て
目
を
パ
チ
つ
か
せ
な
い
。
彼
の
険
は
最
早
そ
れ
を
閉



ぢ
る
べ
き
筋
肉
の
使
用
法
を
忘
れ
果
て
、
夜
、
熟
睡
し
て
ゐ
る
時
で
も
、
紀

昌
の
目
は
ク
ワ
ツ
と
大
き
く
見
開
か
れ
た
偉
で
あ
る
。

又

「
視
る
乙
と
」
の
修
業
の
結
果
も
次
の
よ
う
な
状
態
に
ま
で
至
る
。

或
日
ふ
と
気
が
付
く
と
、
窓
の
罰
叫
が
馬
の
様
な
大
き
さ
に
見
え
て
ゐ
た
。

占
め
た
と
、
紀
昌
は
膝
を
打
ち
、
表
へ
出
る
。
彼
は
我
が
目
を
疑
っ
た
。
人

。4

は
高
塔
で
あ
っ
た
。
馬
は
山
で
あ
っ
た
。
豚
は
丘
の
如
く
、
難
は
城
楼
と
見

え
る
。

乙
れ
ら
以
外
に
も
、
内
容
的
に
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
る
個
所
は
少
な
く
な
い
。
文

体
も
比
愉
や
誇
張
表
現
を
使
用
し
、
効
果
的
に
笑
い
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
総
体

的
に
言
え
ば
、

『
名
人
伝
』
の
前
半
、
特
に
一
章
は
一
人
の
男
の
一
途
な
姿
を
ユ

ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
描
き
、
爽
や
か
な
笑
い
を
表
現
し
て
魅
力
が
あ
る
と
言
え
よ

ぅ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
半
の
笑
い
は
複
雑
で
あ
る
。

後
半
の
笑
い
は
何
に
関
し
て
生
じ
る
の
か
。
そ
れ
は
主
に
紀
昌
が
弓
矢
を
忘
却

す
る
と
い
う
状
況
と
、

そ
れ
に
対
す
る
周
囲
の
人
々
の
反
応
に
よ
ろ
う
。
極
言
す

れ
ば
、
作
中
に
描
か
れ
た
事
実
と
一
般
人
の
持
つ
常
識
と
の
断
差
に
よ
ろ
う
。
乙

の
常
識
と
は
、
弓
矢
と
弓
の
名
人
と
の
聞
に
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
る

と
の
認
識
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
紀
日
日
は
弓
の
名
人
で
あ
る
、
弓
の
名
人

に
は
弓
矢
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
、
だ
か
ら
、
彼
が
弓
矢
を
忘
れ
る
筈
が
な
い

と
い
う
考
え
で
あ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
道
具
(
弓
矢
)
な
く
し
て
、
職
業
(
弓

道
)
は
成
立
し
な
い
と
い
う
常
識
で
あ
る
、

『
名
人
伝
』
の
人
々

紀

し
か
し
、

昌
も
含
む
)
に
は
、

乙
の
よ
う
な
常
識
は
通
用
し
な
い
。
常
識
的
で
な
い
世
界
が

展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
紀
白
日
は
弓
矢
を
手
に
せ
ず
、
や
が
て
は
忘
れ
て
し
ま
う
。

周
囲
の
人
々
も
彼
が
弓
矢
を
取
ら
な
い
事
を
誇
り
に
し
、

そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
が

弓
矢
の
名
前
を
忘
れ
た
の
を
知
る
と
、
彼
ら
は
己
が
職
業
に
必
要
な
道
具
を
隠
し
、

そ
の
使
用
を
恥
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
事
態
か
ら
生
じ
る
笑
い
を
ど
う
解
釈
す
る
か
。
作
品
だ
け
で
な
く
、

作
者
を
も
含
め
て
考
え
て
み
る
。

注
目
し
た
い
の
は
前
出
の
作
者
の
注
の
山
で
あ
る
。
即
.
ら
、
「
寓
話
作
家
」
「
妙

こ
れ
ら
は
作
者
の
作
品
に
対
す
る
余
裕
と
共
に
、
彼
に
あ
る

な
話
」
等
で
あ
る
。

「
思
い
」
が
潜
ん
で
い
る
事
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
考
え
て
み
る
に
、

『
名
人

伝
』
の
後
半
の
内
容
は
作
家
に
と
っ
て
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
芸
道
の
極
限
に
道

具
の
不
使
用
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
小
説
家
は
筆
を
捨
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に

な
る
。
書
か
な
い
の
が
真
の
小
説
家
と
な
ろ
う
。
中
島
は
「
書
き
た
い
」
作
家
で

あ
る
。
彼
に
は
後
半
の
紀
昌
の
よ
う
な
悟
り
も
経
験
も
な
い
し
、
芸
道
の
真
髄
を

極
め
た
と
の
自
信
も
な
か
ろ
う
。
そ
れ
で
は
注
の

ωに
、
そ
し
て
後
半
の
笑
い
に

込
め
た
ろ
う
思
い
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

4
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と
乙
に
は
郷
愉
に
近
い
も
の
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。
そ
れ
も
単
一
の
も
の
で
は

な
く
、
複
数
の
も
の
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

『
名
人
伝
』
後
半
の
笑
い

は
常
識
的
な
も
の
へ
の
笑
い
で
あ
り
、
か
つ
非
常
識
な
も
の
へ
の
笑
い
で
は
な
か

ろ
う
か
。
内
容
に
即
し
て
言
え
ば
、
紀
昌
の
変
化
|
|
紀
昌
は
士
山
に
従
い
、
年
中

弓
矢
の
事
ば
か
り
考
え
超
人
的
な
修
業
を
続
け
て
い
た
の
に
、

や
が
て
「
至
射
は

射
る
乙
と
な
し
」
と
言
い
、
す
っ
か
り
弓
矢
を
忘
れ
る

l
lへ
の
笑
い
で
あ
り
、

周
囲
の
人
々
の
変
化
|
|
弓
の
名
人
(
紀
日
日
)
に
妙
技
を
期
待
し
て
お
り
な
が
ら

も
、
彼
の
言
を
聞
き
納
得
し
、
か
え
っ
て
彼
が
弓
矢
を
取
ら
ぬ
事
を
誇
り
に
す
る
。

又
、
彼
が
弓
矢
を
忘
れ
た
事
に
驚
く
も
、
当
分
の
問
、
自
分
達
の
道
具
を
隠
す
|
|

へ
の
笑
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
笑
い
が
複
雑
に
絡
み
合
い
『
名
人
伝
』
の
笑
い
を

形
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

J
-
f

、

土
・
刀

そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
以
外
に
な
に
か
あ
り
は
し
ま
い
か
。
別
の



面
か
ら
考
え
て
み
る
。

繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、

『
名
人
伝
』
は
紀
昌
と
い
う
男
の
生
き
様
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
。
彼
は
己
れ
の
志
に
従
い
行
動
し
、

一
応
、
志
を
果
た
し
た
人
間
で

あ
る
。
だ
が
、
別
の
見
方
、
厳
し
い
見
方
を
す
れ
ば
、
彼
は
超
人
的
な
修
業
を
行

い
つ
つ
も
、

人
間
的
な
弱
み
を
持
ち
、

や
が
て
は
天
下
第
一
の
弓
の
名
人
に
な
る

も
、
外
見
は
無
為
の
老
人
、
生
の
傍
観
者
と
し
て
生
を
終
わ
る
。
基
本
的
な
読
み

は
、
紀
昌
の
超
人
的
な
修
業
と
真
の
名
人
ぶ
り
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
と
絡
み
合
い
な
が
ら
も
存
在
す
る
、
も
う
一
つ
の
読
み
|
|
紀
昌
の

人
間
的
な
弱
み
と
「
木
偶
の
如
き
」
無
能
の
老
人
を
結
び
つ
け
る
読
み
ー
ー
を
見

過
し
て
は
な
る
ま
い
。

か
く
の
如
き
紀
昌
の
在
り
方
の
差
が
、
実
は
『
名
人
伝
』
の
笑
い
や
作
品
の
雰

囲
気
、

ひ
い
て
は
種
々
の
特
徴
を
形
成
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、

乙
の
作
品
の
持
つ
重
層
的
な
構
造
|
|
紀
昌
の
対
照
的
な
生
の
在
り
方

ゃ
、
前
出
の
常
識
・
非
常
識
の
存
在
等
ー
ー
に
、

『
名
人
伝
』
の
笑
い
の
正
体
や

紀
昌
の
生
の
深
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
は
次
に
、

こ
の
よ
う
な
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
事
情
を
推
定
し
、

『
名
人

伝
』
の
意
味
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

四

ま
ず
始
め
に
、
中
島
の
『
名
人
伝
』
執
筆
の
事
情
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
『
名
人
伝
』
の
執
筆
時
期
は
昭
和
十
七
年
九
月
頃
で
あ
る
。

の
時
期
は
彼
に
と
っ
て
如
何
な
る
時
期
で
あ
っ
た
の
か
。

言
う
ま
で
も
な
く
、

昭
和
十
七
年
の
夏
は
大
状
況
と
し
て
は
、
太
平
洋
戦
争
が

始
ま
っ
て
か
ら
、
お
よ
そ
で
半
年
余
り
の
後
に
当
た
る
。

ζ

の
頃
は
太
平
洋
戦
争
の

初
戦
の
頃
の
よ
う
な
華
々
し
い
日
本
軍
の
連
勝
は
終
わ
り
、
六
月
の
ミ
ッ
ド
ウ
ェ

l
海
戦
で
戦
況
が
一
転
し
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
戦
争
後
期
の
よ
う
な
空
襲
等
に

よ
る
一
般
庶
民
の
生
活
の
破
壊
や
、
物
質
の
極
端
な
欠
之
は
ま
だ
な
い
に
し
て
も
、

戦
局
の
拡
大
で
局
地
戦
に
勝
っ
て
も
、

日
々
の
生
活
は
悪
化
す
る
ば
か
り
の
暗
い

時
期
で
あ
る
。

乙
の
七
月
に
中
島
は
南
洋
庁
の
役
人
を
辞
め
、
作
家
と
し

η
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て
立
と
う
と
の
決
意
を
か
つ
て
の
教
え
子
達
に
表
明
し
て
い
ぶ
。
そ
し
て
、
妻
の

小
状
況
と
し
て
は
、

里
帰
り
を
手
伝
っ
た
り
、
南
洋
で
の
体
験
を
知
人
に
話
し
た
り
し
て
、
近
親
者
の

自
に
は
「
上
機
嫌
」
に
映
る
。
又
、
創
作
面
で
は
六
月
に
『
弟
子
』
を
脱
稿
し
、

七
月
に
は
第
一
作
品
集
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、

南
洋
行
に
材
を
取
っ
た
「
南
島
語
』
や
『
環
礁
』
等
の
諸
作
品
を
執
筆
し
、

-32-

そ
の

他
に
は
第
二
作
品
集
『
南
島
語
』
の
刊
行
の
為
に
、
収
録
す
る
作
品
(
『
過
去
帳
』

『
わ
が
西
遊
記
』
等
)
の
原
稿
の
整
備
・
完
成
等
が
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

か
く
の
如
き
時
期
に
、
中
島
が
『
名
人
伝
』
の
よ
う
な
作
品
を
書
と
う
と
し
た

理
由
は
何
か
。

ま
ず
第
一
に
思
い
当
た
る
の
は
、

そ
れ
ま
で
の
作
品
(
『
弟
子
』
や
『
わ
が
西

遊
記
』
等
)
の
よ
う
な
シ
リ
ア
ス
な
、

あ
る
面
で
は
息
詰
ま
る
よ
う
な
世
界
か
ら

の
脱
出
意
欲
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
ら
と
は
反
対

の
自
由
な
余
裕
の
あ
る
作
品
を
書
乙
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
乙
れ
は
推
定
の

域
を
出
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

『
名
人
伝
』
と
近
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
南

乙

島
霞
』
の
諸
作
品
を
見
る
と
、

と
う
い
う
推
定
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
両

「
人
間
性
別
決
の
近
代
小
説
道
」
よ
り
も
「
怪
奇
な
物
語
の
構
成
と
そ
の

巧
み
な
話
出
」
を
重
視
し
た
作
品
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
中
期
作
品
の

者
共
、



『
光
と
風
と
夢
』
に
対
す
る
『
古
語
』
の
『
孤
意
』
や
『
木
乃
伊
』
等
の
諸
作
品

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
第
一
の
理
由
と
裏
腹
に
あ
る
の
だ
が
、
中
島
に
は
創
作
意
欲
の
減
退
と
不

振
か
ら
の
脱
出
意
欲
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

乙
の
夏
中

島
は
、
「
上
機
嫌
」
で
あ
っ
た
が
、
創
作
の
面
か
ら
見
る
と
、
不
振
の
季
節
で
あ
っ

た
。
と
れ
は
彼
の
書
き
た
い
も
の
(
南
南
に
お
い
て
彼
が
念
じ
て
い
た
己
れ
の
生

の
在
り
様
や
夢
等
)
が
既
に
『
弟
子
』
や
『
わ
が
西
遊
記
』
等
の
作
品
で
表
現
さ

れ
、
新
た
に
書
き
た
い
も
の
が
す
ぐ
に
は
見
つ
か
ら
な
か
勺
た
為
で
は
な
い
か
。

又
、
と
の
夏
彼
は
か
な
り
の
量
の
メ
モ
や
原
稿
類
を
焼
却
す
る
。
そ
こ
に
は
一
種

の
清
算
の
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
乙
で
取
り
敢
え
ず
、
彼
が
書
け
る
も
の
、
南
洋
行
の
体
験
や
見
聞
を
基
に
、

そ
れ
ら

内
h
u
v

は
成
功
作
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
中
島
自
身
も
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
引
。

『
南
島
語
』
や
『
環
礁
』
等
の
作
品
を
執
筆
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

と
れ
は
作
品
の
構
想
の
未
成
熟
・
作
品
世
界
の
浅
さ
等
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
、
乙
れ
ら
の
作
品
が
作
者
に
と
っ
て
思
い
出
と
い
う
面
は
あ
っ
て
も
、
文
学
作

口
問
ル
ア
レ
て
、

い
わ
ば
「
そ
れ
を
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
も
の
が
内
に
熟
し
て
来
て
、

自
づ
と
外
に
現
れ
る
」
(
『
悟
浄
歎
異
』
よ
り

「
そ
れ
」
を
「
書
く
」
と
い
う
行

為
に
換
え
て
も
通
じ
る
だ
ろ
う
)
種
の
も
の
で
は
な
い
為
も
あ
ろ
う
。
が
、

そ
オ1

以
外
に
中
島
に
と
っ
て
の
「
夏
」
と
い
う
季
節
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
も
良
か
ろ

-つ。
彼
に
と
っ
て
、
夏
は
従
来
創
作
に
適
し
て
い
な
い
季
節
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

乙
れ
は
彼
の
病
気
(
端
息
)
の
特
殊
性
に
よ
ろ
う
。
彼
の
病
気
は
季
節
的
に
言
え

ば
、
実
は
夏
よ
り
も
冬
に
猛
威
を
振
る
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
冬
は
病
気
の
為

に
閉
じ
込
も
り
が
ち
に
な
り
、
春
の
来
る
の
を
待
ち
つ
つ
、
彼
は
哨
息
の
発
作
に
、

将
来
へ
の
不
安
に
、
孤
独
に
耐
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
夏
は
病
気
が

そ
う
ひ
ど
く
な
く
、

戸
外
で
の
活
動
が
可
能
の
為
、
旅
行
や
登
山
等
に
彼
は
羽
を

伸
ば
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
も
病
気
の
悪
化
の
為
に
、

昭
和
十
四
・
五
年
頃

(が、

か
ら
は
不
可
能
に
な
る
。
)

し
か
し
、
創
作
面
か
ら
言
え
ば
、
戸
外
で
の
活
動
の
故
に
執
筆
時
聞
が
不
足
す

る
為
か
、

又
は
創
作
意
欲
の
集
中
化
が
し
に
く
い
為
か
、

夏
に
は
作
品
は
あ
ま
り

執
筆
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
健
康
状
態
と
は
反
比
例
し
て
、
冬
の
方

が
創
作
に
適
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
冬
の
暗
い
日
々
に
彼
は
己
れ
の
心
情

を
凝
結
し
、
創
作
の
原
動
力
と
な
し
、

あ
る
素
材
に
、

そ
の
多
く
は
中
国
の
古
典

で
あ
る
が
、
自
己
の
思
い
を
投
影
し
、
対
象
と
共
鳴
し
作
品
化
す
る
。
と
れ
が
彼

の
成
功
作
の
お
よ
そ
の
創
作
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

J
a
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乙
の
夏
(
昭
和
十
七
年
)
は
冬
に
比
べ
て
創
作
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
が
低
い

q
u
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と
い
，
っ
、

そ
れ
ま
で
の
夏
の
通
弊
を
引
き
摺
り
な
が
ら
も
、
病
気
の
悪
化
の
せ
い

も
あ
る
が
、
今
ま
で
の
夏
の
よ
う
に
戸
外
で
の
活
動
で
日
を
送
る
、

又
、
作
品
を

書
か
な
い
で
す
ま
す
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
前
年
、
長
年

勤
め
て
い
た
横
浜
高
女
を
退
職
し
、
新
し
く
就
職
し
た
南
洋
庁
も
、
七
月
に
は
辞

め
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
彼
は
創
作
活
動
に
励
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
彼
の
満
足
す
る
作
品
は
で
き
な
い
。
彼

は
作
家
と
し
て
、

又
、
家
長
と
し
て
成
功
作
、
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
「
ほ
ん
も
の
」

を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
ほ
ん
も
の
」
を
書
く
為
に
、
成
功
作
と
恩
わ
れ
る
従

来
の
作
品
と
同
様
の
創
作
方
法

l
i
t
-
人
の
人
閣
の
生
き
様
や
心
情
を
自
分
に
引

き
寄
せ
て
重
点
的
に
描
く
方
法
ー
ー
を
取
ろ
う
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

そ
の
際
、

と
の
不
振
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
意
欲
と
共
に
、
前
述
の
自
由
な

世
界
を
創
造
し
た
い
と
す
る
希
望
が
、

『
名
人
伝
』
の
構
想
、
執
筆
に
関
与
し
た



も
の
と
恩
わ
れ
る
。
作
品
に
即
し
て
簡
単
に
言
え
ば
、
前
者
の
意
欲
は
『
悟
浄
歎

異
』
や
『
弟
子
』
で
表
現
さ
れ
た
成
長
す
る
行
動
者
像
の
追
求
で
あ
り
、
後
者
は

『
幸
福
』

(
『
南
島
翠
』
)
等
で
描
か
れ
た
価
値
の
転
換
や
ユ
ー
モ
ア

『
夫
婦
』

等
の
導
入
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

「
ほ
ん
も
の
」
と
し
て
の
人
間
の
生
の
描
写
、
又
、

ユ
ー
モ
ア
や
自
由
自
在
さ
、

そ
し
て
価
値
の
転
換
等
々
で
あ
る
。
乙
れ
ら
を
「
名

人
伝
』
の
骨
組
(
素
材
と
な
っ
た
中
国
の
古
典
を
基
に
し
た
骨
組
)
に
加
え
て
肉

付
け
て
い
乙
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
、
二
種
の
創
作
意
図
は
『
名
人

伝
』
の
読
み
を
一
つ
に
限
定
し
に
く
く
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
紀
昌
を
単
純
さ
か
ら

救
い
、
作
品
に
重
層
的
構
造
を
も
た
ら
し
、
深
み
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
『
名
人
伝
』
の
笑
い
を
作
者
の
側
か
ら
、
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

元
来
、
中
島
に
と
っ
て
、
小
説
は
重
い
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
せ
い
か
、
彼
の
文
学
修
業
は
真
撃
な
も
の
で
あ
る
。

『
名
人
伝
』
に
描

か
れ
た
紀
日
日
の
超
人
的
な
修
業
は
、
中
島
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
別
種
の
も
の
で
あ

(
7
)
 

「
傷
つ
い
た
脚
を
引
摺
り
乍
ら
目
的
地
へ
向
ふ
旅
人
の
や
う
に
と
ぼ
，

f止

ろ
う
。

と
進
む
が
如
き
修
業
が
中
島
の
も
の
で
あ
る
。
片
ゃ
、
紀
昌
の
修
業
は
明
快
で
直

進
的
で
あ
り
、
苦
悩
を
知
ら
な
い
。
が
、
両
者
共
、
志
に
動
か
さ
れ
る
点
で
は
同

様
で
あ
る
。

一
時
の
事
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
島
は
例
え
ば
悟
空
に
対
す
る
悟
浄

の
よ
う
に
、
紀
昌
の
自
由
自
在
さ
に
思
い
を
馳
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

折
し
も
彼
は
激
動
す
る
時
代
に
日
を
送
り
、
創
作
的
に
は
不
作
と
い
う
事
態
に
気

を
使
い
な
が
ら
も
、

つ
か
の
間
の
楽
し
い
生
活
(
南
洋
行
後
の
家
族
と
共
の
作
家

生
活
)
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
名
人
伝
』
は
彼
の
生
真
面
目
な
文
学
修
行

の
合
い
聞
に
、
良
い
作
品
を
書
乙
う
と
し
な
が
ら
も
、
何
処
か
作
者
自
ら
楽
し
み

な
が
ら
書
き
上
げ
た
作
品
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
だ
が
、

『
名
人
伝
』
前
半
の
明

快
さ
か
ら
、
後
半
の
見
方
に
よ
れ
ば
遼
巡
め
い
た
も
の
へ
の
変
化
に
、
中
島
の
余

わ
ず
か
で
あ
る
が
惚
れ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。
想
像

裕
と
共
に
、

の
域
を
出
な
い
が
、

『
名
人
伝
』
の
笑
い
は
、
作
者
に
と
っ
て
、
己
れ
の
過
去
へ

の
笑
い
で
あ
り
、
将
来
へ
の
笑
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
志
を
果
た
そ
う
と
一
途
に

進
む
紀
昌
に
過
去
の
己
れ
の
姿
を
、

「
木
偶
の
如
き
」
紀
昌
の
姿
に
、
と
ぼ
と
ぼ

と
歩
き
行
く
旅
人
の
行
き
暮
れ
た
、
未
来
の
己
れ
の
姿
を
見
て
い
た
の
か
も
し
れ

-fa

，、。
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洋
行
前
の
『
山
月
記
』
で
作
家
た
ら
ん
と
す
る
己
れ
の
執
念
を
文
学
化
し
た

作
者
に
、
念
願
の
成
就
し
た
後
、

過
ぎ
乙
し
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
る
余
裕
と
未

来
へ
の
思
い
が
生
じ
、

『
名
人
伝
』
執
筆
の
際
、
作
者
の
胸
を
よ
ぎ
っ
た
と
し
て

も
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
乙
に
は
明
る
い
微
笑
と
い
さ
さ
か
自
明

的
な
笑
い
、

そ
し
て
恐
れ
の
混
じ
っ
た
笑
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
良

a
q
 

nペ
u

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
名
人
伝
』
執
筆
の
後
、
中
島
は
よ
り
「
ほ
ん
も
の
」
の
文
字
を
求
め
て
、
『
李

陵
』
の
世
界
を
造
型
し
始
め
る
。
だ
が
、
彼
は
約
二
カ
月
後
の
十
二
月
四
日
に
生

を
終
え
る
。
そ
の
時
、

『
名
人
伝
』
は
彼
の
自
由
な
夢
と
重
い
現
実
の
聞
に
存
在

し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
昭
和
六
十
年
八
月
稿
)

(
注
)

山
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
中
島
敦
全
集
』
(
筑
摩
書
房
昭
日
)
に
よ
る
。
中
島

の
他
の
作
品
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

間
鈴
木
美
江
子
氏
宛
書
簡
(
昭
和
十
七
年
七
月
三
日
付
)
・
小
宮
山
静
氏
宛
書
簡
(
昭

和
十
七
年
七
月
八
日
付
)
参
照

問
中
島
の
妹
、
折
原
澄
子
氏
の
回
想
に
よ
る
。



(
「
兄
と
私
」
『
中
島
敦
全
集
・
月
報
一
』

凶
引
用
は
『
光
と
風
と
夢
』
よ
り

山
南
洋
行
中
島
は
昭
和
十
六
年
七
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
、
パ
ラ
オ
島
の
パ
ラ
オ
南

洋
庁
に
勤
務
し
た
。

附
庄
野
誠
一
氏
宛
書
簡
(
昭
和
十
七
年
八
月
三
十
一
日
付
)
参
照
o

m
引
用
は
『
李
陵
』
よ
り

筑
摩
書
房一

昭
日
・

3
)

「
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