
両
浜
虚
子
初
期
写
生
文
の
展
開

「
浅
草
寺
の
く
さ
戸
'
¥
」
か
ら
「
北
清
島
町
」
ま
で

虚
子
が
、
正
岡
子
規
の
す
す
め
に
よ
り
、
松
山
に
あ
っ
た
「
ホ
ト
h

ギ
ス
」
を

東
京
に
移
し
て
そ
の
発
行
人
と
な
っ
た
の
は
明
治
三
一
年
一

O
月
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
を
発
表
し
た
の
を
皮
ぎ
り
に
、
そ
れ
以
降
、

彼
は
写
生
文
の
試
み
に
踏
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
写
生
文
が
小
説
に
結
実

す
る
の
は
『
鶏
頭
」
〈
明
治
四
一
・
一
)
所
収
の
作
品
が
書
か
れ
る
明
治
三
八
年
以

降
で
あ
る
か
ら
、
虚
子
の
初
期
写
生
文
の
時
代
は
約
七
年
間
続
く
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
写
生
文
は
の
ち
の
小
説
に
比
べ
れ
ば
習
作
の
域
を
出
な
い
と
も
い
え
る
が
、

他
方
で
は
、
素
朴
な
写
生
文
で
あ
る
た
め
に
む
し
ろ
小
説
以
上
に
虚
子
の
作
家
的

特
質
を
あ
ら
わ
に
示
し
て
お
り
、
虚
子
散
文
に
お
け
る
そ
の
意
義
は
必
ず
し
も
小

さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

虚
子
の
初
期
写
生
文
は
素
材
か
ら
二
つ
の
程
類
に
分
類
で
き
る
。

一
つ
は
世
俗

的
現
実
社
会
を
素
材
と
す
る
作
品
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
自
然
的
超
俗
世
界
を
描

く
作
品
で
あ
る
。
前
者
に
属
す
の
は
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
〈
明
治
剖

-miロ・

3
)
、
「
女
易
者
」
(
明
治
犯
・
日
)
、
「
百
八
の
鐘
」
(
明
治
犯
・

1
)
、
「
牛
肉
屋
」
(
明

治
犯
・

l
)
、
「
成
田
詣
」
(
明
治
犯
・

3
)
、
「
北
清
島
町
」
(
明
記

-
U
)
、
「
六
阿
弥

陀
詣
」
(
明
治
目
・

4
)
等
で
あ
り
、
後
者
の
作
品
と
し
て
は
、
「
中
山
寺
」
(
明
治

出
・
ロ
)
、
「
浴
泉
雑
記
」
(
明
治
沼
・

7
1日
)
、
「
二
里
の
山
路
」
(
明
治
目
・

1
)
、

村

上

林

，苫と
I口

「
汽
車
待
つ
間
」
〈
明
治
討

-m)、
「
鉢
形
城
」
(
明
治
部

-m)、
「
湯
河
原
日
記
」
(
明

治
部
・

l
)
、
「
幻
住
庵
の
跡
」
(
明
治
幻
・
ロ
)
、
「
影
法
師
」
(
明
治
犯
・

1
)
、
「
石

棺
」
(
明
治
犯
・

3
)
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
虚
子
が
取
り
上
げ
る
素
材
は
、
時
期
ご
と
に
種
類
の

か
た
よ
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
三
て
二
年
に
は
二
つ
の
素
材

-1ー

が
両
方
と
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
明
治
三
三
年
に
中
心
的
素
材
と
な
る

の
は
世
俗
的
現
実
世
界
で
あ
り
、
ま
た
明
治
三
四
年
以
降
三
八
年
ま
で
の
時
期
に

は
逆
に
超
俗
世
界
が
素
材
の
主
流
を
な
す
。
(
つ
い
で
に
言
っ
て
お
け
ば
、
明
治
三

九
年
以
降
の
『
鶏
頭
」
所
収
作
品
に
お
い
て
は
明
治
三
一
、
二
年
の
最
初
期
と
同

じ
く
再
び
二
つ
の
素
材
が
両
方
と
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
)
つ
ま
り
、
虚
子
写
生
文

は
、
素
材
の
程
類
を
も
と
に
し
て
幾
つ
か
の
時
期
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

が
、
本
稿
で
は
、
作
品
内
部
に
具
体
的
に
踏
み
込
み
な
が
ら
、
各
々
の
時
期
の
虚

子
の
到
達
地
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
次
の
段
階
を
ど
の
よ
う
に

導
き
出
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し
、
全
体
と
し
て
初
期
写
生
文
の
展
開
過
程
を

跡
づ
け
た
い
と
考
え
る
。

そ
の
際
見
過
ご
せ
な
い
の
は
形
式
の
問
題
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
大
切
な
の
が
、

写
生
文
と
い
う
散
文
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ



ぅ
。
た
と
え
ば
、
虚
子
写
生
文
の
展
開
を
「
客
観
」
写
生
か
ら
「
主
観
」
写
生
へ

の
変
化
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
小
説
を
み
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
「
客
観
」
写
生
か
ら
「
主
観
」
写
生
へ
の
展
開
を
、
見
た
ま
ま
の
描

写
か
ら
「
虚
構
」
(
事
実
で
な
い
「
ウ
ソ
」
)
を
含
む
描
写
へ
の
発
展
と
い
う
形
で

考
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
「
客
観
」
写
生
と
「
主
観
」
写

生
を
区
別
す
る
こ
と
に
、
筆
者
は
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
「
客
観
」
写

生
を
「
ウ
ソ
」
を
合
ま
な
い
「
事
実
」
の
表
現
と
す
る
見
方
は
、
「
事
実
」
を
認
識

主
体
の
意
味
作
用
と
切
り
離
さ
れ
た
自
立
的
「
存
在
」
と
す
る
理
解
に
基
づ
く
の

だ
が
、
実
際
に
は
そ
ん
な
「
事
実
」
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
注
l
)
な
ぜ

な
ら
、
作
者
が
ど
れ
ほ
ど
見
た
ま
ま
の
事
実
を
描
い
た
つ
も
り
で
も
、
そ
れ
は
彼

の
主
観
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
「
事
実
」
で
あ
る
ほ
か
な
く
、
「
主

観
」
写
生
と
「
客
観
」
写
生
と
は
必
ず
し
も
明
確
な
背
反
関
係
に
は
な
い
の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
主
観
と
客
観
の
区
別
自
体
が
無
意
味
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。

虚
子
写
生
文
の
展
開
を
「
客
観
」
写
生
か
ら
「
主
観
」
写
生
へ
の
発
展
と
す
る
見

方
も
確
か
に
一
定
の
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
「
あ
り
の

ま
ま
」
の
描
写
か
ら
「
ウ
ソ
」
を
含
む
描
写
へ
の
移
行
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
自

己
の
主
観
的
ま
な
ざ
し
の
機
能
に
無
意
識
だ
っ
た
作
家
が
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
認

識
し
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
そ
の
中
で
よ
り
高
次
の
ま
な
ざ
し
を
獲
得
し
て
い
く

過
程
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
虚
子
の
初
期
写
生
文
作
品
を
検

討
し
、
内
容
、
方
法
の
両
面
か
ら
そ
の
発
展
過
程
を
跡
づ
け
て
行
き
た
い
。
た
だ

し
、
紙
数
の
関
係
か
ら
七
年
間
の
全
部
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
前

半
三
年
間
〈
明
治
一
三
年
か
ら
三
三
年
)
の
作
品
の
み
を
取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
、

以
後
の
作
品
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
す
る
。

ー王
(
l
)
例
え
ば
前
回
登
美
氏
は
「
文
章
で
写
生
す
る
」
こ
と
を
、
「
作
者
の
考
え
と

か
思
想
と
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
か
を
ま
っ
た
く
加
え
ず
、
作
者
が
見
た
ま
ま

の
事
件
や
風
俗
を
そ
の
ま
ま
文
章
に
表
現
す
る
」
(
『
人
と
作
品
目

高
浜
虚

子
』
清
水
書
院

昭
和
四
一
・
一
一
)
こ
と
で
あ
る
と
説
明
す
る
が
、
「
作
者

が
見
た
ま
ま
の
事
件
や
風
俗
を
そ
の
ま
ま
」
表
現
し
た
文
章
に
「
作
者
の
考

え
と
か
思
想
と
か
」
が
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
に
お
い
て
虚
子
が
、
見
た
通
り
を
あ
り
の
ま
ま
描
く

「
客
観
」
描
写
を
め
ざ
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
〈
注
2
)
で
は
、
実
際

-2-

の
描
写
は
ど
う
か
。
次
に
一
例
と
し
て
浅
草
寺
の
参
詣
人
の
描
写
を
引
用
す
る
。

千
畳
敷
の
罫
銭
箱
の
前
に
は
二
六
時
中
人
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
し
。
ぞ
ろ
ぞ

ろ
と
来
て
ぞ
ろ

f
¥と
去
る
。
(
略
)
目
の
前
に
之
れ
を
見
れ
ば
め
h

ぐ
る
敷

き
限
り
な
り
。
其
の
拝
み
ゃ
う
の
様
々
な
る
が
中
に
二
三
を
い
へ
ば
、
両
手

高
く
さ
し
あ
げ
た
る
は
水
に
溺
れ
て
救
を
求
む
る
に
似
た
り
。
此
の
人
女
難

の
相
あ
り
。
吸
ひ
取
る
や
う
に
拝
む
も
の
は
抹
香
の
煙
の
外
に
尚
ほ
空
中
に

物
あ
り
と
信
ぜ
る
な
ら
ん
。
此
の
人
土
性
に
し
て
子
五
人
あ
る
べ
し
。
す
こ

し
の
人
の
隙
聞
を
狙
ひ
前
へ
/
¥
と
割
り
出
す
は
光
薄
き
尊
前
の
燈
明
を
力

な
く
思
へ
る
に
や
、
此
人
命
短
か
h

る
べ
し
。
羽
織
の
裾
を
帯
の
上
ま
で
ま

く
り
上
げ
一
蜘
幅
傘
を
開
り
も
な
く
股
に
は
さ
み
玉
ふ
は
何
処
の
奥
様
に
や
。

(
略
)
意
気
地
な
き
は
西
洋
人
と
見
れ
ば
甚
だ
し
き
無
礼
を
も
色
め
ぬ
売
僧
の

馬
鹿
顔
。
あ
は
れ
な
る
は
其
の
売
伯
を
生
き
仏
の
や
う
に
思
へ
る
菩
男
善



女。

文
語
体
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
確
か
に
作
者
の
見
た
ま
ま
の
参
詣
人
の
姿
が
捉
え

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
を
「
客
観
」
描
写
と
呼
ぶ
こ
と
も
不
可
能
で
は

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
こ
こ
に
作
者
の
主
観
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
文
章
が
こ
れ
ほ
ど
生
き
生
き
し
て
い
る
の
は
、

「
余
」
の
主
観
的
な
ま
な
ざ
し
が
人
々
を
積
極
的
に
戯
固
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
例
え
ば
「
両
手
高
く
さ
し
あ
げ
た
る
は
水
に
溺
れ
て
救
を
求
む
る
に
似
た

り
」
、
「
吸
ひ
取
る
や
う
に
拝
む
も
の
は
抹
香
の
煙
の
外
に
尚
ほ
空
中
に
物
あ
り
と

信
ぜ
る
な
ら
ん
」
等
の
表
現
に
は
、
「
余
」
の
主
観
が
強
く
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
虚
子
の
主
観
的
ま
な
ざ
し
が
極
め
て
積
極
的
に
機
能
し
て
い

る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
「
何
事
も
金
の
世
の
中
な
り
」
と
い
う

現
実
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
み
れ
ば
、
必
ず
し

も
個
性
的
で
独
自
な
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
こ
に
社
会
秩
序
の
あ
り
ょ
う
へ

の
根
底
的
な
疑
問
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
通
俗

的
な
認
識
だ
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
こ
こ
に
江

戸
以
来
の
戯
作
者
に
通
う
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
(
注
3
)
だ
が
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
も
、
こ
こ
で
虚
子
が
、
見
た
ま
ま
あ
り
の

ま
ま
の
対
象
描
写
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の

段
階
に
お
け
る
虚
子
は
、
自
分
自
身
の
目
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
写
生

文
の
方
法
を
模
索
し
な
が
ら
、
そ
の
ま
な
ざ
し
自
体
は
な
お
類
型
的
な
古
さ
を
免

れ
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
注
4
)

「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
に
、
「
中
山
寺
」
(
明
治

一
三
・
一
二
)
が
あ
る
。
前
者
が
現
実
世
界
を
描
い
た
の
に
対
し
て
こ
れ
は
超
俗

世
界
を
扱
っ
て
お
り
、
素
材
の
違
い
は
視
点
の
位
置
や
ま
な
ざ
し
の
内
実
に
も
関

わ
っ
て
興
味
深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
も
描
写
の
一
例
を
引
用
す
る
。

祖
師
堂
の
縁
に
腰
う
ち
か
け
て
杉
の
風
に
耳
を
澄
ま
す
。
境
内
広
く
落
葉

多
し
。
『
西
吹
け
ば
束
に
た
ま
る
』
と
い
ふ
を
目
の
前
に
見
て
心
ゆ
く
こ
と
暫

く
な
り
。
後
ろ
の
丘
よ
り
す
く
づ
掻
く
な
る
女
の
子
等
現
れ
出
で
ぬ
。

様

に
熊
手
携
へ
背
に
竹
篭
を
負
ひ
ぬ
。
竹
篭
に
は
堆
く
落
葉
を
つ
め
た
り
。
背

よ
り
遣
に
丈
高
く
な
り
た
る
を
い
と
軽
げ
に
負
ひ
ゆ
く
な
り
。
〈
略
)
足
下
の

落
葉
吹
き
ま
く
風
の
音
、
寺
男
の
物
買
ひ
に
ゆ
く
影
な
ど
の
外
我
が
黙
想
を

破
る
も
の
な
し
。

一
読
し
て
、
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
す
く

づ
掻
く
な
る
女
の
子
」
や
「
物
買
ひ
に
ゆ
く
」
寺
男
は
、
静
か
で
美
し
い
自
然
的

景
色
の
一
部
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
浅
草
寺
の
く
さ
ん
/
入
」
の
人
間

が
瑚
笑
的
に
戯
固
化
さ
れ
て
い
た
の
と
は
非
常
に
異
質
な
人
間
把
握
だ
と
い
わ
ね

-3ー

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
、
視
点
と
対
象
と
の
位
置
関
係
の
違
い
と
し
て
考
え
て
み

れ
ば
、
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
の
「
余
」
が
超
越
的
な
高
み
か
ら
対
象
を
見
下
し

て
い
た
の
に
対
し
、
「
中
山
寺
」
の
「
余
」
は
自
己
の
卑
小
さ
を
自
覚
し
つ
つ
畏
敬

の
念
を
以
て
超
俗
的
情
景
を
仰
ぎ
見
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
「
樹
顕
の

松
風
は
我
が
俗
を
酬
明
り
、
堂
内
日
蓮
の
像
は
我
が
小
を
笑
ふ
も
の
h

如
し
。
(
略
)

松
の
木
の
間
に
は
す
く
づ
掻
く
子
の
影
見
え
て
松
の
風
、
落
葉
の
音
神
々
し
き
に

襟
を
正
す
べ
し
」
と
い
う
描
写
な
ど
を
み
れ
ば
、
「
余
」
の
ま
な
ざ
し
に
超
俗
世
界

へ
の
畏
敬
の
念
が
苧
ま
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
二
作
品

を
対
比
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
作
者
の
内
部
に
は
、
世
俗
的
現
実
社
会
へ
の

瑚
笑
と
超
俗
世
界
へ
の
憧
慣
と
が
背
反
的
な
形
で
併
存
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
、
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
と
「
中
山
寺
」
を
、
そ
の
相
違
点
に



注
目
し
な
が
ら
対
比
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
基
本
的
な
と
こ
ろ
に
立
ち
戻
れ
ば
、

こ
れ
ら
二
作
品
は
、
作
者
が
「
客
観
」
写
生
を
狙
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
描
写
そ

れ
自
体
が
彼
の
主
観
的
な
現
実
認
識
を
素
朴
に
反
映
し
て
い
る
点
に
お
い
て
深
く

共
通
し
て
い
る
。
虚
子
は
お
そ
ら
く
そ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
の
「
客
観
」
描
写
と
考

え
て
い
た
は
ず
で
、
こ
の
時
期
の
彼
は
、
ど
の
よ
う
な
「
客
観
」
描
写
も
作
者
の

主
観
的
ま
な
ざ
し
に
支
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
対
象
に
働
き
か
け

る
こ
と
で
は
じ
め
て
対
象
が
一
定
の
意
味
を
帯
び
た
形
に
見
え
て
く
る
こ
と
に
対

し
て
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
作
「
浴
泉
雑
記
」
(
明
治
三
二
・
七

1
一
一
)
は
、
修
善
寺
温
泉
の
自
然
を
美

し
い
超
俗
的
世
界
と
し
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
現
実
世
界
が
「
功
名
と
か
野
心

と
か
の
傷
を
煮
え
腐
ら
し
た
り
す
る
俗
塵
界
」
と
捉
え
ら
れ
、
そ
こ
に
住
む
人
間

が
「
功
名
の
念
、
利
欲
の
念
、
愛
憎
の
念
な
ど
」
に
支
配
さ
れ
る
俗
人
と
さ
れ
る

の
に
対
し
、
超
俗
世
界
は
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。

此
処
に
天
然
の
チ
ャ
ー
チ
が
あ
る
。
伊
豆
の
修
善
寺
の
、
霊
泉
の
湧
き
出

る
其
の
山
、
其
の
水
、
雲
の
ゆ
き
、
も
た
Y
な
ら
ず
覚
え
て
、
我
が
理
想
の

チ
ャ
ー
チ
は
我
が
目
の
前
に
展
開
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
の
や
う
で
あ
る
。
〈
略
)

国
家
の
興
亡
盛
衰
は
小
事
で
は
あ
る
ま
い
。
併
し
其
処
に
遣
に
大
い
な
る
或

者
が
あ
る
。
/
我
が
俳
詰
は
口
に
た
ま
ら
ぬ
念
仏
に
似
て
ゐ
る
。
(
略
)
一
旦

「
百
合
咲
く
や
」
と
か
「
雲
の
ゆ
き
h

か
な
」
と
か
い
へ
ば
忽
ち
明
瞭
な
印
象

が
脳
裏
に
与
へ
ら
れ
て
、
神
が
作
っ
た
こ
の
花
の
美
、
こ
の
白
雲
の
芙
は
永

へ
に
忘
れ
ん
と
し
て
も
忘
る
h

こ
と
が
出
来
ぬ
や
う
に
な
る
。
是
れ
宣
賞
き

福
音
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
虚
子
の
見
方
に
従
え
ば
、
世
界
は
「
俗
塵
界
」
と

「
天
然
の
チ
ャ
ー
チ
」
と
し
て
の
超
俗
世
界
に
二
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か

も
両
者
は
明
確
な
背
反
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
先
に
「
中
山
寺
」
の
人
物
を
理

想
化
す
る
一
方
で
「
浅
草
寺
の
く
さ
p
t
¥」
の
人
物
を
戯
画
化
す
る
と
い
う
こ
っ

の
志
向
が
虚
子
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
俳
諮
的

超
俗
趣
味
の
二
側
面
を
各
々
作
品
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

-つ。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
の
も
と
で
、
超
俗
世
界
の
人
物
は
ど
の
よ
う
に
描

写
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
例
と
し
て
「
正
直
な
御
者
」
の
描
写
を
次
に
引
用
す

る。

御
者
は
始
終
奥
歯
で
舌
を
鳴
ら
し
キ
ユ
ツ
/
¥
と
い
ふ
音
を
さ
せ
乍
ら
手

綱
を
あ
や
つ
っ
て
ゐ
る
。
も
し
馬
が
ぬ
か
る
み
で
行
き
難
む
時
は
彼
は
恰
も

自
分
の
弟
か
何
か
に
い
ふ
如
き
調
子
で
い
ふ
。
「
お
お
重
い
/
¥
重
い
な
ア
、

さ
う
だ
も
う
一
息
だ
、
し
っ
か
り
や
れ
、
あ
す
は
一
日
休
ま
せ
て
や
る
。
キ

-4一

ユ
ツ
/
¥
/
¥
/
¥
」
「
あ
h

あ
ぶ
な
い
/
¥
気
を
つ
け
ろ
、
重
い
な
ア
よ
し

よ
し
、
キ
ユ
ツ
/
¥
/
¥
」
御
者
は
突
然
余
を
顧
み
て
、
「
ほ
ん
と
う
に
利
巧

な
も
の
だ
な
ア
」
と
彼
は
満
面
笑
み
を
湛
へ
て
ゐ
る
の
が
月
明
り
に
見
え
る
。

(
略
)
月
光
は
心
地
よ
く
馬
車
の
中
に
さ
し
こ
ん
で
御
者
の
蓬
の
如
く
延
び
た

髪
の
後
ろ
っ
き
は
常
に
余
が
目
の
前
に
在
っ
た
。

こ
こ
に
は
御
者
の
言
葉
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
「
中
山
寺
」

の
人
物
が
単
に
凪
景
の
一
部
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
こ
の
作
品
の
意
義
の
一
つ
は
、
超
俗
世
界
の
人
物
が
具
体
的
な
し
ぐ
さ
や
表

情
、
言
葉
な
ど
を
通
し
て
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
た
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の

で
あ
る
。

だ
が
、
描
写
の
「
客
観
」
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
は
な
お
大
き
な

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
御
者
の
言
葉
を
「
恰
も
自
分
の
弟
か
何
か
に
い



ふ
如
き
調
子
」
と
形
容
し
、
表
情
を
「
満
面
笑
み
を
湛
へ
て
ゐ
る
」
と
表
現
す
る

と
こ
ろ
、
ま
た
「
心
地
よ
く
馬
車
の
中
に
さ
し
こ
」
む
「
月
光
」
と
「
御
者
の
蓬

の
如
く
延
び
た
髪
の
後
ろ
っ
き
」
を
組
み
あ
わ
せ
て
描
写
す
る
と
こ
ろ
等
は
、
対

象
を
あ
り
の
ま
ま
描
写
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
特
定
の
あ
る
角
度
か
ら
描
写

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
正

直
な
」
御
者
は
作
者
の
理
想
化
を
強
く
蒙
っ
て
描
写
さ
れ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
さ
ら
に
よ
く
示
す
例
と
し
て
、
次
に
山
道
で
す
れ
違
っ
た
男
へ
の
「
想
像
」

を
引
用
す
る
。

い
か
に
も
平
和
な
血
が
体
中
を
流
れ
る
や
う
党
え
て
、
余
は
覚
え
ず
ほ
、

え
ま
れ
た
。
想
像
す
る
に
、
彼
男
は
安
の
径
を
左
に
取
っ
て
、
板
橋
を
渡
つ

て
水
車
の
描
を
通
っ
て
、
川
向
ふ
の
村
に
帰
る
の
で
あ
ら
う
、
さ
う
し
て
色

の
黒
い
眼
元
の
優
し
い
彼
の
恋
女
房
は
、

一
本
を
彼
の
脂
の
上
に
置
い
て
彼

の
帰
る
の
を
待
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
、
彼
は
一
日
の
畑
の
疲
れ
を
休
め
や

一
寸
温
泉
に
這
入
り
に
行
っ
た
の

う
と
、
編
笠
と
鎌
と
を
安
所
に
置
い
て
、

で+の、
b
-
っ。

「
想
像
」
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
こ
に
は
御
者
の
場
合
よ
り
さ
ら
に
い
っ
そ
う
理

想
化
が
際
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
浴
泉
雑
記
」
の
人
物
は
、
確
か
に
作
者
の
見

た
通
り
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
観
念
的
一
面
的
人
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
は
、
そ
れ
な
り
に
具
体
的
な
人
物
描
写
を
実
現
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の

内
実
に
お
い
て
は
彼
の
俳
詰
趣
味
の
一
面
的
反
映
を
免
れ
得
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
〈
注
5
)

だ
が
、
彼
の
俳
譜
趣
味
が
超
俗
世
界
へ
の
賛
美
と
世
俗
的
現
実
へ
の
明
笑
を
表

裏
の
形
で
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
写
生
文
の
素
材
と
し
て
超
俗
世
界
を

と
り
あ
げ
た
場
合
、
そ
れ
を
相
対
化
し
て
描
く
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
虚
子
に
は
、
写
生
文
は
、
超
越
的
(
傍
観
者
的
)
立
場

に
立
脚
す
る
こ
と
で
、
対
象
を
相
対
的
「
客
観
」
的
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
散
文

ジ
ャ
ン
ル
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
対
象
を
批
判
的
に
相
対
化
し
え
な
い
超
俗

世
界
よ
り
も
現
実
世
界
の
ほ
う
が
、
写
生
文
の
素
材
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
と
感

じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
虚
子
は
「
浴
泉
雑
記
」
以
降
一
年

問
と
い
う
も
の
、
超
俗
世
界
を
素
材
と
す
る
作
品
を
ま
っ
た
く
書
か
な
く
な
り
、

世
俗
的
現
実
が
素
材
の
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
事
実
は
、
こ

の
時
点
で
の
虚
子
が
、
何
ら
か
の
形
で
超
俗
世
界
よ
り
現
実
世
界
の
ほ
う
が
写
生

文
素
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
感
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
こ
の
一
年
間
の
試
み
が
虚
子
に
も
た
ら
し
た
成
果
が
示
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

注

-5一

(
2
)
虚
子
自
身
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
そ
の
写
生
文
の
濫
脇
は
『
浅
草

寺
の
く
さ

f
¥』
な
ど
に
あ
っ
た
か
と
思
ひ
ま
す
。
(
略
)
眼
に
見
た
事
を
忠

実
に
書
く
と
い
ふ
点
は
、
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ら
う

と
思
ひ
ま
す
。
ま
た
、
手
帳
と
鉛
筆
を
携
へ
て
浅
草
へ
出
か
け
て
、
そ
の
手

帳
に
写
生
し
て
帰
っ
た
も
の
を
文
章
に
し
た
と
い
ふ
実
際
の
歩
調
か
ら
い
つ

て
も
、
写
生
文
と
い
っ
て
良
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
『
文
章
を
写
生

し
に
行
く
』
と
い
ふ
事
は
、
こ
の
『
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥』
か
ら
起
こ
っ
た

言
一
楽
で
あ
り
ま
し
た
。
」
〈
「
俳
句
の
五
十
年
」
昭
和
一
七
年
)

(3)
森
安
理
文
氏
は
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
に
つ
い
て
、
「
写
生
文
と
い
う
よ

り
も
浅
草
界
隈
の
も
つ
既
成
的
な
概
念
を
背
景
に
し
た
戯
作
詞
に
近
い
も
の

で
あ
っ
て
、
虚
子
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
浅
草
は
ど
こ
に
も
な
い
」
(
「
虚
子

の
小
説
に
つ
い
て
」
『
高
浜
虚
子
研
究
』
右
文
書
院

昭
和
四
九
二
二
)
と
指



摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
確
か
に
作
品
の
一
側
面
を
鋭
く
言
い
あ
て
て
い
る
。

(
4
)
「
浅
草
寺
の
く
さ
戸
¥
」
に
つ
い
て
、
江
藤
淳
氏
は
「
文
章
を
文
章
と
し
て

の
み
自
己
運
動
さ
せ
て
い
た
『
漢
文
崩
し
』
や
『
擬
古
文
体
』
の
枠
が
は
ず

れ
て
、
文
章
が
直
接
対
象
に
し
な
や
か
に
取
り
つ
き
、
今
日
の
意
味
で
い
う

描
写
が
的
確
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
(
略
〉
こ
こ
に
作
用
し
て
い
る
の
は
、

も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
地
烈
な
関
心
で
あ
る
・
:
:
・
」
(
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
源

流
ー
ー
写
生
文
と
他
者
の
問
題
」
「
新
潮
」
昭
和
田
六
・
一

O
)
と
指
摘
す
る
。

こ
の
作
品
に
「
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
織
烈
な
関
心
」
を
見
る
の
に
異
論

は
な
い
が
、
「
文
章
が
直
接
対
象
に
し
な
や
か
に
取
り
つ
き
、
今
日
の
意
味
で

い
う
描
写
が
的
確
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
」
と
言
う
に
は
、
虚
子
の
ま
な
ざ

し
に
は
な
お
類
型
的
図
式
性
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。

(
5
)
こ
の
「
乗
り
合
い
馬
車
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
を
引
用
し
て
、
江
藤
淳
氏
は
「
小

説
の
中
で
『
活
』
き
る
文
章
が
で
き
あ
が
り
つ
つ
あ
る
」
(
注
4
に
同
じ
)
と

指
摘
す
る
が
、
全
面
的
に
は
同
意
し
難
い
。
ま
た
、
寺
本
喜
徳
氏
は
「
現
象

の
素
朴
な
記
述
に
始
ま
り
、
そ
の
後
次
第
に
対
象
を
広
げ
て
い
っ
た
写
生
文

が
、
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
生
動
せ
る
人
聞
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
た
」

(
「
高
浜
虚
子
の
写
生
文
1

1
初
期
作
品
の
展
開
を
中
心
と
し
て
」
注
3
に
同

じ
)
と
言
い
つ
つ
、
同
時
に
「
『
浴
泉
雑
記
」
に
は
、
ま
だ
先
の
よ
う
な
リ
ア

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
は
す
く
な
い
」
と
し
て
「
世
界
は
、
す
べ
て
神
霊
で

超
俗
的
な
至
福
の
世
界
と
し
て
美
化
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
確
か
に

「
浴
泉
雑
記
」
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
面
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ

ら
は
別
々
に
存
在
す
る
二
固
な
の
で
は
な
く
、
「
神
霊
で
超
俗
的
な
至
福
の
世

界
と
し
て
」
の
「
美
化
」
は
「
生
動
せ
る
」
人
間
の
描
写
の
中
に
も
「
理
想

化
」
と
い
う
形
で
入
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
に
つ
い
で
、
虚
子
が
現
実
世
界
の
人
聞
を
取
り
上
げ

た
の
は
「
女
易
者
」
(
明
治
三
二
二
乙
で
あ
る
。
ま
ず
、
女
易
者
の
描
写
を
引

用
す
る
。

こ
の
時
オ
ホ
ン
/
¥
と
咳
払
い
二
つ
し
て
、
髪
は
束
髪
に
て
被
布
を
着
た

る
、
顔
の
色
青
白
く
痩
せ
て
細
長
き
、
三
十
前
後
と
見
ゆ
る
女
尻
風
の
う
ち

よ
り
現
れ
出
で
悠
然
と
机
の
前
に
座
る
。
(
略
)
「
身
の
上
で
す
か
。
」
/
「
一

つ
縁
談
を
。
」
/
「
年
は
。
」
/
「
三
十
五
。
」
/
机
の
引
き
出
し
を
開
け
て
暦

の
古
い
や
う
な
も
の
を
取
り
出
し
て
見
る
。
/
「
ハ
ハ
ア
、
三
十
五
は
丑
年

で
す
な
。
女
の
方
は
。
」
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こ
こ
で
は
、
人
物
が
、
会
話
を
中
心
に
、
表
情
や
し
ぐ
さ
に
至
る
ま
で
非
常
に

具
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
、
「
中
山
寺
」
か
ら
「
浴
泉
雑
記
」
へ
の
過
程

で
、
超
俗
世
界
を
素
材
と
し
て
「
客
観
」
写
生
へ
の
発
展
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
見

た
が
、
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
か
ら
「
女
易
者
」
へ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
現
実

世
界
を
素
材
と
す
る
同
様
の
展
開
が
実
現
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
基
本
的
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
は
、
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
と
「
女
易
者
」

の
聞
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
余
」
等
は
易
者
の
家
を

出
た
後
、
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
な
が
ら
帰
っ
て
い
く
。

「
全
体
あ
れ
は
何
う
し
た
女
で
す
。
」
と
聞
け
ば
、
「
あ
の
五
十
許
り
の
女

の
人
は
あ
の
人
の
お
母
さ
ん
で
、
亭
主
は
ど
こ
か
に
勤
め
て
ゐ
る
人
ぢ
や
さ

う
な
。
我
儲
者
で
朝
寝
坊
で
、
お
母
さ
ん
を
下
女
み
た
や
う
に
使
う
と
い
ふ

事
ぢ
や
。
あ
の
子
が
ま
だ
生
れ
ぬ
時
分
、
大
き
な
お
腹
を
し
て
こ
h

の
風
呂



へ
来
て
、
大
勢
人
の
ゐ
る
ま
ん
中
で
つ
る
り
と
真
仰
け
に
転
ろ
ん
だ
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
つ
け
。
ホ
h

h

h

」
「
ハ
、
b

h

、
」
「
ハ
h

h

h

」
と
笑
ひ
て
、
白

貰
子
「
ど
う
も
さ
う
い
ふ
人
相
だ
と
お
も
っ
た
。
」

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
世
俗
世
界
の
人
聞
を
卑
俗
な
存
在
と
し
て
瑚
笑

す
る
見
方
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
「
女
易
者
」
と
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
は
深

く
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
作
者
の
ま
な
ざ
し
が
対
象
に
超
越
的
に
働
き

か
け
、
そ
れ
を
一
固
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
対
象
の
主
観
的
一
面

化
と
い
う
点
は
、
「
女
易
者
」
と
「
浅
草
寺
の
く
さ

f
¥」
に
限
ら
ず
「
中
山
寺
」

や
「
浴
泉
雑
記
」
ま
で
含
め
て
、
こ
こ
ま
で
の
虚
子
写
生
文
の
す
べ
て
に
共
通
す

る
性
格
で
あ
っ
た
。
対
象
を
傍
観
者
的
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
相
対
化
し
う
る
点

に
、
現
実
社
会
の
素
材
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
形

で
対
象
を
把
握
す
る
こ
と
が
「
客
観
」
写
生
の
条
件
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
虚
子

自
身
は
な
お
自
覚
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
作
者
の
主
観
的
な
見
方
に
よ

る
対
象
の
一
面
的
把
握
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
限
界
を
背
負
っ
て
お
り
、
虚
子
は
そ

れ
を
何
ら
か
の
形
で
乗
り
越
え
て
ゆ
く
こ
と
な
し
に
、
新
た
な
写
生
の
方
法
を
つ

か
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
百
八
の
鐘
」
(
明
治
三
三
・
一
)
は
明
治
三
二
年
の
大
晦
日
の
東
京
下
町
の
人
々

を
描
い
た
写
生
文
で
あ
る
。
ま
ず
描
写
の
一
例
を
引
用
す
る
。

粟
餅
屋
の
前
に
並
ん
で
ゐ
る
露
屈
は
皆
古
着
屋
で
あ
る
。
あ
る
古
着
屋
で

は
「
お
い
く
ら
か
我
慢
し
て
下
さ
い
、
今
日
の
事
で
す
か
ら
」
と
古
着
を
ひ

つ
く
り
か
へ
し
乍
ら
主
の
女
は
客
の
顔
を
熱
心
に
見
つ
め
て
ゐ
る
。
客
と
い

ふ
の
は
六
十
過
ぎ
の
肥
え
太
っ
た
婆
様
で
、
鍛
掴
声
の
恐
ろ
し
い
見
幕
で
あ

る
。
「
充
分
に
ふ
ん
で
ゐ
る
よ
、
今
夜
の
お
金
は
お
め
l
常
た
ァ
違
は
ァ
子
、

ま
か
ら
な
き
ゃ
ア
よ
す
分
の
事
サ
。
」
「
そ
れ
ぢ
や
ア
お
神
さ
ん
札
が
切
れ
る

か
ら
子
、
も
う
一
貫
だ
け
我
慢
し
て
下
さ
い
。
」
其
隣
り
の
古
着
屋
で
は
「
紋

は
縫
紋
で
す
。
一
寸
御
召
し
に
な
っ
た
許
り
で
す
。
へ

l
、
」
な
ど
、
ぼ
ろ
/
¥

に
な
っ
た
縮
緬
の
羽
織
を
丸
皆
の
神
さ
ん
に
す
弘
め
て
ゐ
る
。
/
又
其
隣
で

は
二
十
二
三
の
職
人
体
の
男
が
懐
手
の
ま
、
腹
巻
き
か
ら
金
を
握
り
出
し
て

「
あ
し
た
悪
か
つ
て
も
仕
方
が
無
い
や
。
」
と
一
円
何
が
し
の
払
を
す
る
と
、

顔
の
光
っ
た
亭
主
は
澄
ま
し
た
者
で
、
「
あ
し
た
悪
い
様
な
も
の
は
売
り
ま

せ
ん
。
ど
な
た
が
お
見
な
す
ツ
て
も
袖
は
ケ
ン
チ
ウ
、
胴
は
メ
ン
子
ル
、
襟

は
八
丈
と
チ
ヤ
l
ン
と
極
っ
て
ゐ
ま
す
。
」
な
ど
h

無
駄
を
い
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
、
会
話
を
中
心
と
す
る
具
体
的
で
生
き
生
き
と
し
た
描
写
と
い
う
点
で

「
女
易
者
」
の
達
成
を
ひ
き
つ
ぎ
つ
つ
、
「
何
事
も
金
の
世
の
中
な
り
」
と
い
う
現

実
把
握
の
下
で
世
俗
世
界
の
人
物
を
戯
固
化
し
て
い
る
点
で
「
浅
草
寺
の
く
さ
ぐ

さ
」
や
「
女
易
者
」
と
深
く
共
通
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
雛
掴
声
の
恐
ろ
し
い
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見
幕
」
の
「
肥
え
太
っ
た
婆
様
」
な
ど
に
は
そ
の
傾
向
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ

る
。
だ
が
、
「
お
い
く
ら
か
我
慢
し
て
下
さ
い
、
今
日
の
事
で
す
か
ら
」
と
言
い
な

が
ら
「
客
の
顔
を
熱
心
に
見
つ
め
て
ゐ
る
」
「
古
着
屋
」
の
「
主
の
女
」
等
を
み
れ

ば
、
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
が
必
ず
し
も
す
べ
て
戯
固
化
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い

こ
と
に
気
づ
く
。
む
し
ろ
こ
こ
に
は
、
厳
し
い
現
実
を
精
一
杯
に
生
き
抜
こ
う
と

す
る
人
々
の
懸
命
な
姿
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
明
笑

の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
は
す
く
い
あ
げ
き
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
対
象
把
握
は
伺
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
か
。
そ

れ
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
こ
に
は
対
象
人
物
に
ょ
せ
る
作
者
の
好

奇
心
や
驚
き
、
あ
る
い
は
好
意
や
共
感
と
い
っ
た
感
情
が
強
く
働
い
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
現
実
世
界
を
素
材
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
、
作
者
は
一

段
高
い
と
こ
ろ
か
ら
傍
観
者
的
に
対
象
を
見
下
ろ
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、



こ
の
作
品
で
は
逆
に
作
者
は
対
象
へ
引
き
ょ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
百
八

の
鐘
」
が
従
来
の
一
面
的
人
物
描
写
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

人
間
の
姿
を
表
現
し
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
作
者
の
ま
な
ざ
し
に
苧
ま
れ
た
そ
の

よ
う
な
志
向
に
よ
る
の
で
あ
る
。

「
牛
肉
屋
」
(
明
治
三
三
・
一
)
は
そ
こ
で
飲
み
食
い
す
る
客
と
女
中
達
を
描
い

た
写
生
文
だ
が
、
こ
れ
も
描
写
の
一
例
を
引
用
す
る
。

此
方
に
火
鉢
を
拭
う
て
ゐ
る
女
中
は
髪
の
ほ
つ
れ
毛
を
う
る
さ
さ
う
に
掻

き
上
げ
乍
ら
「
児
島
さ
ん
も
あ
ん
ま
り
だ
?
不
l
お
妻
さ
ん
、
人
の
心
も
知

ら
な
い
で
サ
」
「
ど
う
も
御
馳
走
様
」
と
客
の
居
ぬ
方
の
瓦
斯
を
消
し
て
ゐ
る

女
中
は
妬
ま
し
さ
う
に
「
ア
l
あ
っ
ち
も
只
の
一
度
で
い
旨
か
ら
そ
ん
な
事

言
っ
て
見
た
い
ワ
」
座
布
団
を
積
み
重
ね
て
ゐ
る
女
中
は
「
オ
ヤ
お
妻
さ
ん
、

そ
ん
な
事
は
言
は
さ
な
い
ョ
、

ソ
レ
官
沼
さ
ん
が
呼
ん
で
居
る
ヨ
」
官
沼
さ

ん
と
い
ふ
の
は
、
客
が
大
方
帰
っ
た
後
で
尚
ほ
悠
然
と
生
肉
の
一
人
前
を
挑

へ
て
ゐ
る
六
十
過
ぎ
の
爺
さ
ん
で
あ
る
。
お
妻
と
呼
ば
れ
た
女
中
が
「
い
や

な
こ
ッ
た
」
と
身
振
ひ
す
る
の
を
面
白
が
っ
て
、
他
の
女
中
は
一
同
に
ハ
ツ

ハ
h

h

h

h

と
笑
っ
て
ゐ
る
。
耳
の
遠
い
菅
沼
さ
ん
は
、
彼
等
が
何
を
笑
つ

て
ゐ
る
か
を
解
し
得
な
い
で
、
大
き
な
口
を
開
け
て
牛
肉
の
一
切
を
大
事
さ

う
に
舌
の
上
に
の
せ
乍
ら
ー
や
さ
し
い
眼
で
此
方
を
見
て
「
お
妻
さ
ん
わ
り

下
を
お
呉
れ
な
」

こ
こ
に
は
現
実
世
界
の
人
々
が
具
体
的
な
会
話
に
お
い
て
生
き
生
き
と
描
き
出

さ
れ
て
い
る
が
、
人
物
を
明
笑
的
に
戯
画
化
し
よ
う
と
す
る
志
向
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
女
中
や
老
人
が
「
利
欲
の
念
」
と
ほ
と
ん
ど
無

縁
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
れ
ら
に
向
け
ら

れ
た
「
余
」
の
ま
な
ざ
し
に
は
温
か
い
好
意
と
共
感
が
苧
ま
れ
て
お
り
、
対
象
に

よ
り
そ
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
そ
の
よ
う
な
志
向
性
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
は
「
百

八
の
鐘
」
の
そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
、
「
浅
草
寺
の
く
さ
戸
¥
」
や
「
女
易
者
」
に
み
ら
れ
た
明
笑
の
ま
な
ざ
し
に

比
べ
て
、
対
象
に
む
け
ら
れ
た
同
情
や
共
感
の
ま
な
ざ
し
は
す
る
ど
い
対
照
を
な

し
て
お
り
、
こ
こ
に
こ
れ
ら
ニ
作
品
の
意
義
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

か
つ
て
「
浴
泉
雑
記
」
に
お
い
て
人
物
が
一
面
的
に
理
想
化
さ
れ
た
の
は
、
超
俗

世
界
を
「
神
」
の
国
と
す
る
見
方
か
ら
の
直
接
的
な
帰
結
だ
っ
た
し
、
「
浅
草
寺
の

く
さ

f
¥」
「
女
易
者
」
で
人
物
が
明
笑
的
に
戯
画
化
さ
れ
た
の
も
、
彼
等
を
利
欲

の
念
に
の
み
支
配
さ
れ
る
存
在
と
み
る
見
方
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
こ
こ
で
「
俗
塵
界
」
の
住
人
が
温
い
共
感
の
下
に
描
か
れ
た
こ
と
は
、
人
物

の
表
現
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
従
来
の
一
画
的
世
界
把
握
が
乗
り
越
え
ら
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
作
品
が
、
何
ら
か
の
形
で
従
来
の
作
品
を
越
え
得
た
こ
と
は
、
虚
子

自
身
も
感
じ
て
い
た
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
後
明
治
三
三
年
に
は
い
っ
て
か

ら
、
彼
は
現
実
世
界
を
素
材
に
し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
な
試
み
を
進
め
て

い
く
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
好
奇
心
や
同
情
と
い
う
感
情
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
み
れ
ば
決
し
て
独
自
な
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、
む
し
ろ
通
俗
的
な
感
情

に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
虚
子
の
一
面
的
高
踏
的
な
世
界

観
が
克
服
さ
れ
る
に
は
な
お
か
な
り
の
距
離
が
残
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
問
題
は
、
た
と
え
ば
、
作
者
の
主
観
的
な
対
象
把
握
と
描
か
れ
た
対

象
と
の
聞
の
矛
盾
の
拡
大
と
い
う
形
で
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
表

現
方
法
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
作
者
の
世
界
観
そ
れ
自
体
に
も
変
化
を
強
い
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。



「
丸
の
内
」
(
明
治
三
三
二
ハ
)
は
虚
子
が
初
め
て
「
小
説
」
を
め
ざ
し
た
作
品

で
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
略
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
風
の
強
い
目
、

「
余
」
は
電
話
交
換
局
の
交
換
手
達
が
連
れ
だ
っ
て
帰
る
の
に
出
会
い
、
そ
の
中
に

こ
と
さ
ら
に
美
し
く
貸
し
げ
な
一
人
の
少
女
(
お
峯
)
を
見
て
、
心
惹
か
れ
る
。
彼

女
の
新
し
い
傘
が
強
風
に
吹
き
折
ら
れ
る
の
を
目
撃
し
、
「
余
」
は
ま
す
ま
す
彼
女

に
同
情
す
る
。
(
上
)
そ
れ
か
ら
三
か
月
後
、
偶
然
に
も
お
峯
の
父
の
引
く
車
に
乗

っ
た
「
余
」
は
、
彼
の
口
か
ら
、
肺
を
病
ん
だ
彼
女
の
哀
れ
な
最
期
を
聞
く
。
哀

れ
に
思
っ
た
「
余
」
は
、
彼
に
過
大
の
心
づ
け
を
与
え
て
別
れ
る
。
(
下
)

次
に
引
用
す
る
の
は
、
「
余
」
が
初
め
て
お
峯
を
見
る
場
面
で
あ
る
。

「
し
ど
い
砂
煙
り
ネ
」
/
と
お
峯
サ
ン
が
向
ふ
を
見
渡
し
た
時
、
其
前
を

歩
き
っ
、
ょ
の
る
一
む
れ
の
う
ち
の
一
人
が
其
持
っ
て
居
た
傘
を
ひ
ろ
げ
て
砂

壊
り
を
よ
け
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
/
「
私
も
真
似
し
ゃ
う
や
」
/
と
其
小
脇

に
は
さ
ん
で
ゐ
た
傘
を
聞
き
か
け
た
。
こ
の
風
で
若
し
吹
き
折
ら
れ
ね
ば
よ

い
が
と
、
余
は
甚
だ
安
か
ら
ず
思
ふ
た
が
お
峯
サ
ン
も
其
点
に
は
充
分
注
意

し
て
ゐ
る
ら
し
く
、
半
分
程
聞
け
て
お
蝶
サ
ン
に
も
這
入
ら
し
て
二
人
で
柄

を
握
っ
て
歩
き
出
し
た
。
余
も
こ
れ
な
ら
、
は
大
丈
夫
で
あ
ら
う
と
安
心
し
て

恒
い
て
行
っ
た
。
/
凪
は
尚
ほ
烈
し
く
吹
い
て
ゐ
る
。
砂
煙
り
は
絶
え
ず
渦

い
て
来
る
。
〈
略
)
こ
の
砂
挨
り
の
中
を
車
に
も
乗
る
こ
と
が
出
来
ず
に
歩
い

て
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
妙
齢
の
所
女
が
あ
る
の
に
、
思
は
ず
哀
れ
を
催
ほ
し
た
。

「
余
」
の
ま
な
ざ
し
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
お
峯
へ
の
好
意
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
直
接
的
に
「
余
」
の
内
面
描
写
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
外
面

的
な
情
景
描
写
の
中
に
も
生
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
風
は
尚
ほ
烈
し
く
吹
い
て
ゐ

る
。
砂
煙
り
は
絶
え
ず
渦
い
て
来
る
」
と
い
っ
た
表
現
に
は
「
余
」
の
不
安
な
感

情
が
強
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
「
余
」
は
同
情
的
共
感
の
ま
な
ざ
し
で
お
峯
に
よ
り

そ
う
こ
と
で
、
生
き
生
き
と
し
た
描
写
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
か
つ
て
「
牛
肉
屋
」
で
達
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
「
丸
の
内
」
が
そ
の

水
準
を
越
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
(
注
6
)

従
来
の
作
品
と
の
相
違
点
に
目
を
向
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
写
生
文
が
お
お
む

ね
事
実
あ
り
の
ま
ま
の
時
間
的
経
過
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
の
に
対
し
、
「
丸
の

内
」
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
自
覚
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
「
上
」

で
「
余
」
と
お
峯
と
の
出
会
い
を
描
き
、
「
下
」
で
偶
叫
出
会
っ
た
父
親
の
口
か
ら
彼

女
の
死
を
聞
く
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
級
め
て
意
識
的
で
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に

「
小
説
」
を
め
ざ
す
虚
子
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
「
丸
の
内
」
は

従
来
の
写
生
文
視
点
の
メ
リ
ッ
ト
を
充
分
に
生
か
し
つ
つ
、
同
時
に
新
し
く
小
説
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的
構
成
を
ね
ら
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
作

品
に
大
き
な
問
題
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

読
ん
で
す
ぐ
気
が
つ
く
の
は
、
「
余
」
と
老
車
夫
と
の
出
会
い
が
い
か
に
も
偶
然

的
な
つ
く
り
も
の
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ス
ト
i

リ
!
の
不
自
然
さ
を
招
い
た
原
因
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま

ず
写
生
文
視
点
の
性
格
の
中
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
場
面
が
「
余
」

の
目
か
ら
描
か
れ
る
の
が
写
生
文
の
基
本
的
性
格
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
場
面

に
「
余
」
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
小
説
的
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
上

で
読
者
に
不
自
然
の
感
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ス
ト
ー

リ
ー
の
不
自
然
さ
は
、
単
に
写
生
文
視
点
の
性
格
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら

に
作
者
の
人
間
観
の
質
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
作
者
が
人
物
に
寄
せ
る
深
い

同
情
が
場
面
に
生
動
性
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
既
に
の
べ
た
が
、
さ
ら
に
考
え
て



み
れ
ば
、
「
余
」
が
お
峯
に
興
味
を
示
し
同
情
を
寄
せ
る
の
は
彼
女
が
貧
し
い
「
美

人
」
だ
と
い
う
だ
け
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
い
か
な
る
人
間
的

関
心
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
女
へ
の
「
余
」
の
同
情
は
極
め
て
通
俗

的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

一
場
の
情
景
の
再
現
を
め
ざ
す
写
生
文
に
お

い
て
は
、
確
か
に
そ
う
い
っ
た
感
情
も
そ
れ
な
り
に
積
極
的
に
機
能
し
た
(
「
百
八

の
鐘
」
「
牛
肉
屋
」
)
の
だ
が
、
そ
れ
を
も
と
に
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
創
出
す
る

に
は
や
は
り
無
理
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
視
点
構
造
と
作
者
の
ま
な
ざ
し
(
あ
る

い
は
感
性
)
の
浅
さ
と
通
俗
性
が
、
「
小
説
」
の
浅
さ
と
不
自
然
さ
と
い
う
形
で
露

呈
さ
れ
て
来
た
の
は
必
然
的
な
結
果
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
注
7
)

次
の
写
生
文
「
北
清
島
町
」
(
明
治
三
三
・
一
二
)
の
素
材
は
社
会
の
最
底
辺
に

生
き
る
物
乞
い
の
少
年
(
俊
坊
)
と
そ
の
姉
で
あ
る
。
描
写
の
一
例
を
次
に
引
用

す
る
。

其
汚
な
い
子
供
と
い
ふ
の
は
鼻
の
低
い
額
の
広
い
鯨
の
や
う
な
目
つ
き
を

し
て
ゐ
る
、
五
っ
か
六
つ
位
の
男
の
子
で
、
垢
染
み
た
双
子
の
袷
の
間
ツ
ポ

を
着
て
、
足
は
は
だ
し
で
ゐ
る
。
其
小
さ
い
腫
が
い
た
い
け
に
石
こ
ろ
を
踏

ん
で
、
/
「
一
文
や
っ
て
下
さ
い
」
/
と
ろ
く
に
回
ら
ぬ
舌
を
振
り
ま
は
し

て
ゐ
る
所
は
一
寸
見
に
あ
は
れ
気
で
あ
る
が
、
や
が
て
こ
れ
が
ス
リ
強
盗
の

卯
か
と
思
ふ
と
お
そ
ろ
し
く
も
な
っ
て
来
る
。
(
略
)
神
さ
ん
の
一
人
は
、
偏

幅
傘
の
柄
を
顎
に
は
さ
ん
で
、
信
玄
袋
の
中
か
ら
財
布
を
出
し
て
、
小
銭
を

探
り
出
し
て
、
其
乞
食
の
子
の
小
さ
い
て
の
ひ
ら
の
中
へ
入
れ
て
や
っ
た
。

三
人
の
神
さ
ん
が
等
し
く
笑
顔
で
、
こ
の
罪
の
無
さ
さ
う
な
子
供
が
ど
ん
な

嬉
し
い
顔
を
す
る
で
あ
ら
う
か
と
、
待
も
・
つ
け
て
居
た
に
係
ら
ず
、
子
供
は

銭
を
握
る
や
否
や
、
い
き
な
り
こ
ち
ら
へ
駆
け
て
来
た
。
(
略
)
「
姉
ゃ
ん
、
お

い
ら
腹
が
空
い
ち
ゃ
ッ
た
。
早
く
帰
え
ら
う
よ
う
。
」
/
と
姉
の
顔
を
見
上
げ

て
、
握
っ
て
居
た
小
銭
を
突
き
出
し
た
。

俊
坊
を
見
る
「
余
」
の
目
は
好
奇
心
と
驚
き
に
満
ち
て
お
り
、
こ
れ
は
基
本
的

に
は
「
百
八
の
鐘
」
に
み
ら
れ
た
の
と
同
様
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
白
そ

の
好
奇
心
は
「
百
八
の
鐙
」
よ
り
さ
ら
に
深
く
、
こ
こ
で
は
、
二
人
の
子
供
の
姿

は
作
者
の
切
実
な
感
情
を
パ
ネ
に
生
き
生
き
と
描
き
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

好
奇
心
に
駆
ら
れ
た
「
余
」
は
さ
ら
に
彼
ら
の
後
を
追
っ
て
北
清
島
町
の
貧
民
街

に
入
り
こ
み
、
二
人
が
入
っ
た
寺
の
門
前
に
件
ん
で
彼
ら
の
出
て
く
る
の
を
待
つ
。

こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
「
余
」
が
こ
の
素
材
の
奥
に
よ
り
深
い
意
味
が
ひ
そ
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
予
感
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
「
い
く
ら
待
つ
で
も
俊
坊
は
出
て
来
ぬ
」
。

長
屋
の
前
へ
出
て
見
る
と
一
間
幅
ば
か
り
の
路
次
が
あ
っ
て
、
裏
道
へ
出
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ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
長
屋
は
彼
れ
此
れ
十
軒
許
り
も
あ
る
や
う

だ
。
い
づ
れ
も
同
じ
汚
な
さ
で
、
こ
の
汚
な
さ
に
比
べ
る
と
表
通
り
は
ま
だ

ノ
¥
立
派
な
住
居
で
あ
る
。

一
種
の
臭
い
が
ぷ
ん
と
鼻
に
来
て
ゐ
た
、
ま
れ

な
い
。
(
略
)
こ
の
臭
い
十
軒
の
長
屋
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
勇
気
も
な
い
の
で

余
は
こ
そ
ノ
¥
と
表
へ
出
て
ほ
っ
と
息
を
つ
い
た
。
/
余
は
俊
坊
を
見
失
つ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
俊
坊
の
う
ち
は
こ
の
汚
い
、
臭
い
長
屋
の
う
ち
に

あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
と
も
書
生
節
と
共
に
裏
道
へ
ぬ
け
出
た
も
の

か
。
兎
に
角
要
簡
を
得
ず
に
し
ま
っ
た
。

「
余
」
は
結
局
彼
ら
を
見
失
う
。
そ
れ
は
、
「
余
」
が
こ
の
素
材
の
奥
に
描
く
べ

き
何
か
を
予
感
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
つ
い
に
把
握
し
得
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
作
品
の
意
義
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
の
中
に
こ

そ
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

既
に
繰
り
返
し
の
べ
た
よ
う
に
、
作
者
が
ど
れ
ほ
ど
「
客
観
」
写
生
を
め
ざ
し



た
に
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
主
観
的
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
対
象
の
一
面
を

見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
し
、
対
象
の
現
実
的
諸
側
面
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
作
者
は
直
接
目
に
見

え
た
も
の
の
奥
に
あ
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ

り
、
こ
こ
か
ら
、
作
者
の
ま
な
ざ
し
の
内
実
が
厳
し
く
間
わ
れ
て
く
る
と
と
も
に
、

写
生
文
作
家
を
越
え
る
新
た
な
ま
な
ざ
し
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る

の
で
ぬ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
虚
子
が
こ
こ
で
素
材
に
感
じ
た
好
奇

心
は
、
彼
が
直
接
的
な
見
た
ま
ま
の
描
写
の
超
克
を
模
索
し
は
じ
め
た
と
い
う
意

味
で
、
極
め
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
「
北
清
島
町
」
に
お
い
て
、
虚
子
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
く
対
象
を

っ
か
む
力
を
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
は
二
人
の
子
供
の
本
当
の

意
味
を
発
見
す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
彼
ら
を
見
失
う
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

に
は
、
何
よ
り
も
よ
く
作
者
の
ま
な
ざ
し
の
力
不
足
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
者
の
ま
な
ざ
し
の
内
実
を
具
体
的
に
探
ろ
う
と
す
れ

ば
、
「
余
」
が
彼
ら
を
「
ス
リ
強
盗
の
卵
」
と
し
か
見
ず
、
「
臭
い
十
軒
の
長
屋
の

前
を
通
り
過
ぎ
る
勇
気
も
な
」
か
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

よ
う
な
高
踏
的
傍
観
者
的
な
見
方
し
か
で
き
ぬ
「
余
」
の
ま
な
ざ
し
が
二
人
の
子

供
の
奥
に
ひ
そ
む
も
の
を
見
出
し
得
ず
、
そ
の
姿
を
見
失
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然

で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
寺
の
門
前
に
取
り
残
さ
れ
て
う
ろ
う
ろ
す
る

「
余
」
の
姿
は
、
期
せ
ず
し
て
彼
の
傍
観
者
的
姿
勢
を
際
立
た
せ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
北
泊
島
町
」
は
、
い
わ
ば
そ
の
素
材
の
重
さ
に
よ
っ

て
虚
子
の
目
の
浅
さ
と
限
界
を
あ
ば
き
だ
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
(
注
8
)

明
治
一
三
年
以
降
の
写
生
文
の
試
み
は
、
虚
子
の
意
図
に
即
し
て
言
え
ば
、

貫
し
て
対
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
「
客
観
」
写
生
を

め
ざ
す
試
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
各
々
の
作
品
の
旦
(
体
的
な
描
写
に
踏
み
込
め

ば
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
主
観
的
な
ま
な
ざ
し
に
強
く
規
定
さ
れ
て
お
り
、
彼
も
い

ず
れ
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

「
丸
の
内
」
「
北
清
島
町
」
に
至
っ
て
、
虚
子
は
つ
い
に
自
己
の
ま
な
ざ
し
の
一
面

性
(
あ
る
い
は
、
感
性
の
通
俗
性
や
現
実
観
の
甘
さ
)
に
直
面
さ
せ
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
こ
れ
こ
そ
、
虚
子
が
三
年
間
の
写
生
文
の
試
み
の
果
て
に
よ
う
や
く
到
達

し
た
地
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
(
6
)
江
藤
淳
氏
は
「
丸
の
内
」
の
文
章
に
「
『
活
』
き
た
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
文

体
」
の
「
急
速
」
な
「
成
熟
」
(
注
4
に
同
じ
)
を
見
る
の
だ
が
、
筆
者
の
考

え
で
は
、
「
丸
の
内
」
の
描
写
は
基
本
的
に
「
牛
肉
屋
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ

っ
て
、
両
者
を
こ
と
さ
ら
区
別
す
る
理
由
は
な
い
。
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(
7
)
虚
子
が
小
説
家
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
限
り
、
い
ず
れ
こ
の
問
題
は
大
き
く
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
来
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
時
期
の
虚
子
は
小
説
と
写
生

文
の
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
さ
え
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

例
え
ば
次
の
よ
う
な
回
想
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

何
で
も
写
生
さ
へ
す
れ
ば
大
文
学
が
出
来
る
、
(
略
)
写
生
さ
へ
す
れ

は
、
ど
ん
な
大
き
な
小
説
で
も
、
劇
で
も
出
来
る
と
考
へ
て
ゐ
た
。
少

く
と
も
、
子
規
が
生
存
中
は
、
殆
ど
皆
な
が
さ
う
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
〈
「
写
生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
」
明
治
四

0
・
三
)

虚
子
が
写
生
文
と
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
の
泣
い
に
つ
い
て
一
応
の
認
識
を
盛

得
す
る
の
は
「
丸
の
内
」
か
ら
約
六
年
の
後
で
あ
っ
て
、
「
俳
諮
一
口
噺
」
で

虚
子
は
次
の
よ
う
に
一
言
っ
て
い
る
。

俳
句
を
引
き
延
べ
て
写
生
文
に
し
た
如
く
写
生
文
を
引
き
延
べ
て



小
説
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
(
略
)
小
説
と
い
ふ
も
の
は

到
底
理
屈
の
骨
組
み
を
抜
く
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
と
す
る
と
、
(
略
)
写

生
文
は
俳
句
の
如
き
散
文
と
し
て
文
界
に
独
立
す
べ
き
も
の
で
小
説
と

は
没
交
渉
の
も
の
ら
し
い
。
(
「
写
生
文
と
小
説
」
明
治
三
九
・
一

O
)

小
説
作
者
が
写
生
文
作
者
と
ど
の
よ
う
に
違
う
「
眼
」
を
要
求
さ
れ
る
の

か
は
、
や
が
て
『
鶏
頭
』
成
立
の
際
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
筈
で
あ

る。

(8)
「
北
清
島
町
」
よ
り
約
七
年
も
早
く
東
京
の
貧
民
窟
を
探
訪
し
て
『
最
暗
黒

の
東
京
』
(
明
治
二
六
・
一
一
)
を
書
い
た
松
原
岩
五
郎
は
、
そ
の
中
で
お
そ

る
べ
き
貧
困
、
飢
餓
の
中
に
生
き
る
人
々
の
人
間
的
美
し
さ
を
描
き
出
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
木
賃
宿
で
「
偏
幅
傘
直
し
」
の
妻
が
「
天
地
を
以
て
家

と
す
る
底
の
担
懐
と
、
人
を
見
て
悉
く
同
胞
と
見
倣
す
の
慈
眼
を
以
て
振
舞
」

う
さ
ま
に
接
し
、
「
あ
あ
彼
の
女
は
既
に
混
合
洞
窟
の
木
賃
宿
を
以
て
美
し
き

家
庭
と
な
す
」
と
感
嘆
す
る
。
こ
こ
で
松
原
は
、
単
な
る
好
奇
の
ま
な
ざ
し

で
は
捉
え
得
な
い
貧
民
を
発
見
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の

は
、
貧
民
窟
探
訪
を
「
学
問
修
業
者
た
り
し
我
を
知
る
に
お
い
て
多
い
に
利

益
あ
る
べ
く
、
か
つ
ま
た
我
が
貧
に
居
る
一
時
の
課
業
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、

以
て
我
が
人
生
に
お
け
る
生
涯
の
活
試
験
た
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
す
る
把

握
で
あ
っ
た
。
彼
は
貧
民
窟
探
訪
を
試
金
石
と
す
る
こ
と
で
、
知
識
人
と
し

て
の
自
己
の
高
踏
的
な
あ
り
ょ
う
を
否
定
的
に
相
対
化
し
た
の
で
あ
り
、
貧

民
は
そ
の
よ
う
な
姿
勢
の
下
で
初
め
て
発
見
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と

比
較
す
れ
ば
、
虚
子
が
傍
観
者
的
高
踏
的
な
姿
勢
を
抜
け
切
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
、
「
北
清
島
町
」
で
露
呈
さ
れ
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
彼

の
姿
勢
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

四

「
客
観
」
志
向
と
は
、
対
象
を
一
段
高
い
と
こ
ろ
か
ら
突
き
放
し
て
冷
静
に
あ

り
の
ま
ま
描
写
し
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
そ
の
「
あ

り
の
ま
ま
」
の
描
写
が
作
者
の
も
の
の
見
方
に
強
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
な
い
。
虚
子
の
場
合
、
対
象
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
描
写
を
支
え
た
の
は
、
超

俗
的
世
界
を
一
面
的
に
賛
美
す
る
一
方
で
世
俗
的
現
実
世
界
を
明
笑
的
に
戯
画
化

す
る
と
い
う
図
式
的
性
格
を
も
っ
た
超
俗
的
俳
諮
趣
味
で
あ
っ
た
。

明
治
三
一
、
二
年
の
写
生
文
が
、
そ
の
よ
う
な
一
面
的
図
式
的
な
世
界
把
握
を

素
朴
に
反
映
し
て
い
た
の
に
対
し
、
明
治
三
三
年
初
頭
の
「
百
八
の
鐘
」
「
牛
肉
屋
」

に
お
い
て
は
、
現
実
世
界
の
人
々
が
素
朴
で
善
良
な
存
在
と
し
て
好
意
的
共
感
の
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も
と
に
捉
え
出
さ
れ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
作
者
の
主
観
的
感
情
を
苧
ん
だ
ま
な
ざ

し
が
対
象
に
よ
り
そ
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
彼
の
観
念
的
世
界
観
と
矛
盾
す
る
人
間

の
姿
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
世
界
観
と
し
て
の
俳

譜
趣
味
そ
れ
自
体
が
変
革
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
明
治
三
三
年
後
半
の

「
丸
の
内
」
「
北
清
島
町
」
で
の
積
極
的
な
試
み
の
中
で
は
、
か
え
っ
て
作
者
の
人

間
把
握
の
中
に
潜
む
高
踏
性
や
通
俗
性
が
露
わ
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に

も
な
っ
た
。
こ
の
三
年
間
の
虚
子
写
生
文
の
試
み
は
、
「
客
観
」
写
生
の
実
現
と
い

う
点
で
大
き
な
成
果
を
挙
げ
る
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
壁
に
虚
子
を
直
面
さ
せ
る

こ
と
に
も
な
っ
た
(
注
9
)
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
超
俗
的
俳
諮
趣
味
を
自

己
否
定
的
に
対
象
化
す
る
こ
と
へ
の
萌
芽
が
こ
こ
に
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

っ
た
。だ

が
、
写
生
文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、
対
象
を
傍
観
者
的
で
超
越
的
な
ま
な
ざ

し
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
志
向
と
切
り
離
せ
な
い
以
上
、
自
己
の
ま
な
ざ
し
を
批



判
的
に
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
要
求
は
、
そ
の
形
式
に
収
ま
り
き
れ
ず
、
む
し
ろ

そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を
招
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
要
求
は
さ
ら
に
、

作
者
の
ま
な
ざ
し
ゃ
世
界
観
を
相
対
化
す
る
散
文
ジ
ャ
ン
ル
の
模
索
へ
と
作
者
を

駆
り
立
て
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
模
索
の
な
か
か
ら
や

が
て
見
出
さ
れ
て
く
る
散
文
ジ
ャ
ン
ル
こ
そ
「
小
説
」
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
の

が
、
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
虚
子
が
実
際
に
小
説
へ
進
み
出
る
の
は

こ
れ
よ
り
さ
ら
に
五
年
も
後
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
の
地
点
か
ら
小
説
ま
で
の
距
離

が
小
さ
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
丸
の
内
」
「
北

清
島
町
」
の
二
作
品
は
、
作
者
が
そ
の
主
観
を
否
定
的
に
対
象
化
せ
ざ
る
を
得
な

い
地
点
へ
追
い
詰
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
遂
に
小
説
へ
進
み

出
る
た
め
の
礎
石
が
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
位
置
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。

j主
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(
9
)
こ
の
後
明
治
三
四
年
以
降
、
虚
子
は
現
実
世
界
の
人
々
を
描
く
こ
と
を
や

め
、
ほ
と
ん
ど
一
貫
し
て
超
俗
世
界
を
素
材
に
し
た
写
生
を
試
み
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
素
材
選
択
は
虚
子
が
こ
こ
ま
で
の
所
で
大
き
な

壁
に
直
面
し
た
こ
と
を
そ
れ
な
り
に
自
覚
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ

の
後
の
写
生
文
に
お
い
て
彼
が
こ
の
課
題
を
ど
の
よ
う
に
引
き
受
け
て
い
く

か
と
い
う
問
題
の
検
討
に
は
別
稿
を
用
意
す
る
。(

一
九
九
三
・
七
・
二
五
)

(
付
記
)
本
稿
は
、
平
成
四
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
発
表
集
会
に

お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
席
上
、
御
質
問
、
御
教
一
不
を
賜
つ

た
先
生
が
た
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。


