
『
山
月
記
』
成
立
期
若

．

『
山
月
記
』
に
関
す
る
論
考
は
世
に
多
く
、
作
品
自
体
の
評
価
は
定
ま
っ
て

い
る
か
に
見
え
る
。
が
、
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
々
あ

り
、
作
品
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
さ
え
、
定
説
が
な
い
。
こ
の
点
の
解
明
は
、

作
品
の
創
作
意
図
に
つ
い
て
見
る
場
合
に
も
、
作
家
の
文
学
的
行
程
の
全
体
像

を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
不
可
避
の
問
題
で
あ
る
の
だ
が
、
確
実
な
と
こ

ろ
と
言
え
ば
、
そ
の
上
限
が
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
三
月
で
あ
り
、
下
限

が
十
六
年
（
一
九
四
〓
六
月
で
あ
る
と
さ
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ
て
、
よ
り
詳

細
な
点
に
な
る
と
、
論
者
ご
と
に
各
々
の
推
定
を
し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ

る
。従

来
の
諸
説
の
う
ち
、
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
挙
げ
て
み
て
も
、
次
の
三
説

が
あ
る
。
第
一
に
、
郡
司
勝
義
氏
は
、
「
古
語
」
四
㌫
（
『
狐
憑
』
　
『
木
乃

注
的

伊
』
『
山
月
記
』
『
文
字
禍
』
）
を
昭
和
十
五
年
か
ら
十
六
年
前
半
の
間
の
脱
稿

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
、
『
山
月
記
』
に
つ
い
て
は
、
十
六
年
四
月
（
遅
く
と
も
五

注
的

月
初
め
）
　
の
成
立
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
佐
々
木
充
氏
は
、

「
古
語
」
「
古
俗
」
の
六
籍
を
、
昭
和
十
四
年
春
か
ら
十
五
年
夏
に
か
け
て
の
執

筆
で
は
な
い
か
と
ぎ
れ
る
一
方
、
『
山
月
記
』
に
関
し
て
は
、
遅
く
と
も
昭
和

注
用

十
六
年
五
月
ま
で
と
す
る
説
も
示
し
て
お
ら
れ
る
。
浜
川
勝
彦
氏
は
、
「
古

語
」
お
よ
び
「
古
俗
」
の
成
立
時
期
を
『
光
と
風
と
夢
』
の
脱
稿
時
期
、
昭
和

木

村

束
　
　
吉

十
六
年
一
月
よ
り
降
る
こ
と
は
な
く
、
昭
和
十
五
年
末
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

注
の

ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
招
い
た
原
因
私
は
、
今
ま
で
の
全
集
の
不
楯
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
、
昭
和
五
十
一
年
筑
揮
軍
房
版
「
中
島
敢
全

集
」
　
（
以
下
、
「
全
集
」
と
略
称
す
る
。
）
等
の
資
料
に
基
づ
き
、
『
山
月

記
』
成
立
過
程
解
明
の
た
め
に
、
一
つ
の
試
論
を
望
示
し
て
み
た
い
。
今
次
の

「
全
集
」
に
も
、
『
山
月
記
』
の
成
甘
蒔
期
を
置
接
的
に
確
定
す
る
に
足
る
物
的

資
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
文
治
堂
版
「
全
集
」
よ
り
整
備
さ

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
者
の
創
作
ノ
ー
ト
、
手
帖
等
の
資
料
を
検

討
し
て
み
れ
ば
、
一
つ
の
推
定
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
試
論
と
し
て
呈
示

す
る
所
以
で
あ
る
。

〓

「
全
集
」
第
三
巻
に
、
「
ノ
ー
ト
第
九
」
と
し
て
収
め
ら
れ
た
創
作
ノ
ー
ト

が
あ
る
。
こ
れ
は
文
治
堂
版
で
「
第
六
帖
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

特
に
新
し
い
資
料
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
旧
版
全
集
で
は
ノ
ー
ト
の
貢
数

も
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ノ
ー
ト
全
休
の
様
子
を
知
る
上
で
困
難
が
あ
り
、
そ
れ

が
こ
の
ノ
ー
ト
の
性
格
、
メ
モ
の
内
容
の
詳
細
な
吟
味
を
妨
げ
て
い
た
面
が
あ

る
。
今
次
の
「
全
集
」
に
よ
る
と
、
こ
の
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
メ
モ
に
は
、
四

群
に
分
け
ら
れ
た
五
種
の
も
の
が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
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そ
の
節
一
群
と
も
い
う
べ
き
メ
モ
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〔
人
間
は
〕
　
〔
各
〕
人
間
は
誰
も
猛
鳥
使
ひ
で
、
そ
れ
た
「
1
日
分
の
性

情
が
、
そ
の
猛
覚
に
当
る
ん
だ
さ
う
だ
が
、
全
く
、
ポ
ク
の
場
合
、
自
尊

心
と
い
ふ
や
つ
が
、
猛
甑
で
し
た
よ
。
ね
え
、
全
く
、
自
尊
心
と
、
そ
れ

か
ら
、
も
う
一
つ
、
薗
叫
心
、
こ
い
つ
が
曲
者
で
ね
。
大
人
し
さ
う
で
決

し
て
、
さ
う
で
な
い
。
ハ
イ
エ
ナ
か
ジ
ャ
カ
ア
ル
み
た
い
な
奴
で
ね
。
ラ

イ
オ
ン
に
い
つ
も
ジ
ャ
カ
ア
ル
、
が
つ
い
て
ゐ
る
や
う
に
、
自
尊
心
に
い

つ
も
こ
の
養
恥
心
が
く
つ
1
い
て
ゐ
る
ん
だ
、
害
を
〔
な
す
〕
す
る
点
で

は
ラ
イ
オ
ン
よ
り
ジ
ャ
カ
ア
ル
の
方
が
ひ
ど
い
ん
で
す
よ
。
ラ
イ
オ
ン
に

は
誰
だ
っ
て
警
戒
す
る
が
、
ジ
ャ
カ
ア
ル
に
は
、
誰
も
余
り
警
戒
を
弘
は

な
い
か
ら
ね
。
（
「
ノ
ー
ト
第
九
」
第
七
百
日
よ
り
。
傍
線
原
文
。
）

こ
れ
が
、
『
狼
疾
記
』
か
ら
『
山
月
記
』
に
連
な
る
「
臆
病
な
自
尊
心
」
の

主
題
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
〓
抗
し
て
了
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
メ

モ
に
初
め
て
注
目
さ
れ
た
浜
川
氏
は
、
こ
の
引
用
部
分
の
メ
モ
だ
け
を
単
独
で

取
り
出
し
、
こ
れ
を
た
だ
ち
に
．
『
山
月
記
』
の
草
稿
か
、
そ
れ
に
近
い
も
の
と

注
用

見
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
お
か
し
い
。
第
一
群
メ
モ
を
全
体
と
し
て
捉
え
て

み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
人
虎
伝
」
の
筋
と
は
全
く
無
関
係
な
、
場
面
を
現
代
に

設
定
し
た
コ
ン
ト
風
の
作
品
構
想
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
が
、
そ
の
中
の
一

郎
と
し
て
、
こ
の
メ
モ
は
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
メ
モ
の
解
釈
も
、

第
一
群
メ
モ
全
体
の
中
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
メ
モ
の
構
想
の
内
容
を
婁
約
し
て
み
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
メ
モ

は
、
ノ
ー
ト
の
一
貫
目
か
ら
九
百
日
ま
で
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
一
頁
日
の
そ

れ
は
、
場
面
設
定
用
の
も
の
で
、
総
合
す
る
と
、
冬
の
夕
方
、
ビ
ル
の
屋
上
の

一
角
に
設
け
ら
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
風
の
場
所
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
二
・

三
頁
目
の
メ
モ
は
、
主
と
し
て
主
人
公
の
人
物
設
定
用
の
も
の
。
メ
モ
に
よ
っ

て
点
描
さ
れ
る
主
人
公
位
は
、
中
年
過
ぎ
の
貧
相
な
紳
士
。
足
の
膝
の
辺
り
を

ガ
タ
が
タ
小
刻
み
に
預
わ
せ
な
が
ら
酒
を
飲
ん
で
い
る
の
だ
が
、
健
康
も
家
庭

的
幸
福
も
失
っ
て
い
る
ら
し
い
様
子
と
共
に
、
「
本
当
に
べ
三
で
も
つ
け
て
い

る
の
で
は
な
い
か
フ
・
」
と
思
わ
せ
る
境
の
赤
さ
や
、
総
入
れ
菌
の
下
歯
、
「
ギ

ザ
ギ
ザ
に
な
っ
て
残
っ
て
ゐ
る
」
上
歯
を
見
せ
て
笑
う
容
貌
に
は
、
一
種
の
異

様
さ
が
あ
る
。
四
・
五
頁
目
に
は
、
一
人
語
り
す
る
男
の
奇
妙
な
話
が
写
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
二
百
日
の
冒
頭
に
あ
る
「
そ
の
話
の
前
も
知
ら
な
い
、
あ
と

も
知
ら
な
い
。
」
を
受
け
て
展
間
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
途
中
か
ら
入

っ
て
来
て
男
の
隣
に
席
を
取
り
、
何
の
話
か
と
尋
ね
た
「
私
」
に
、
班
は
自
分

が
犬
に
な
っ
て
仔
猫
を
噛
み
殺
し
た
時
の
請
だ
と
い
う
。
語
り
な
が
ら
、
男
は

周
囲
の
人
々
の
反
応
を
探
っ
て
い
る
が
、
誰
も
取
り
あ
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
憤

然
と
し
た
面
持
ち
を
し
な
が
ら
も
「
仕
方
な
し
に
、
私
を
つ
か
ま
へ
て
話
し
出

し
た
。
」
と
五
頁
目
に
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
る
形
で
、
六
・
ヒ
・
八
貞
目
に

は
、
そ
の
主
人
公
の
告
白
的
身
の
上
詣
の
要
点
が
、
主
人
公
の
語
り
U
で
記
さ

れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
前
述
の
通
り
、
「
臆
病
な
自
尊
心
」
け
l
由
す
る

メ
モ
は
、
七
頁
目
に
見
ら
れ
る
。
六
貢
日
に
は
、
現
在
で
は
、
も
う
生
き
ら
れ

な
い
と
思
い
定
め
た
の
で
、
か
え
っ
て
は
っ
と
し
た
気
持
で
、
自
分
を
舞
台
上

の
人
物
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
八
貢
臼
に
は
、
自
分
の
悲
し
い

運
命
は
、
は
じ
め
か
ら
自
分
に
分
か
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
と
か
い
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
を
最
後
の
九
貢
目
に
・
「
私
は
く
し
ゅ
ん
と
水
演
を
す
ゝ

り
風
邪
を
ひ
い
て
は
い
け
な
い
ぞ
と
思
っ
た
。
」
と
あ
る
一
文
は
、
こ
の
全
体

を
締
め
く
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
話
し
手
の
人
称
が
単
数
に
な
っ
た
り
複
数
に

な
っ
た
り
し
て
い
て
、
（
お
そ
ら
く
、
聞
き
手
の
「
私
」
と
主
人
牟
と
の
関
係

が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
）
幾
分
未
批
遠
な
部
分
も
あ
る
が
、

概
容
を
捉
え
て
み
れ
ば
、
充
分
、
短
篇
構
想
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
Ⅱ
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解
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
構
想
に
は
、
内
に
軟
い
自
尊
心
を
持
ち
、
そ
れ
故
に
か
え

っ
て
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
人
物
を
、
「
私
」
と
い
う
傍
観
者

を
適
し
て
描
く
形
に
な
っ
て
い
る
点
で
∵
喜
作
冒
搭
』
と
共
通
す
る
も
の
が

あ
る
が
、
ま
た
、
犬
に
な
っ
て
仔
猫
を
散
々
に
噛
み
殺
し
た
謡
を
し
て
い
る
主

人
公
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
虎
に
お
び
え
て
気
絶
し
た
勢
子
を
、
足
で
荒
々
し
く

蹴
返
し
な
が
ら
、
「
チ
ョ
ッ
／
怪
我
も
し
て
ゐ
な
い
」
と
い
い
捨
て
る
紐
大
焼

の
態
度
の
底
に
あ
る
豪
族
の
血
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
。
一
方
、
主
題
的
側

面
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
、
「
臆
病
な
自
尊
心
」
を
自
己
の
性
情
と
認
め
、
そ
の

性
情
の
導
く
と
こ
ろ
を
運
命
と
し
、
諦
念
を
も
っ
て
こ
れ
を
受
容
し
よ
う
と
し

て
い
る
点
で
、
『
狼
疾
記
』
の
続
出
“
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
『
山
月
記
』
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
こ
の
メ
モ
の
構
想
を
見
る
な
ら

ば
、
ま
だ
「
古
評
」
と
し
て
の
構
想
は
な
い
が
、
棺
に
成
り
変
わ
っ
て
語
る
と
い

う
特
殊
な
話
術
を
持
つ
主
人
公
を
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
や
が
て
変
身
評

へ
と
発
展
し
て
い
く
新
芽
の
よ
う
な
も
の
が
う
か
が
わ
れ
、
自
分
の
人
生
を
狂

わ
せ
た
も
の
は
、
結
局
自
分
の
性
情
で
あ
り
、
そ
れ
が
猛
甑
的
自
尊
心
と
義
恥

心
で
あ
っ
た
と
自
己
分
析
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
人
生
の
終
局
を
意
識
し
た
主
人

公
に
合
目
的
に
語
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
等
、
『
山
月
記
』
の
構
想
の
骨
格
的
部

分
が
、
こ
こ
に
半
ば
成
立
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
は
、
『
山
月
記
』
の
李
徴
の
詩
人
と
な
る
こ
と
へ
の
執
着
に
象
徴
さ
れ
る

自
己
蛮
硯
へ
の
強
烈
な
原
望
、
悔
恨
の
背
後
に
見
え
る
人
生
へ
の
断
ち
難
い
愛

着
と
い
っ
た
も
の
は
な
く
、
詩
人
の
エ
ゴ
と
倫
理
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
煩
悶
と

い
う
主
題
重
、
ま
だ
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
構
想
メ
モ
と
『
山
月
記
』
と
の
〝
距
離
″
測
定
の
問
題
は
、
改
め
て
次

節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
、
こ
の
メ
モ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考

え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

浜
川
氏
は
、
こ
の
「
ノ
ー
ト
第
九
」
の
中
に
、
『
光
と
風
と
夢
』
の
創
作
メ

モ
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
、
第
七
百
日
の
メ
モ
も
『
光
と

風
と
夢
』
執
筆
中
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
が
、
「
古
語
」
及
び
『
光
と
風

と
夢
』
の
同
時
的
執
筆
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
も
言
い

切
れ
ま
い
。
こ
の
ノ
ー
ト
は
、
「
全
集
」
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
「
兢
浜
高
等
女

学
校
昭
和
十
四
年
度
入
学
考
査
問
題
」
用
紙
を
裏
返
し
に
し
て
綴
じ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
限
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ノ
ー
ト
全
休
の
様
子

か
ら
判
断
す
れ
ば
、
第
一
群
の
メ
モ
（
「
臆
病
な
自
尊
心
」
の
主
題
を
扱
っ
た

構
想
メ
モ
）
の
全
休
が
、
『
光
と
風
と
1
・
，
夢
』
の
構
想
の
確
立
以
前
の
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。

ノ
ー
ト
の
メ
モ
の
形
態
を
吟
味
し
て
み
る
な
ら
ば
、
全
体
は
七
十
四
百
か
ら

成
り
、
こ
れ
に
上
述
の
よ
う
に
四
群
、
五
種
の
メ
モ
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一

群
は
一
～
九
百
に
、
第
二
群
は
二
十
七
～
三
十
七
日
に
わ
た
っ
て
お
り
、
他
の
二

群
は
ノ
ー
ト
を
逆
に
し
て
後
の
方
か
ら
使
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
全
集
」

の
翻
刻
皿
序
に
従
え
ば
、
七
十
四
頁
（
一
員
だ
け
）
の
も
の
が
第
三
群
、
七
十
二
～

六
十
八
頁
の
も
の
が
第
四
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
の
部
分
は
余
白
で
あ
る
。

メ
モ
の
内
容
を
考
慮
し
っ
つ
、
こ
れ
ら
の
メ
モ
の
成
立
順
序
を
考
え
て
み
る

と
、
こ
の
ノ
ー
ト
は
、
本
来
、
第
一
・
二
群
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
短
篇
創
作

用
の
も
の
で
あ
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
二
・
二
群
の
メ
モ
が
、

ま
が
り
な
り
に
も
短
篇
作
品
の
構
想
メ
モ
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
お
り

（
た
だ
し
、
第
二
群
の
メ
モ
の
場
合
は
、
三
貞
分
の
空
自
を
含
み
、
構
成
も
第

一
群
の
メ
モ
の
そ
れ
に
比
し
て
扱
密
さ
を
欠
い
て
い
る
。
）
、
後
に
二
、
三
十

質
程
皮
の
草
稿
用
に
も
使
い
う
る
余
白
を
残
す
形
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
・

て
、
第
三
・
四
群
の
メ
モ
は
、
明
ら
か
に
部
分
的
断
片
的
性
槍
が
強
い
。
第
三
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群
の
メ
モ
は
、
わ
ず
か
一
頁
だ
け
の
も
の
で
、
ご
く
簡
単
な
メ
モ
に
す
ぎ
な
い

が
、
内
容
は
さ
ら
に
二
種
の
も
の
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
一
つ
は
『
か
め
れ
お
ん

日
記
』
の
一
部
改
稿
用
の
草
稿
で
あ
り
、
こ
れ
は
弓
か
め
れ
お
ん
日
記
』
の
最

終
的
脱
稿
が
、
昭
和
十
四
年
三
月
以
降
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
資
料
と
し
て

注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
そ
れ
と
並
ん
で
『
光
と
風
と
夢
』
の
初

期
構
想
か
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
第
四
群
は
、
『
光
と
凪
と
夢
』
に
お
け

る
ス
テ
イ
ゲ
ン
ス
ン
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
の
構
想
メ
モ
で
、
内
容
的
に

は
、
作
品
の
第
九
章
の
草
稿
に
近
い
部
分
も
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
こ
の
ノ
ー

ト
の
基
本
性
格
が
第
三
・
四
群
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
『
光

と
風
と
夢
』
と
い
う
長
篇
作
品
の
構
想
メ
モ
は
も
っ
と
立
的
に
多
く
な
り
、
第

四
群
メ
モ
の
次
の
余
白
（
こ
れ
は
、
ノ
ー
ト
を
前
後
か
ら
使
う
形
に
な
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
第
二
群
メ
モ
の
後
の
余
白
で
も
あ
る
。
）
も
、
こ
れ
で
埋
め
ら

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
第
二
・
二
群
の
メ
モ
の
方
が
、
こ
の
ノ
ー
ト
に
対
し
て
、
い
わ
ば
先
住
権

の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
第
二
群
メ
モ
の
後
に
草
稿
用
の
余
白

が
確
保
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
解
釈
が
可
能
に
な
る
。

さ
ら
に
、
メ
モ
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
吟
味
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
事

実
に
つ
き
当
た
る
。
第
一
二
一
群
の
作
品
構
想
メ
モ
は
、
確
か
に
独
立
し
た
作

品
の
構
想
と
し
て
切
輪
郭
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
つ
い
に
完

成
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
か
わ
り
、
部
分
的
に
、
『
光
と
風
と
夢
』

の
中
に
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
群
メ
モ
の
構
想
に
お

け
る
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
『
光
と
凪
と
夢
』
十
九
章
に
お
い
て
、
ス
テ
イ

ゲ
ン
ス
ン
が
町
の
酒
場
で
出
会
う
イ
ン
テ
リ
ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
白
人
雑
貨
商
の
イ

メ
ー
ジ
の
中
に
再
生
し
て
い
る
。
（
四
十
歳
前
後
の
男
で
、
足
を
組
ん
だ
膝
頭

の
辺
を
が
く
！
＼
－
噺
は
せ
な
が
ら
独
り
酒
を
飲
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
の
荒
れ

、

た
皮
膚
に
膚
だ
け
い
や
に
紅
い
の
は
少
々
気
持
が
憩
い
、
と
蘭
か
れ
、
彼
に

は
・
家
族
も
家
も
腱
康
も
希
望
も
な
い
と
語
ら
せ
て
い
る
。
）
第
二
群
の
作
品

構
想
に
お
け
る
主
人
公
、
八
十
歳
の
漢
学
者
の
見
る
幻
覚
は
、
や
は
り
『
光
と

風
と
夢
』
十
九
輩
に
お
い
て
、
ス
テ
イ
ゲ
ン
ス
ン
が
ア
ピ
ア
街
道
を
歩
い
て
い

る
時
に
襲
わ
れ
る
幻
覚
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
（
魂
が
身
体
を
抜
け
出

し
、
自
分
自
身
に
対
し
て
「
お
前
は
誰
だ
］
と
問
い
詰
め
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
主
題
は
『
木
乃
伊
』
の
そ
れ
と
も
関
連
す
る
も
の
で
注
目
を
要
す
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
続
柄
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
）
　
つ
ま

り
、
『
光
と
風
と
夢
』
十
九
葦
に
お
い
て
、
作
者
の
感
情
移
入
が
あ
る
部
分
に

は
、
こ
こ
に
青
か
れ
て
い
た
未
完
の
短
他
局
構
想
が
、
解
体
吸
収
さ
れ
て
い
る
と

見
ら
れ
、
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
第
一
・
二
群
の
メ
モ
は
、
『
光
と
凪
と
夢
』

の
構
想
が
確
定
す
る
以
前
の
成
立
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
う
だ
と
す
る
と
・
「
ノ
ー
ト
第
九
」
の
搾
一
群
メ
モ
の
作
品
構
想

は
、
そ
の
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
を
『
光
と
風
と
夢
』
の
中
の
一
部
と
し
て
吸
収

さ
れ
て
い
る
一
方
、
そ
の
主
題
・
r
産
品
の
骨
格
構
造
の
方
は
、
主
人
公
の
イ
メ

ー
ジ
を
「
人
虎
伝
」
に
悟
り
て
、
『
山
月
記
』
　
へ
と
飛
躍
を
と
げ
た
こ
と
に
な

る
。

三

そ
れ
で
は
、
『
山
月
記
』
は
『
光
と
風
と
夢
』
よ
り
先
き
に
、
あ
る
い
は
同

時
並
行
的
に
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
後
か
ら
書
か
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
『
山
月
記
』
の
成
立
時
期
を
推
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
要
点

は
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
一
点
に
絞
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
第
一
群
メ
モ
の
構
想
が
、
『
山
月
記
』
へ
と
成
執
ず
る
た
め

の
一
段
階
と
し
て
、
『
光
と
風
と
夢
』
が
必
要
で
あ
っ
た
か
否
か
を
考
え
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
う
形
で
問
題
を
準
え
よ
う
と
す
れ
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ば
、
作
者
の
問
題
意
識
の
在
り
ど
こ
ろ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
作
品

の
前
に
来
る
も
の
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
が
、
そ
の
前
に
、
中
島
の
年
譜

を
別
表
の
よ
う
に
一
郎
訂
正
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

中島敦略年譜
昭
和
1
4
年
3
月
以
降

『
か
め
れ
お
ん
日
記
』
最
終
脱
稿
（
「
ノ

ー
ト
第
九
」
第
三
群
メ
モ
）

〃
　
1
4
年
末
～
1
5
年
初
頭
　
『
悟
浄
出
世
』
執
筆
（
昭
和
1
4
年
手
帖
及

び
昭
和
1
5
年
手
輯
メ
モ
）

〃
　
1
4
年
夏
ご
ろ
　
　
　
　
　
「
ノ
ー
ト
第
九
」
第
一
二
一
群
メ
モ
成
立

〃
　
1
5
年
秋
～
1
6
年
1
月
ご
ろ
　
『
光
と
風
と
夢
』
成
立
（
氷
上
書
簡
及

び
昭
和
1
5
年
手
帖
メ
モ
）

1
6
年
初
頭
～
6
月
ま
で
　
『
文
字
禍
』
成
立
（
昭
和
十
六
年
手
輯
メ

〃
　
1
6
年
5
月
～
6
月
ま
で

〃
　
1
6
年
6
月
2
8
日

〃
　
1
7
年
3
月
1
7
日

〃
　
1
7
年
5
月

〃
　
1
7
年
6
月

〃
　
1
7
年
8
月
ご
ろ

モ
）『

悟
浄
薮
異
』
前
半
執
筆
（
田
中
酉
二
郎

宛
む
簡
深
田
久
弥
宛
㌍
手
紙
）

パ
ラ
オ
へ
出
発

パ
ラ
オ
よ
り
帰
国

『
弟
子
』
成
立

『
悟
浄
出
世
』
最
終
脱
稿
（
杉
森
久
英
書

簡
）『

悟
浄
叡
異
』
最
終
脱
稿
（
「
ノ
ー
ト
第

四
」
メ
モ
）

注
（
　
）
内
は
年
譜
作
成
の
主
た
る
根
拠
と
な
っ
た
資
料
を
示
す
。
本
文

参
照
の
こ
と
。

こ
の
年
譜
に
お
い
て
、
従
来
の
説
と
異
な
る
部
分
は
、
『
悟
浄
出
世
』
の
執

筆
を
、
昭
和
十
四
年
末
か
ら
昭
和
十
五
年
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
に
置
き
、

『
文
字
禍
』
の
成
立
を
、
昭
和
十
六
年
の
前
半
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

『
文
字
禍
』
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
直
接
関
連
が
無
い
の
で
、
評
組
は
続
稿
に

ゆ
ず
る
こ
と
と
し
て
、
要
点
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
『
文
字
禍
』
の
草
稿
「
文

字
」
の
資
料
と
な
っ
た
メ
モ
が
、
昭
和
十
六
年
の
手
棉
中
に
兄
い
だ
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
『
悟
浄
出
世
』
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
南
洋
か
ら
帰
国
後
の
作
品
と

考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の
は
、
昭
和
十
七
年
七
月
二
十

二
日
付
の
作
者
宛
杉
森
久
英
琶
闇
（
及
び
六
月
二
十
七
日
付
同
輩
楠
も
関
係
が

あ
る
が
。
）
に
『
弟
子
』
と
『
悟
浄
出
世
』
を
見
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
筆
者
も
、
こ
の
作
品
の
最
終
脱
稿
の
下
限
を
こ
の
時

点
に
置
く
こ
と
に
異
存
は
な
い
。
が
、
昭
和
十
四
年
の
手
相
の
末
尾
の
メ
モ
の

寸
マ

中
に
、
「
沙
紅
エ
ビ
也
」
と
あ
り
、
十
五
年
の
手
柄
の
冒
頭
部
分
に
「
天
輿

夜
叉
、
乾
陶
婆
、
阿
修
羅
、
迦
棋
羅
、
緊
郡
ラ
、
靡
残
澤
伽
、
人
、
非
人
」
と

あ
る
。
前
者
が
『
悟
浄
出
世
』
臼
に
出
て
く
る
「
年
を
経
た
蝦
の
楕
」
を
「
沙

虹
隠
士
」
と
名
付
け
て
い
る
の
と
結
び
つ
く
な
ら
、
後
者
も
ま
た
、
同
じ
く
関

に
登
場
す
る
未
叉
恵
岸
の
言
葉
の
中
に
そ
っ
く
り
利
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
で
断
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
資
料
に
乏
し
い
こ
の
作

者
の
場
合
、
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
執
筆
時
期
を
推
定
す
る
こ
と

も
、
あ
な
が
ち
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

ち
な
み
に
、
『
悟
浄
薮
異
』
の
脱
稿
時
期
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
〓
昌
ふ
れ

て
お
く
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
原
稿
の
末
尾
に
（
昭
十
四
、
一
、
十
五
）

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
従
来
、
こ
れ
が
成
立
脱
稿
の
日
付
と
解
釈
さ
れ
て
来

た
。
し
か
し
、
「
全
集
」
解
題
に
お
い
て
、
郡
司
氏
は
こ
れ
に
疑
問
を
投
げ
か

け
て
お
ら
れ
る
。
今
、
仮
り
に
前
者
の
説
に
従
う
と
、
次
の
四
つ
の
疑
問
が
生

じ
る
。
そ
の
う
ち
二
つ
は
郡
司
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
昭
和
十
六
年

五
月
八
日
付
田
中
撃
一
郎
宛
欝
僧
、
及
び
同
年
六
月
（
？
）
の
深
田
久
弥
宛
置

き
手
紙
に
、
「
孫
悟
空
や
八
戒
の
出
て
く
る
」
　
「
西
遊
記
」
を
執
筆
中
で
あ
る

が
、
「
一
向
に
は
か
ど
ら
な
い
」
旨
を
記
し
て
い
る
理
由
は
何
か
と
い
う
こ
と
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と
、
昭
和
十
五
年
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
、
中
島
と
交
流
の
あ
っ
た
深
田
久
弥

氏
に
、
『
虎
狩
』
や
『
か
め
れ
お
ん
日
記
』
等
の
習
作
ま
で
も
見
せ
て
い
る
の

に
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
小
説
的
完
成
を
見
せ
て
い
る
『
悟
浄
教
具
』
を
昭
和

十
六
年
六
月
の
段
階
で
、
ま
だ
見
せ
て
い
な
い
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
他
の
二
つ
は
、
先
述
の
杉
森
事
箇
に
お
い
て
、
作
者
が
杉
森
氏
に
手
渡
し

て
い
る
の
は
、
『
弟
子
』
の
仙
に
『
悟
浄
出
世
』
の
み
で
あ
る
ら
し
い
が
、
こ

の
説
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
時
点
で
適
作
二
請
は
完
成
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る

の
に
、
そ
の
う
ち
二
篇
の
み
を
杉
森
氏
に
見
せ
て
い
る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ

と
と
、
「
南
洋
評
」
の
諸
窮
の
草
稿
や
創
作
メ
モ
が
雷
か
れ
て
い
る
か
ら
、
十

七
年
夏
ご
ろ
使
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
「
ノ
ー
ト
第
四
」
　
（
な
お
、
こ
の
ノ
ー
ト

の
一
貫
目
に
あ
る
メ
モ
は
、
昭
和
十
七
年
八
月
九
日
発
表
の
ソ
ロ
モ
ン
海
戦
の

〝
戦
果
″
の
報
道
－
－
療
京
口
日
新
閑
に
よ
る
1
の
数
字
と
多
分
に
符
合
す

注
廟

る
。
こ
の
点
も
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
）
の
中
に
、
明
ら
か
に
『
悟
浄
畝
異
』
の

創
作
メ
モ
と
見
ら
れ
る
「
七
十
二
艇
、
地
悪
変
化
法
、
勧
斗
即
㌢
如
意
姫
棒
、

／
（
略
）
咤
囁
喝
仇
哩
坤
」
と
い
っ
た
も
の
が
ま
じ
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
疑
間
も
、
こ
の
作
目
冊
が
昭
和
十
六
年
五
月
ご
ろ

か
ら
執
筆
さ
れ
、
最
終
的
脱
稿
を
昭
和
十
七
年
の
夏
と
考
え
る
な
ら
ば
、
一
挙

に
氷
解
す
る
。
ま
た
、
作
者
は
、
昭
和
十
七
年
三
月
十
七
日
、
南
洋
か
ら
帰
国

後
、
た
だ
ち
に
肺
炎
に
な
り
、
六
月
に
入
っ
て
よ
う
や
く
同
復
し
て
い
る
。
従

来
の
よ
う
に
、
こ
の
間
に
『
悟
浄
出
世
』
と
『
弟
子
』
と
の
二
岩
を
完
成
し
て

い
る
と
い
う
の
も
、
い
さ
さ
か
無
理
の
あ
る
推
測
で
、
『
悟
浄
出
世
』
の
一
応

の
完
成
は
昭
和
十
五
年
頃
と
し
、
『
悟
浄
敏
男
』
は
十
七
年
夏
の
最
終
脱
稿
と

考
え
、
そ
の
完
成
の
め
ど
が
つ
い
た
段
階
で
、
前
篇
『
悟
浄
出
世
』
を
杉
森
氏

の
手
に
渡
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
だ
、
そ
う
な
る
と
、
浄
書
原
稿
末
尾
の
メ
モ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
疑

間
が
残
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
『
か
め
れ

お
ん
日
記
』
も
、
そ
の
最
終
脱
稿
は
昭
和
十
四
年
三
月
以
後
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
原
稿
の
末
尾
に
、
（
昭
和
十
一
年
十
二
月
〔
二
十
六
〕
）
と
記

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
メ
モ
に
つ
い
て
、
郡
司
氏
は
、
「
全
集
」
第
一
巻
解
題
に

お
い
て
、
「
作
品
の
主
題
を
手
に
し
た
時
の
日
付
と
み
る
方
が
妥
当
か
も
し
れ

な
い
U
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
悟
浄
教
異
』
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
考

え
方
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
場
合
、
従
来
の
『
悟
浄
款
異
』
十
四
年
、
『
悟
浄
出
世
』
十
七
年
成
立

説
に
立
脚
し
た
作
品
解
釈
に
対
す
る
擬
問
も
出
て
く
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
稿
を
改
め
て
卑
見
を
述
べ
た
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
過
去
帳
」
二
窟
に
お
い
て
、
自
己
の

生
き
方
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
た
作
者
は
、
『
悟
浄
出
世
』
で
、
そ
こ
か
ら
の

脱
却
の
道
を
探
り
、
主
人
公
悟
浄
を
し
て
、
つ
い
に
「
と
に
か
く
、
自
分
で
も

ま
だ
知
ら
な
い
で
ゐ
る
に
這
ひ
な
い
自
己
を
試
み
展
開
し
て
見
よ
う
と
い
ふ
勇

気
が
出
て
来
た
U
と
言
わ
し
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
作
者
自
身
の
心
情
を
仮
托

し
た
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
以
後
、
作
者
は
有
限
な
才
能
を
も
っ
て
、
な

お
、
鏡
板
的
に
人
生
を
生
き
抜
く
人
物
へ
の
関
心
を
急
速
に
深
め
て
い
く
の
で

あ
る
が
、
『
悟
浄
出
世
』
の
次
に
『
光
と
風
と
夢
』
が
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
主

人
公
ス
テ
イ
ヴ
ン
ス
ン
は
、
作
者
の
こ
う
し
た
自
覚
に
些
つ
い
た
理
想
像
造
形

の
最
初
の
実
験
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
『
山
月
記
』
の
方
が
先
き
に

乗
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
己
の
行
く
べ
き
遺
に
お
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
た
段
階

で
、
過
去
の
自
分
を
振
り
返
っ
て
の
悔
恨
を
描
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

観
念
的
論
理
だ
け
の
筋
道
を
追
う
専
ら
ば
、
い
ず
れ
の
解
釈
も
可
俳
な
わ
け

で
、
て
こ
で
は
、
よ
り
具
体
的
な
検
討
を
通
し
て
、
妥
当
な
解
釈
を
求
め
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
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こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
目
…
執
筆
に
先
立
っ
て
構
想
さ

れ
た
と
見
ら
れ
る
「
ノ
ー
ト
第
九
」
の
第
一
群
メ
モ
に
お
い
て
は
、
「
臆
病
な
自

尊
心
」
を
中
心
主
題
と
し
、
そ
の
基
調
低
音
が
諦
念
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が

『
山
月
記
』
と
し
て
完
成
さ
れ
た
段
階
で
は
、
同
じ
主
題
を
扱
い
な
が
ら
、
そ

の
基
調
低
音
が
悔
恨
に
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
瑠
メ
モ
の

構
想
に
諏
念
が
出
て
来
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
『
狼
疾
記
』
の
　
「
畢
寛
、
俺
は

俺
の
愚
か
さ
に
殉
ず
る
外
に
途
は
無
い
ぢ
や
な
い
か
。
凡
て
が
言
は
れ
、
考
へ

ら
れ
た
後
に
結
局
、
人
は
己
が
性
情
の
指
さ
す
所
に
従
ふ
の
だ
」
と
い
う
考
え

方
が
、
そ
の
底
流
に
あ
サ
灯
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
に
従
う
限
り
、
「
疇

病
な
自
尊
心
」
を
自
己
の
性
情
と
自
覚
し
て
い
る
主
人
公
に
と
っ
て
、
自
己
の

性
情
に
準
づ
ノ
＼
悲
劇
は
、
た
だ
ち
に
運
命
悲
劇
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
る
は
ず
で
、
こ
こ
に
悔
恨
の
生
じ
る
余
地
は
な
い
。
つ
ま
り
、
作
者

は
、
「
自
己
を
試
み
展
出
し
て
見
よ
う
」
と
言
い
な
が
ら
、
再
び
、
「
指
摘
な

自
尊
心
」
の
間
題
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
．
と
こ
ろ
が
、
『
両
月

記
』
の
李
徴
は
、
虎
に
な
っ
て
か
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
臆
病
な
自
尊
心
」

の
克
服
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
こ
こ
に
悔
恨
が
発
生
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
重
境
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
臆
病
な
自
尊
心
」
の
晴
痛

さ
の
原
因
は
、
『
喰
疾
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
「
才
能
の
不
足
を
仙
人
の
前
に

も
自
ら
の
前
∴
J
・
言
慄
し
出
す
か
も
知
れ
な
い
」
危
惧
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
孝

徴
は
「
己
よ
り
ら
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い

た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
が
幾
ら
で
も
ゐ
る
」
こ
と
に
気
付

い
た
時
、
こ
れ
を
克
服
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。で

は
、
作
者
は
い
つ
こ
れ
を
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
な
る
心
境
の
変
化

と
し
て
、
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に

『
光
と
凪
と
曲
巴
と
い
う
作
日
間
が
あ
り
、
し
か
も
、
作
者
が
こ
の
件
晶
に
お
い

て
、
制
根
つ
き
の
才
能
と
短
い
命
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
所
与
の
も
の
を
十
全
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
々
の
欠
点
を
昇
華

し
、
充
実
し
た
人
生
を
送
り
得
た
ス
テ
ィ
ゲ
ン
ス
ン
を
造
形
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
こ
の
作
品
を
制
作
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
作
者

の
意
図
は
、
「
ノ
ー
ト
第
九
」
第
四
郎
の
構
想
メ
モ
に
明
確
で
あ
る
。

（
略
）
彼
は
結
川
、
魅
力
正
は
と
ん
で
ゐ
る
が
、
芙
し
い
け
れ
ど
も
深
味

の
な
い
物
語
作
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
或
人
は
非
難
す

る
。

或
ひ
は
か
う
も
い
へ
る
の
で
は
な
い
か
。
賢
明
な
彿
〔
を
守
る
〕
の
ヂ
ユ

ニ
イ
（
そ
の
導
き
に
よ
っ
て
彼
は
彼
の
運
命
を
辿
っ
た
の
だ
が
）
が
彼
の

寿
命
の
短
い
で
あ
ら
う
こ
と
を
知
っ
て
、
何
人
に
と
っ
て
も
四
十
歳
以
前

に
人
間
修
業
を
目
標
と
す
る
近
代
小
説
道
（
そ
の
傑
作
を
生
む
こ
と
は
恐

ら
く
不
可
能
で
あ
ら
う
所
の
）
を
捨
て
さ
せ
、
そ
の
代
り
に
、
こ
の
上
な

く
魅
力
に
富
ん
だ
美
し
く
桂
し
い
物
語
の
構
成
と
そ
の
巧
み
な
話
法
と
の

習
練
に
〔
向
〕
　
（
之
な
ら
ば
、
た
と
へ
早
死
し
て
も
少
く
と
も
い
く
つ
か

の
、
良
さ
美
し
き
も
の
は
残
せ
よ
う
）
向
は
せ
た
の
で
あ
る
と
。
と
ま
れ
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彼
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
的

〔
欠
陥
〕

未
熟
に
も
係
ら
ず
、
た
ゞ
比
の
「
風
面

遺
に
生
き
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
て

の
欠
点
も
救
は
れ
昇
華
さ

れ
得
た

の
で
　
〔
あ
る
〕
は
な
い
か
。

こ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

を
完
全
に
生
か
し
得
た
な
ら
ば
、

品
に
お
い
て
確
認
し
得
た
時
、

（
傍
線
筆
者
）

限
界
の
明
ら
か
な
才
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

種
々
の
欠
陥
さ
え
も
昇
華
し
得
る
こ
と
を
作

「
ノ
ー
ト
第
九
」
第
一
群
メ
モ
の
構
想
の
主
人

公
の
諦
念
を
、
『
山
月
記
』
の
李
徴
の
悔
恨
へ
と
変
質
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。



い
や
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
て
も
、
ま
だ
、
『
光
と
風
と
夢
』
　
『
山
月

記
』
の
二
作
品
を
、
同
時
並
行
的
に
執
筆
し
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。
た
だ
、
こ
こ
に
看
過
で
き
な
い
一
つ
の
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
山
月

記
』
の
李
牧
の
場
合
、
作
者
は
明
ら
か
に
ス
テ
イ
ゲ
ン
ス
ン
的
人
物
を
視
野
の

一
方
に
置
い
て
、
こ
れ
を
造
形
し
て
い
る
の
だ
が
、
ス
テ
イ
ゲ
ン
ス
ン
を
造
形

す
る
作
者
は
、
そ
の
視
野
の
内
に
苧
徴
的
人
物
を
収
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ス
テ
イ
ゲ
ン
ス
ン
的
人
物
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
卒
徴
の
悔
恨
が
成
立

し
な
い
の
は
見
て
来
た
通
り
だ
が
、
ス
テ
イ
ゲ
ン
ス
ン
の
場
合
は
、
自
己
の
能

力
の
限
界
を
自
覚
し
っ
っ
、
李
徴
の
悔
恨
を
踏
ま
え
て
、
自
分
の
道
を
貫
い
て

い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
能
力
に
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安

に
お
び
え
つ
つ
、
こ
れ
に
深
く
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
で
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
班

か
ら
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
よ
う
や
く
そ
の
潰
椋
的
な
生
き
方
を
持

続
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
披
の
そ
う
し
七
精
神
の
保
ち
方
を
、
顕
著
に
現
わ

し
て
い
る
上
こ
ろ
が
、
作
品
の
十
九
輩
の
中
に
あ
る
。

机
に
向
っ
て
昨
夜
の
続
き
を
四
五
枚
も
書
い
た
頃
、
私
の
竿
は
止
っ

た
。
行
悩
ん
で
頬
杖
を
つ
い
て
ゐ
た
時
、
ひ
ょ
い
と
、
一
人
の
惨
め
な
男

の
生
涯
の
幻
影
が
頭
の
中
を
通
り
過
ぎ
た
。
そ
の
男
は
、
（
略
）
才
能
も

な
い
く
せ
に
l
ぱ
し
の
芸
術
家
を
気
取
り
、
（
略
）
ス
タ
イ
ル
ば
か
り
で

内
容
の
無
い
駄
作
を
省
き
ま
く
り
、
（
略
）
結
局
は
、
南
海
の
栄
で
、
没

き
庄
い
程
北
方
の
故
郷
を
恩
ひ
な
が
ら
、
惨
め
に
死
ん
で
行
く
。

ち
ら
り
と
一
瞬
、
閃
光
の
や
う
に
斯
う
し
た
男
の
一
生
の
姿
が
浮
か
ん

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

だ
。
私
は
は
つ
と
み
ぞ
お
ち
を
強
く
街
か
れ
た
思
ひ
が
も
、
椅
子
の
上
に

く
づ
ほ
れ
た
。
冷
汗
が
出
て
ゐ
た
。

暫
く
し
て
私
は
回
復
し
た
。
之
は
何
か
身
体
の
工
合
の
せ
ゐ
だ
。
こ
ん

な
芙
迦
な
考
が
浮
ぶ
な
ん
て

ヽ

　

ヽ

し
か
し
、
自
分
の
一
生
の
評
価
の
上
に
、
ふ
と
、
さ
し
た
か
げ
は
中
々

拭
ひ
去
れ
さ
う
も
な
い
。

（略）

夜
八
時
、
す
っ
か
り
元
気
に
な
づ
た
。
（
略
）
今
朝
は
ど
う
か
し
て
ゐ

た
ん
だ
d
産
．
が
l
下
ケ
甘
け
刻
学
者
だ
ビ
ア
　
恩
恵
が
う
す
つ
ペ
ら
だ
の
、

哲
学
が
煩
い
の
と
、
言
ひ
度
い
奴
は
勝
手
に
言
ふ
が
い
い
。
要
す
る
に
、

文
学
は
技
絹
だ
。
（
『
光
と
風
と
夢
』
十
九
葦
よ
り
。
傍
点
原
文
。
傍
線

筆
者
。
）

自
己
の
才
能
や
人
生
に
対
す
る
評
価
に
不
安
を
覚
え
つ
つ
、
そ
れ
が
い
ず
れ

も
気
分
の
問
題
と
し
て
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
見
ら
れ
る
通
り
で

あ
る
。
彼
の
人
生
の
生
き
方
の
選
択
は
、
ヂ
三
イ
の
導
き
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
李
牧
の
悔
恨
を
踏
ま
え
た
も
の
で
な
い
の
も
や
む
を
得
な
い
が
、

・
そ
れ
な
ら
ば
、
サ
モ
ア
島
と
い
う
白
人
文
明
か
ら
隔
た
っ
た
、
一
種
の
批
評
希

薄
地
帯
に
お
い
て
、
「
人
に
魅
は
れ
ま
い
と
の
懸
念
を
忘
れ
て
、
真
に
恩
ふ
事

の
み
を
言
ひ
、
責
に
欲
す
る
事
の
み
を
行
」
な
う
天
衣
無
縫
の
ス
テ
イ
ヴ
ン
．
ス

ン
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
く
、
彼
は
海
を
越
え
て
や

っ
て
く
る
批
評
に
対
し
て
す
ら
、
過
敏
な
ほ
ど
に
反
応
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も

な
お
、
彼
が
強
気
に
押
し
て
行
け
た
そ
の
自
信
は
、
先
き
の
引
用
に
も
見
ら
れ

る
通
り
、
正
当
な
批
評
を
経
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
単
な
る
楽
観
主
義
で
な
け

れ
ば
、
子
供
じ
み
た
強
が
り
の
印
負
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
こ
の
小
心
さ
と
強
が

り
の
背
景
に
「
己
よ
り
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に

磨
い
た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
が
幾
ら
で
も
ゐ
る
」
と
い
う

認
識
を
見
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
で
き
ま
い
。

作
品
に
常
に
作
者
の
す
べ
て
が
投
影
さ
れ
る
と
は
亭
え
な
い
。
し
か
し
、
少

な
く
と
も
、
作
品
を
「
暗
痛
な
自
尊
心
」
の
主
題
に
そ
っ
て
見
る
限
り
、
『
山
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月
記
』
の
李
徴
の
悔
恨
は
、
『
光
と
風
と
夢
』
の
成
果
を
踏
ま
え
て
ヱ
そ
出
て

来
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
で
く
る
と
、
芸
術
家
の
エ
ゴ
と
倫
理
と
の
矛
盾
に
つ
い
て

の
煩
悶
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
で
あ
る
。
芸
術
家
が
、

「
自
己
を
試
み
展
開
し
て
見
よ
う
」
と
す
れ
ば
、
そ
の
エ
ゴ
と
倫
理
と
の
矛
盾

が
激
化
す
る
の
は
一
般
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
作
者
は
ま
ず

『
光
と
風
と
夢
』
に
お
い
て
、
完
全
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
し
て
の
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス

ン
を
造
形
し
よ
う
と
し
た
ふ
L
が
あ
る
。
「
ノ
ー
ト
第
九
」
第
四
群
メ
モ
の
中

に
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
分
の
e
 
g
 
O
 
i
 
s
 
t
 
i
 
c
な
こ
と
を
ハ
ッ
と
、
事
毎
に
感
ず
る
、
が
、

そ
れ
で
も
う
一
度
考
へ
直
し
て
、
芸
術
家
は
e
g
 
O
 
i
 
s
 
t
 
i
 
c
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
は
一
つ
の
退
化
か
も
し
れ
ぬ
と
忠

ふ
。

作
品
で
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
過
敏
な
倫
理
家
と
し
て
の
側
面
は
弱
め
ら

れ
、
「
殆
ん
ど
本
能
的
に
」
　
「
頭
は
間
違
ふ
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
血
は
間
違
は

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
信
じ
て
、
「
我
々
の
中
に
あ
る
」
　
「
我
々
よ
り
買

い
も
の
の
導
い
て
呉
れ
る
其
の
唯
一
の
途
を
、
最
も
忠
実
、
勤
勉
に
歩
む
こ
と

に
の
み
全
力
を
払
ひ
、
他
の
一
切
は
之
を
棄
て
て
顧
み
な
か
っ
た
」
ス
テ
ィ
ゲ

ン
ス
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
俗
衆
の
嘲
罵
や
父
母
の
悲
嘆
を
よ
そ
に
、
彼
は

此
の
生
き
方
を
、
少
年
時
代
か
ら
死
の
瞬
間
に
至
る
ま
で
続
け
」
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
は
、
「
凡
て
の
欠
点
も
救
は
れ
昇
華
さ
れ
」
て
、
「
頁
の
自
己
」
を

実
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
ス
テ
ィ
ゲ
ン
ス
ン
の
造
形
に
、
あ
る
程
度
成

功
し
た
作
者
は
、
こ
の
段
階
で
、
自
己
の
生
涯
に
一
つ
の
可
能
性
を
兄
い
だ
し

得
た
と
考
え
、
勇
気
を
得
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
光
と
凪
と
夢
』
を
古
き

終
え
た
頃
か
ら
、
彼
は
、
横
浜
高
等
女
学
校
の
職
を
辞
め
、
作
家
と
し
て
立
つ

こ
と
を
黄
剣
に
考
え
は
じ
め
て
い
る
。
教
師
の
職
を
辞
め
た
原
因
と
し
て
は
、

宿
掴
喘
息
の
治
埠
の
た
め
の
転
地
療
養
を
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
作

家
生
活
に
入
る
こ
と
を
第
一
義
的
に
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
昭
和
十
六
年
二
月

二
十
六
札
付
及
び
三
月
四
日
付
の
父
田
人
宛
む
榊
に
明
ら
か
で
あ
る
。

勿
論
、
自
分
の
勉
強
の
上
か
ら
は
今
の
学
校
を
離
れ
る
こ
と
が
確
か
に

急
務
な
の
で
す
が
、
単
に
、
僕
の
身
体
の
こ
と
だ
け
を
（
略
）
考
へ
る
な

ら
、
横
浜
を
誤
れ
る
に
し
て
も
、
久
喜
や
世
田
谷
で
は
何
に
も
な
ら
な
い

と
忠
は
れ
る
の
で
す
、
（
略
）
し
か
し
、
「
勉
強
の
為
に
勤
め
は
辞
め
た

い
」
、
「
け
れ
ど
も
久
童
や
世
田
谷
で
は
駄
目
だ
」
、
と
い
ふ
の
で
は
、

之
は
余
り
に
我
侭
で
、
話
に
な
り
ま
せ
ぬ
故
、
昨
日
の
祖
詔
の
や
う
に
お

取
決
め
周
っ
て
、
身
体
の
方
は
ど
う
な
ら
う
と
、
と
に
も
か
く
に
も
一
年

間
、
掬
情
に
甘
え
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
ゞ
か
う
と
考
へ
た
の
で
ご
ざ
い
ま

す
、
（
昭
和
十
六
年
三
月
四
日
付
、
田
人
宛
霞
机
よ
り
）

こ
こ
に
あ
る
「
勉
強
」
が
、
創
作
の
た
め
の
そ
れ
で
あ
か
こ
と
に
疑
問
の
余

地
は
無
い
。
ま
た
、
同
じ
霞
桐
に
、
「
本
当
は
南
洋
の
方
へ
行
き
た
い
の
で
す

け
れ
ど
之
も
経
費
の
都
合
で
、
〔
ど
う
〕
む
づ
か
し
さ
う
で
す
」
と
あ
る
。
こ

の
あ
た
り
か
ら
も
、
作
者
が
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
的
生
涯
に
心
惹
か
れ
て
い
た

こ
と
が
、
う
か
が
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
決
意
は
、
作
者
個
人
の
燵
康
の
問
題
の
み
で
な
く
、
実

生
活
上
の
問
題
と
⊥
て
家
族
を
も
拓
き
込
む
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
う
し
た

問
題
を
押
し
て
な
お
、
自
己
の
遠
を
貫
き
た
い
と
思
う
自
身
の
姿
が
、
作
者
自

身
の
目
に
類
と
見
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
『
山
月
記
』
の
挙
徴
の
叫

注
の

び
に
、
作
者
自
身
の
肉
声
を
感
取
し
て
い
る
人
々
は
多
い
。
「
飢
ゑ
棟
え
よ
う

と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
己
の
乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け
て
ゐ
る
様

な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獄
に
身
を
堕
す
の
だ
U
と
言
う
卒
徴
の
言
葉
の
表
に
、
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作
者
自
身
の
こ
う
し
た
現
実
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
・
こ
の
言

葉
に
は
、
作
者
自
身
の
自
虐
的
自
己
確
認
の
響
き
が
あ
る
。
『
山
月
記
』
の
化

虎
と
は
、
人
間
的
統
制
の
き
か
な
い
所
ま
で
肥
大
化
し
て
し
ま
っ
た
、
作
者
自

身
の
猛
顆
的
性
情
の
二
側
面
の
象
徴
に
は
か
な
ら
な
い
。
た
だ
、
「
臆
病
な
自

尊
心
」
の
問
題
が
未
解
決
で
あ
る
間
は
、
エ
ゴ
と
倫
理
の
矛
盾
の
問
題
が
、
潜

在
し
て
い
て
も
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
作
者
に
と
っ
て
、
前
者
の
問
題
に

克
服
の
可
能
性
が
見
え
た
時
、
後
者
の
問
題
が
一
挙
に
顕
在
化
し
て
来
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
来
る
な
ら
ば
、
『
山
月
記
』
の
成
立
時
期
は
、
『
光
と

風
と
夢
』
以
後
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
し
、
や
が
て
作
者
が
、
折
角
得
た

一
年
間
の
休
職
期
間
を
、
創
作
の
た
め
の
み
に
使
う
こ
と
も
で
き
ず
、
生
活
と

鍵
康
、
そ
し
て
創
作
の
三
者
の
調
和
を
願
う
形
で
、
南
洋
行
の
道
を
選
ん
だ
理

由
も
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四

か
か
る
見
地
か
ら
す
る
限
り
、
本
稿
の
最
初
に
掲
げ
た
佐
々
木
充
氏
の
説
の

根
底
に
あ
る
判
断
、
す
な
わ
ち
、
『
光
と
風
と
夢
』
は
、
「
古
語
」
　
「
古
格
」

の
「
六
音
に
六
人
の
主
人
公
の
形
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
主
題
を
、
あ
ら

た
め
て
一
人
の
人
物
の
生
の
上
に
統
一
的
に
打
ち
込
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ

れ
る
見
方
に
は
同
じ
得
な
い
。
し
か
し
、
『
山
月
記
』
が
「
古
語
」
四
篇
の
中

の
一
貴
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
最
終
的
結
論
を
出
す
前
に
、
他
の

三
岩
の
成
立
時
親
や
、
「
古
詔
」
全
体
の
創
作
意
図
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
続
稿
に
ゆ
ず
り
た

い
。

注
川
深
田
久
弥
氏
の
「
中
島
数
の
作
品
」
　
（
「
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
」
1
8
巻
所

収
）
　
に
よ
る
と
、
↓
古
語
」
は
鼓
初
「
古
俗
」
の
二
出
揃
を
含
む
六
語
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
畢
言
を
採
用
す
る
研
究
者
も
あ
る
が
、
郡
司

勝
義
氏
は
、
「
中
島
数
全
集
」
第
一
巻
解
題
に
お
い
て
、
昭
和
1
7
年
3
月

3
1
日
付
の
深
田
む
m
（
中
島
宛
）
等
の
資
料
に
よ
っ
て
、
「
古
語
」
が
最

初
か
ら
四
籍
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
立
証
さ
れ
た
。

佃
郡
司
勝
義
「
中
島
数
全
集
」
第
一
巻
解
題
及
び
第
三
巻
年
譜
。

川
佐
々
木
克
『
中
島
敷
』
　
（
昭
和
4
3
年
3
月
桜
厩
祉
刊
）
　
「
方
法
と
主
題
」

及
び
年
譜
。

屈
浜
川
勝
彦
『
中
島
数
の
作
品
研
究
』
　
（
昭
和
5
1
年
9
月
明
治
書
院
刊
）

「
『
古
語
』
か
ら
『
古
俗
』
　
へ
」

相
同
に
同
じ
。

㈲
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
大
学
学
生
の
北
短
有
信
君
の
調
査
に
よ

る
。

川
例
え
ば
、
中
島
タ
カ
「
お
礼
に
か
へ
て
」
　
（
「
中
島
敦
研
究
」
昭
和
5
3
年

1
2
月
筑
摩
睾
房
刊
所
収
）
や
深
m
久
弥
「
中
島
敦
の
作
晶
」
　
（
近
代
文
学

鑑
賞
講
座
」
1
8
巻
所
収
）
等
。

付
記
、
本
稿
は
、
昭
和
5
3
年
1
1
月
1
9
日
、
広
島
大
学
国
語
回
文
学
会
に
於
て
発

表
し
た
も
の
の
一
部
に
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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