
「
　
楚
　
囚
　
之
　
詩
」
　
論

－
北
村
透
谷
に
お
け
る
（
自
己
処
罰
）
の
衝
動
－

序

「
楚
囚
之
詩
」
　
（
一
八
八
九
年
四
月
、
春
祥
堂
）
　
は
、
【
新
体
詩
抄
」
　
に
よ
っ

て
切
り
拓
か
れ
た
日
本
近
代
詩
の
流
れ
に
新
た
な
方
向
を
与
え
た
作
品
と
し
て

評
価
さ
れ
て
い
る
。
積
林
濁
二
氏
は
北
村
透
谷
の
詩
論
「
r
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
」

及
び
「
フ
ォ
ー
ス
ト
亡
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
詩
人
が
ど
の
よ
う
に
（
内
な
る

世
界
）
と
（
外
な
る
世
界
）
と
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
か
、
そ
の
方
法
に
つ

（1）

い
て
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
ま
ず
内
部
を
納
め
ず
外
部
の
直
叙
を
す
る
　
「
外

部
の
叙
事
・
抒
情
」
、
つ
ぎ
に
外
部
に
内
部
を
投
影
し
て
叙
述
す
る
「
外
な
る

内
部
描
出
」
、
そ
し
て
内
よ
り
出
て
内
外
を
追
う
「
内
な
る
叙
事
・
抒
情
」
　
の

三
つ
で
あ
る
。
梅
林
氏
に
よ
れ
ば
「
新
体
詩
抄
」
は
「
外
部
の
叙
事
・
抒
情
」

に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
楚
囚
之
詩
」
は
そ
れ
を
進
展
さ
せ
　
「
外
な

る
も
の
か
ら
内
へ
の
ス
テ
ッ
プ
」
を
踏
み
出
し
た
作
品
と
し
て
評
価
で
き
る
。

だ
が
そ
の
一
方
で
「
事
件
の
具
体
的
な
提
示
も
展
開
」
も
な
く
「
主
人
公
の
苦

尾

　

　

西

　

康

　

充

悩
表
白
も
表
層
の
み
」
に
終
始
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
ま
で
も
透
谷
研
究
者
の
多
く
は
「
曾
て
誤
っ
て
法
を
破
り
／
政
治
の
罪

人
と
し
て
捕
は
れ
た
り
」
と
い
う
「
楚
囚
之
詩
」
冒
頭
の
表
現
に
物
足
り
な
さ

を
感
じ
て
き
た
。
投
獄
さ
れ
た
事
件
の
経
緯
や
犯
行
の
目
的
・
動
機
を
説
明
も

せ
ず
に
い
き
な
り
「
曾
て
誤
っ
て
」
と
い
う
の
で
は
唐
突
の
感
は
免
れ
な
い
。

透
谷
も
実
行
犯
に
誘
わ
れ
た
大
阪
事
件
は
、
大
井
憲
太
郎
を
中
心
と
す
る
自
由

党
左
派
が
朝
鮮
で
内
乱
を
起
こ
し
て
清
国
と
の
緊
張
を
高
め
、
日
本
政
府
に
圧

力
を
か
け
よ
う
と
し
た
武
装
闘
争
の
未
遂
事
件
で
あ
っ
た
。
資
金
調
達
の
た
め

の
襲
撃
に
加
わ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
が
、
透
谷
は
そ
れ
を
拒
否
し
大
矢
正
夫

と
枚
を
分
か
っ
た
。
自
我
を
形
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
最
も
影
響
を
受
け
て
き
た

大
矢
を
裏
切
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
煩
悶
は
　
「
（
自
己
処
断
）
と
い
う
内
か
ら

（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
衝
迫
」
　
に
よ
っ
て
「
自
己
処
罰
を
潜
在
的
契
機
と
す
る
自
己
檻
禁
」
　
の
イ
メ

ー
ジ
を
呼
び
覚
ま
し
、
透
谷
は
獄
に
繋
が
れ
た
大
矢
の
姿
に
自
己
を
仮
託
し
な

T
こ

が
ら
「
作
者
の
裡
な
る
牢
囚
の
意
識
」
を
表
現
し
た
と
さ
れ
る
。



ど
の
先
行
研
究
を
と
っ
て
も
基
本
的
に
、
透
谷
が
詩
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
自

己
を
罰
す
る
衝
動
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
内
向
す
る
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
放
出
し
、
最
後
は
「
大
赦
の
大
慈
に
感
謝
」
す
る
　
「
楚
囚
之
詩
」
　
の
結
末
の

よ
う
に
自
己
の
救
済
を
導
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
　
「
石
坂
ミ
ナ

と
の
出
会
い
、
基
督
教
入
信
と
い
う
透
谷
の
自
己
快
復
の
総
過
程
の
中
に
（
自

（5）

己
処
断
）
」
を
措
定
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
他
方
、
英
詩
人
バ
イ
ロ
ン
（
G
e
O
r
g
e

G
O
r
d
O
n
H
首
r
O
n
）
の
「
シ
オ
ン
の
囚
人
」
　
（
P
r
i
s
O
n
e
r
O
鴫
C
h
i
＝
O
n
）
か
ら
の
影
響

を
分
析
し
両
作
品
の
比
較
を
通
し
て
透
谷
独
自
の
　
「
内
な
る
観
念
世
界
の
構
築

（8）

に
向
か
お
う
と
す
る
姿
勢
」
を
見
出
し
た
論
考
も
あ
る
。

だ
が
「
楚
囚
之
詩
」
以
外
、
「
蓬
莱
曲
」
や
「
我
牢
獄
」
な
ど
の
作
品
に
お

い
て
も
透
谷
の
自
己
を
処
罰
し
ょ
う
と
す
る
衝
動
は
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
、
一

種
の
強
迫
観
念
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
我
牢
獄
」
　
（
一
八
九
二
年

六
月
）
　
の
冒
頭
に
あ
る
「
も
し
我
に
い
か
な
る
罪
あ
る
か
を
問
は
ゞ
我
は
答
ふ

る
事
を
得
ざ
る
な
り
、
然
れ
ど
も
我
は
牢
獄
の
中
に
あ
り
」
と
い
う
表
現
は
、

罪
の
意
識
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
も
事
件
の
経
緯
や
犯
行
の
目
的
・
動
機
が
説

明
さ
れ
な
い
点
で
　
「
楚
囚
之
詩
」
　
の
冒
頭
と
一
致
し
、
さ
ら
に
最
終
段
落
で

「
世
は
我
に
対
し
て
害
を
加
へ
ず
、
我
も
世
に
対
し
て
書
を
加
へ
ざ
る
に
我
は

斯
く
籠
囚
の
身
と
な
れ
り
」
と
再
び
そ
れ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
苦
悩
に
対
す
る

感
情
的
晴
好
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
、
何
に
よ
っ
て
自
己
が
閉
ざ
さ
れ
て
い

る
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
ひ
た
す
ら
自
己
処
罰
の
衝
動
に
強
迫
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
透
谷
を
強
迫
し
て
い
た
こ
の
人
何

か
）
に
つ
い
て
新
し
い
視
点
か
ら
論
究
し
た
い
。

「
楚
囚
之
詩
」
　
の
語
り
手
「
余
」
は
「
国
の
為
」
に
、
そ
し
て
「
国
の
前
途

を
計
り
て
」
行
動
を
起
こ
し
た
結
果
、
投
獄
さ
れ
た
国
事
犯
の
首
領
で
あ
っ

た
。
大
阪
事
件
で
武
装
行
動
の
準
備
に
際
し
て
透
谷
の
衷
美
那
子
に
私
製
の
爆

発
物
を
預
け
た
景
山
英
子
や
大
井
憲
太
郎
は
外
患
罪
、
す
な
わ
ち
国
家
の
政
治

上
の
秩
序
を
侵
害
す
る
罪
科
に
処
せ
ら
れ
た
国
事
犯
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
一
八

八
九
年
二
月
一
一
日
の
大
日
本
国
憲
法
発
布
に
と
も
な
う
大
赦
令
に
よ
っ
て
出

獄
す
る
が
、
大
矢
は
外
患
罪
に
強
盗
罪
を
加
え
た
併
合
罪
で
服
役
し
て
い
た
の

で
同
年
一
二
月
の
特
赦
令
ま
で
釈
放
さ
れ
な
か
っ
た
。

「
楚
囚
之
詩
」
　
に
は
「
余
」
　
の
共
犯
者
と
し
て
少
年
三
名
と
少
女
一
名
が
登

場
す
る
。
四
つ
に
仕
切
ら
れ
た
一
室
に
こ
の
四
名
が
収
容
さ
れ
て
お
り
、
「
余
」

は
彼
ら
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
余
」

が
獄
舎
の
ど
こ
に
い
る
の
か
は
明
確
で
は
な
く
、
「
余
」
　
の
主
体
の
場
所
が
作

品
の
最
後
ま
で
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
少
女
は
　
「
余
」
に
と
っ
て

ふ

た

り

　

　

　

　

た

’

よ

「
花
嫁
」
と
呼
ば
れ
る
大
切
な
存
在
で
「
吾
等
双
個
の
愛
は
精
神
に
あ
り
」
と

語
ら
れ
、
「
狭
き
中
に
も
両
世
界
－
／
彼
方
の
世
界
に
余
の
半
身
あ
り
、
／
此

方
の
世
界
に
余
の
半
身
あ
り
、
／
彼
方
が
宿
か
此
方
が
宿
か
？
／
余
の
魂
は
日

夜
独
り
迷
ふ
な
り
！
」
と
身
の
裂
か
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
が
措
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
現
実
に
は
分
離
さ
れ
て
生
き
て
い
る
が
精
神
で
は
強
く
結
び
つ
い



て
い
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
エ
フ
プ
は
、
美
那
子
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
に
影

響
さ
れ
た
透
谷
な
ら
で
は
の
表
現
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
捕
囚
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
ら
わ
れ
た
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
聖
書
に
元
型
が
あ
り
、

近
代
的
自
我
の
概
念
は
そ
の
変
奏
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
解
釈
で
あ
る
。
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
で
高
知
自
由
民
権
運
動
家
の
片
岡
健
吉
は
三
大
事
件
建
白
運
動
の
た

め
に
上
京
し
、
保
安
条
例
に
よ
る
首
都
退
去
命
令
に
抵
抗
し
て
投
獄
さ
れ
た
。

彼
も
ま
た
憲
法
発
布
の
大
赦
で
出
獄
す
る
の
だ
が
、
敬
虔
な
信
仰
に
も
と
づ
く

（7）

内
省
的
な
獄
中
生
活
は
世
に
広
く
知
ら
れ
尊
敬
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

他
方
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
大
井
は
獄
中
で
景
山
に
求
愛
し
、
二
人
の

関
係
が
メ
デ
ィ
ア
で
大
き
く
喧
伝
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
大
井
も
民
権
運
動
家

に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
男
性
本
位
の
性
向
を
持
っ
て
お
り
、
出
獄
後
に
景
山
と

内
縁
関
係
に
な
り
子
供
が
で
き
る
と
態
度
を
急
変
さ
せ
て
彼
女
と
の
関
係
を
打

ち
切
っ
て
し
ま
う
。
透
谷
は
r
厭
世
詩
家
と
女
性
」
　
（
一
八
九
二
年
二
月
）
　
で

「
恋
愛
は
人
世
の
秘
鎗
な
り
」
と
い
い
な
が
ら
「
婚
姻
は
人
を
俗
化
し
了
す
る

マ
マ者

な
り
」
と
述
べ
た
が
、
「
楚
囚
之
詩
」
の
「
余
」
も
獄
室
で
「
花
嫁
」
と
言

葉
す
ら
交
わ
せ
な
い
H
常
を
強
制
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
実
生
活
の
支
障
か
ら

生
じ
る
不
和
の
す
べ
て
を
棚
上
げ
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を

招
い
て
い
る
。
「
余
」
が
精
神
の
結
び
つ
き
だ
け
を
理
想
化
し
て
語
る
の
は
排

他
的
な
内
面
化
の
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
と
い
え
る
。
さ
ら
に
詩
の
半
ば
で
「
余
」

の
睡
眠
中
に
「
花
嫁
」
を
含
む
四
名
の
壮
士
が
他
所
に
移
送
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
、
「
余
」
は
一
層
観
念
の
世
界
に
沈
潜
し
て
「
花
嫁
」
の
幻
影
を
希
求
し
、

獄
室
に
姿
を
現
し
た
煽
幅
や
常
に
ま
で
「
花
嫁
」
の
化
身
を
見
出
し
て
驚
嘆
す

る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
「
余
」
の
許
を
訪
れ
た
の
は
垢
幅
で
あ
っ
た
。
「
余
」
は
す
ぐ
に
「
此

は
我
花
嫁
の
化
身
な
ら
ず
や
」
と
感
じ
「
鴫
呼
約
せ
し
事
望
み
し
事
は
遂
に
来

た
ら
ず
、
／
忌
わ
し
き
形
を
仮
り
て
、
我
を
慕
ひ
来
る
と
は
！
」
と
い
う
。
そ

し
て
獄
衣
を
投
じ
て
煽
幅
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
場
面
は
「
楚
囚
之
詩
」
第
一

二
達
に
括
か
れ
て
い
る
。

余
に
は
稜
な
き
衣
類
の
み
な
れ
ば
、

マ

　

マ

是
を
脱
ぎ
、
煽
蛭
に
投
げ
与
る
れ
ば
、

彼
は
喜
び
て
衣
類
と
共
に
床
に
落
ち
た
り
、

余
は
は
い
寄
り
て
是
を
抑
ゆ
れ
ば
、

煽
姑
は
泣
け
り
、
サ
モ
悲
し
き
声
に
て
、

何
ぜ
な
れ
ば
、
彼
は
な
は
自
由
を
持
つ
身
な
れ
ば
、

恐
る
、
な
！
　
捕
ふ
る
人
は
自
由
を
失
ひ
た
れ
、

卿
を
捕
ら
ふ
る
に
…
野
心
は
絶
へ
て
無
け
れ
ば
。

嶋
呼
！
　
是
は
一
の
煽
癌
！

余
は
花
嫁
は
斯
る
悪
く
き
顔
に
て
は
！

左
れ
ど
余
は
彼
を
逃
げ
去
ら
し
め
ず
、

何
ぜ
…
…
此
生
物
は
余
が
友
と
な
り
得
れ
ば
、

好
し
…
…
暫
時
獄
中
に
留
め
置
か
ん
に
、



左
れ
ど
如
何
に
せ
ん
？
　
彼
を
留
め
置
く
に
は
？

吾
に
力
な
き
か
、
此
一
獣
を
留
置
く
に
さ
へ
？

傷
ま
L
や
！
　
な
は
自
由
あ
り
、
此
獣
に
は
。

余
は
彼
を
放
ち
や
れ
り
、

自
由
の
獣
…
…
彼
は
喜
ん
で
、

疾
く
獄
窓
を
逃
げ
出
た
り
。

「
余
」
は
垢
焙
が
「
花
嫁
」
の
化
身
だ
と
直
感
し
、
獄
衣
を
投
じ
て
捕
ら
え

よ
う
と
す
る
。
し
か
し
床
に
落
ち
た
幅
蛎
を
抑
え
て
み
る
と
、
煽
蝦
が
「
悲
し

い
声
」
で
泣
く
の
で
捕
獲
す
る
の
を
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
。
煽
癌
は
美
し
い

「
花
嫁
」
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
生
き
物
で
、
む
し
ろ
そ
の
「
悪
く
き
顔
」

は
形
相
が
醜
く
変
わ
っ
た
「
余
」
に
似
て
い
る
。
獄
窓
か
ら
外
に
飛
び
出
せ
る

編
幅
に
自
分
が
解
放
さ
れ
る
希
望
を
託
し
、
「
余
」
は
煽
蛎
を
放
っ
て
や
る
。

一
見
自
由
な
煽
幅
と
不
自
由
な
「
余
」
と
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
自
由
に
対
す
る
憧
れ
や
嫉
妬
、
あ
る
い
は
不
自
由
さ
に
対
す
る
怒
り
や
嘆
き

な
ど
の
心
理
的
な
葛
藤
は
深
ま
る
こ
と
は
な
く
、
意
外
に
早
々
と
「
余
」
が
煽

転
を
逃
が
し
て
や
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
現
在
「
余
」
は
身
体
の
自
由
を

奪
わ
れ
て
は
い
る
が
獄
外
の
大
空
を
翔
る
想
像
力
が
あ
る
。
煽
幅
に
自
我
を
投

影
し
て
自
我
と
同
一
化
さ
れ
た
心
象
を
形
成
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
「
花
嫁
」
の
化
身
と
し
て
姿
を
現
す
の
は
茸
で
あ
る
。
獄
舎
の
軒
に

止
ま
り
鉄
窓
の
外
か
ら
春
の
訪
れ
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
声
と
姿
の
美
し

さ
は
「
余
」
に
と
っ
て
「
神
の
恵
み
」
で
あ
り
「
余
が
身
に
も
…
…
神
の
心
は

及
ぶ
な
る
」
と
慰
め
ら
れ
る
。
「
楚
囚
之
詩
」
第
一
五
連
は
「
余
」
が
鷺
に
語

り
か
け
る
場
面
で
あ
る
。

驚
よ
！
　
卿
は
籠
を
出
で
た
れ
ど
、

余
は
死
に
至
る
ま
で
は
許
さ
れ
じ

余
を
泣
か
し
め
、
又
た
笑
ま
し
む
れ
ど
、

卿
の
歌
は
、
余
の
不
幸
を
救
ひ
得
じ
。

我
が
花
嫁
よ
、
…
…
否
な
梵
よ
！

お
、
悲
し
や
、
彼
は
逃
げ
去
れ
り

鴫
呼
是
れ
も
亦
た
浮
世
の
動
物
な
り
。

若
し
我
妻
な
ら
ば
、
何
ど
逃
去
ら
ん
！

余
を
再
び
此
寂
蓼
に
打
ち
捨
て
、
、

こ
の
惨
憺
た
る
墓
所
に
残
し
て

－
　
暗
ら
き
、
空
し
き
墓
所
1

其
処
に
は
腐
れ
た
る
空
気
、

湿
り
た
る
床
の
い
と
冷
た
き
、

余
は
変
を
墓
所
と
定
め
た
り
、

生
な
が
ら
既
に
葬
ら
れ
た
れ
ば
な
り
。

死
や
、
汝
何
時
来
る
？

永
く
待
た
す
な
よ
、
待
つ
人
を
、



余
は
汝
に
犯
せ
る
罪
の
な
き
者
を
！

「
花
嫁
」
　
の
化
身
に
見
え
た
鷺
も
「
余
」
を
残
し
て
飛
び
去
っ
て
し
ま
う
。

も
は
や
自
分
の
許
を
訪
れ
る
も
の
は
死
以
外
に
な
い
こ
と
を
諦
観
し
、
「
余
」

は
妄
想
の
裡
に
「
永
く
待
た
す
な
よ
、
待
つ
人
を
、
／
余
は
汝
に
犯
せ
る
罪
の

な
き
者
を
！
」
と
「
死
」
に
対
し
て
訴
え
て
い
る
。
だ
が
自
分
が
無
罪
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
「
曾
て
誤
っ
て
法
を
破

り
／
政
治
の
罪
人
と
し
て
捕
は
れ
た
り
」
と
い
う
自
己
認
識
が
「
余
」
　
の
内
面

の
奥
底
に
あ
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
し
ま
う
。
告
が
飛
び
去
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
余
」
は
さ
ら
に
「
快
鬱
に
」
沈
ん
で
死
を
煩
う
よ
う
に

な
り
、
自
己
を
処
罰
す
る
と
い
う
倫
理
的
な
苦
悩
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
る
。

右
の
よ
う
に
煽
蛎
と
鷺
は
最
初
「
花
嫁
」
　
の
化
身
と
し
て
現
れ
、
醜
悪
な
る

イ
メ
ー
ジ
と
善
美
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
的
に
表
し
た
が
、
そ
れ
ら
も
や
が
て

「
甘
き
愛
の
花
嫁
も
、
身
を
拙
ち
し
国
事
も
／
忘
れ
て
は
、
も
ふ
夢
と
も
又
た

現
と
も
ー
」
と
い
う
肥
大
す
る
妄
想
に
組
み
込
ま
れ
「
体
系
化
さ
れ
た
妄
想
的

確
信
の
な
か
に
現
れ
る
自
己
非
難
」
や
「
自
分
自
身
に
対
す
る
倫
理
的
非
難
」

（8）

に
転
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

二

「
国
の
前
途
を
計
り
て
」
「
此
世
の
民
に
尽
し
」
た
「
余
」
は
不
幸
に
し
て
捕

囚
の
憂
き
目
を
見
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
独
り
余
な
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
。
「
楚

囚
之
詩
」
第
二
連
で
は
、
「
余
」
が
家
族
と
そ
の
歴
史
を
語
っ
て
い
る
。

吾
が
祖
父
は
骨
を
戦
野
に
暴
せ
り
、

吾
が
父
も
国
の
為
め
に
生
命
を
捨
た
り
、

余
が
代
に
は
楚
囚
と
な
り
て
、

と
こ
し
な
へ
に
母
に
耽
る
な
り
。

烈
し
い
壮
士
の
気
風
は
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
祖
父
は
戦
死
し
父

は
国
の
為
に
犠
牲
に
な
っ
た
。
今
「
余
」
が
国
事
犯
と
し
て
囚
わ
れ
て
い
る
の

も
自
己
の
体
内
に
そ
の
血
が
流
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
「
余
」
は

父
系
の
継
承
を
尊
び
な
が
ら
、
最
後
に
「
と
こ
し
な
へ
に
母
に
経
る
な
り
」
と

い
う
嘆
き
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
嘆
き
は
「
余
」
に
故
郷
を
想
い
出
さ
せ
、
往

時
の
一
場
面
を
偲
ば
せ
る
。

想
ひ
は
弄
る
、
往
き
し
昔
は
日
々
に
新
な
り

彼
山
、
彼
水
、
彼
庭
、
彼
花
に
余
が
心
は
残
れ
り
、

彼
の
花
！
　
余
と
余
が
母
と
余
が
花
嫁
と

も
ろ
と
も
に
椎
へ
に
し
花
に
も
別
れ
て
け
り
、

思
へ
ば
、
余
は
暇
を
告
ぐ
る
暇
も
な
か
り
し
な
り
。

こ
の
追
想
に
よ
れ
ば
、
故
郷
の
庭
に
一
緒
に
花
を
植
え
た
の
は
「
余
と
余
が



母
と
余
が
花
嫁
」
　
の
三
名
で
あ
る
。
こ
の
後
「
花
嫁
」
は
「
余
と
手
を
携
へ
て

都
に
上
」
る
の
で
寡
婦
の
母
親
が
独
り
故
郷
に
残
さ
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
こ
の

場
面
に
母
が
登
場
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
由
民
権
運
動
か
ら
の
脱
落
に
由

来
す
る
精
神
の
彷
樫
を
美
郡
子
と
の
恋
愛
を
通
じ
て
乗
り
越
え
た
と
い
う
体
験

が
「
楚
囚
之
詩
」
　
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
場
面
で
故

郷
を
同
じ
く
す
る
「
余
」
と
「
花
嫁
」
　
の
結
び
つ
き
が
強
調
さ
れ
て
も
よ
か
っ

た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
「
余
」
と
「
花
嫁
」
　
の
問
に
「
余
が
母
」
が
介
在
す
る

の
か
、
こ
れ
は
「
楚
囚
之
詩
」
全
篇
を
読
み
解
く
重
要
な
カ
ギ
に
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

生
前
の
透
谷
を
最
も
よ
く
知
る
友
人
島
崎
藤
村
は
「
透
谷
は
母
子
の
苦
い
争

（9）

い
を
深
刻
に
経
験
し
た
人
」
と
証
言
し
て
い
る
。
藤
村
に
よ
れ
ば
、
透
谷
は
美

那
子
と
の
結
婚
を
母
か
ら
強
く
反
対
さ
れ
、
「
こ
の
結
婚
に
よ
っ
て
透
谷
は
彼

の
周
囲
に
あ
っ
た
親
し
い
人
々
を
失
っ
た
。
彼
の
始
め
た
結
婚
生
活
は
そ
れ
ら

の
人
々
に
対
し
て
血
戦
を
開
い
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
。
美
那
子
も

「
何
し
ろ
透
谷
が
あ
、
な
り
ま
し
た
の
も
、
家
庭
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
の

が
第
l
の
原
因
で
す
」
と
し
「
弟
の
方
ば
か
り
が
立
派
に
母
か
ら
商
売
上
の
相

談
を
受
け
て
、
透
谷
の
方
は
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対

（10）

す
る
不
愉
快
が
重
な
り
重
な
つ
」
　
て
「
掃
疑
心
」
が
強
く
な
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
ほ
ど
い
が
み
合
っ
た
の
だ
か
ら
透
谷
と
彼
の
母
と
は
正
反
対
の
タ
イ
プ

の
人
間
か
と
い
う
と
、
ま
っ
た
く
そ
の
道
で
藤
村
は
「
私
の
思
ふ
に
は
、
北
村

君
の
あ
の
熱
烈
な
性
情
は
ど
う
も
母
御
か
ら
享
け
継
い
だ
も
の
ら
し
い
」
と
回

lH、

想
し
て
い
る
。
美
那
子
宛
書
簡
草
稿
一
八
八
七
年
八
月
一
八
日
の
な
か
で
透
谷

は
母
に
つ
い
て
詳
し
く
語
っ
て
い
る
。

（
前
略
）
　
又
た
生
の
母
は
最
も
甚
し
き
神
経
質
の
恐
る
べ
き
人
間
な
り
、

一
家
を
修
む
る
に
も
唯
己
れ
の
欲
す
る
如
く
、
己
れ
の
画
き
出
せ
る
小
さ

き
模
範
の
通
り
に
、
配
下
の
者
共
を
処
理
せ
ん
と
す
る
六
づ
か
し
き
将
軍

な
り
借
て
生
の
神
経
質
の
過
敏
な
る
悪
質
は
之
を
母
よ
り
受
け
、
傲
慢
不

吊
な
る
性
は
之
を
父
よ
り
も
ら
ひ
た
り
、
（
中
略
）
　
生
の
活
発
な
る
心
に

仇
す
る
事
は
、
生
の
母
の
神
経
質
よ
り
甚
し
き
は
な
し
、
又
生
の
母
は
普

通
の
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
を
抱
け
り
則
ち
生
を
し
て
功
名
を
成
さ
し
め
ん
と
思

ふ
の
情
切
な
り
け
れ
ば
毎
夜
十
二
時
項
ま
で
も
窮
屈
な
る
昏
机
に
向
は
し

め
母
自
身
は
走
れ
が
看
守
人
た
り
、
又
た
母
は
婦
女
子
の
性
と
し
て
活
発

な
る
挙
動
遊
戯
を
好
ま
ず
し
て
生
を
束
縛
し
て
殆
ど
諸
ろ
の
頭
重
等
と
の

交
通
を
経
た
し
め
た
り
、
（
後
略
）

一
般
的
に
母
が
神
経
質
で
あ
る
場
合
、
母
は
子
供
が
少
し
で
も
気
に
入
ら
な

い
こ
と
を
す
れ
ば
叱
責
し
自
分
の
枠
に
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
し
、
子
供
は
気

に
入
ら
れ
よ
う
と
必
死
に
努
力
し
感
情
を
抑
え
が
ち
に
な
る
。
透
谷
の
母
も

「
唯
己
れ
の
欲
す
る
如
く
、
己
れ
の
画
き
出
せ
る
小
さ
き
模
範
の
通
り
に
、
配

下
の
者
共
を
処
理
せ
ん
と
」
し
た
「
六
づ
か
し
き
将
軍
」
　
で
あ
っ
た
と
い
う
。

「
将
軍
」
の
言
葉
は
後
の
部
分
で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
「
生
を
し
て
殆
ど
困
死
せ



し
む
べ
き
程
の
一
年
」
と
さ
れ
た
二
八
八
二
年
の
記
述
に
「
生
よ
り
も
一
層
甚

し
き
神
経
家
な
る
我
家
の
女
将
軍
は
生
が
活
発
に
粗
暴
を
交
へ
て
動
作
を
す
る

を
い
た
く
煉
ひ
て
種
々
の
軍
略
を
以
て
生
を
圧
伏
せ
ん
と
企
て
た
り
」
と
あ
る
。

こ
の
「
将
軍
」
は
子
供
を
支
配
下
に
お
い
て
管
理
す
る
だ
け
で
は
な
く
子
供
本

来
の
感
情
や
行
動
を
で
き
る
限
り
排
除
し
て
自
己
と
の
同
一
化
を
強
制
す
る
。

次
第
に
母
子
の
同
一
化
が
進
む
と
母
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
子
供
に
転
移
し
「
生

の
神
経
質
の
過
敏
な
る
悪
質
は
之
を
母
よ
り
受
け
」
る
結
果
を
も
た
ら
す
。
母

は
透
谷
を
「
毎
夜
十
二
時
頃
ま
で
も
窮
屈
な
る
吉
机
に
向
は
」
せ
「
活
発
な
る

挙
動
遊
戯
を
好
ま
ず
し
て
生
を
束
縛
し
て
殆
ど
諸
ろ
の
頭
重
等
と
の
交
通
を
経

た
」
せ
た
と
あ
る
が
、
母
が
「
看
守
人
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
透

谷
の
牢
獄
意
識
は
、
母
に
厳
し
く
監
視
さ
れ
て
い
た
幼
児
体
験
に
由
来
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

だ
が
や
が
て
子
供
は
母
の
関
心
を
引
く
た
め
に
故
意
に
罰
を
受
け
る
よ
う
な

行
動
を
と
り
始
め
る
。
愛
と
称
し
て
性
急
な
同
一
化
を
求
め
る
母
の
欲
望
に
応

え
き
れ
な
い
子
供
の
内
面
に
は
ス
ト
レ
ス
が
鬱
積
し
、
罰
を
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
の
存
在
を
示
し
た
い
と
い
う
無
意
識
的
な
欲
求
が
芽
生
え
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
同
書
筒
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
交
じ
っ
た
記
述
に
象
徴

さ
れ
て
い
る
。

し
て
依
然
小
説
を
読
む
の
権
力
あ
り
て
全
く
身
を
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
の
極
度

マ
7

に
踏
み
こ
ま
し
め
ば
其
結
果
は
実
に
如
何
ぞ
や
諸
ろ
の
英
雄
の
少
時
に
よ

く
あ
る
例
な
る
自
死
を
試
み
る
に
至
ら
ん
こ
と
必
せ
り
、
然
れ
ど
も
ア
ン

ビ
シ
ョ
ン
の
病
は
遂
に
生
の
身
を
誤
れ
り
、
其
は
明
治
十
五
年
に
至
り
て

始
め
て
純
然
た
る
病
気
の
形
を
あ
ら
は
し
け
り

此
に
記
憶
す
可
き
一
種
の
幸
福
な
る
事
あ
り
、
共
は
他
な
ら
ず
生
の
母
は

生
が
小
説
を
好
む
癖
あ
る
を
き
ら
つ
て
堅
く
之
を
禁
制
せ
り
、
若
し
生
に

透
谷
に
よ
れ
ば
母
に
小
説
を
読
む
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
小
説
に
登

場
す
る
英
雄
の
よ
う
に
幼
少
期
に
自
殺
を
試
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
が
「
幸
福
な
る
事
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
、
小
説
を
読

み
た
か
っ
た
し
自
殺
も
試
し
て
み
た
か
っ
た
の
が
本
心
だ
ろ
う
。
あ
れ
ほ
ど
母

が
嫌
っ
て
い
た
文
学
の
道
に
透
谷
が
進
ん
だ
の
は
母
に
処
罰
さ
れ
た
い
と
い
う

無
意
識
の
現
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
晩
年
、
国
府
津
長
泉
寺
か
ら
転
居
し
京
橋
区

弥
左
衛
門
町
の
両
親
の
家
に
戻
っ
て
き
た
直
後
に
咽
喉
を
傷
つ
け
て
自
殺
未
遂

を
し
た
の
も
母
に
自
己
の
存
在
を
承
認
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
歪
ん
だ
欲
求

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
異
常
が
生
じ
た
の
は
透
谷
の
場

合
、
母
子
の
一
体
感
に
よ
る
（
鏡
像
的
同
一
化
）
（
ジ
ャ
ッ
ク
：
フ
カ
ン
）
　
が

強
要
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
本
来
は
象
徴
的
な
（
父
）
が
果
た
す
べ
き
「
将
軍
」

の
役
割
を
母
が
奪
取
し
、
子
供
を
鏡
の
檻
の
な
か
に
押
し
込
め
て
し
ま
っ
て
主

体
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。
透
谷
の
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
と
は
転
移

し
た
母
の
欲
望
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。



結

精
神
分
析
学
で
は
幼
少
期
に
お
け
る
家
族
状
況
の
諸
異
常
や
青
年
期
に
お
け

る
性
的
錯
誤
に
よ
っ
て
「
自
罰
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
　
（
p
a
r
a
n
O
i
a
d
．
a
u
t
O
p
u
n
i
t
i
O
n
）

（12）

が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
る
。
自
己
処
罰
と
い
う
「
妄
想
的
考
え
方
は
つ
ね

に
あ
る
種
の
現
実
的
価
値
を
も
ち
、
そ
れ
は
患
者
の
人
格
の
歴
史
的
発
展
と
の

（13）

関
係
で
理
解
さ
れ
る
」
。
透
谷
の
場
合
、
鏡
の
檻
の
「
看
守
人
」
で
あ
っ
た
母

は
息
子
が
結
婚
し
た
後
も
「
余
と
余
が
母
と
余
が
花
嫁
」
と
い
う
形
で
介
入
し

続
け
た
。
精
神
的
な
圧
迫
は
異
常
に
強
く
美
那
子
が
「
自
分
の
心
は
親
に
は
思

ひ
切
っ
て
打
ち
明
け
る
事
も
出
来
ず
、
い
つ
も
私
に
ば
か
り
云
ふ
も
の
で
す
か

（14）

ら
、
私
も
随
分
苦
し
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
回
想
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

本
稿
は
「
曾
て
誤
っ
て
」
と
い
う
表
現
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
が
、
人
格
の
形

成
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
象
徴
的
な
（
父
）
が
排
除
さ
れ
て
い
る
た
め
、
透
谷
の

「
妄
想
的
パ
ロ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
他
者
は
実
際
に
は
除
名
さ
れ
て
お
り
、
背

後
の
真
実
は
存
在
し
て
い
な
い
。
背
後
の
こ
の
真
実
が
殆
ど
存
在
し
て
い
な
い

（15）

の
で
、
彼
自
身
そ
こ
に
ど
ん
な
真
実
を
も
兄
い
だ
せ
な
い
」
の
で
あ
る
。
「
楚

囚
之
詩
に
は
象
徴
的
な
法
の
秩
序
が
欠
落
し
て
お
り
、
「
余
」
が
ど
の
よ
う
な

法
に
触
れ
る
行
為
を
し
た
の
か
、
詩
の
な
か
に
そ
の
具
体
的
な
根
拠
を
探
し
て

も
徒
労
に
帰
す
よ
り
他
は
な
く
「
際
限
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
記
号
」
と
し
て

（16）

「
迫
害
」
の
意
識
の
痕
跡
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

で
は
「
楚
囚
之
詩
」
を
創
作
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た

の
か
。
当
初
創
作
の
筆
を
執
っ
た
の
は
処
罰
さ
れ
る
こ
と
の
無
意
識
の
現
れ
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
詩
の
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
は
「
世
界
へ
の
象
徴

的
関
係
の
新
し
い
次
元
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
主
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
創
造
」

（17）で
、
し
か
も
「
r
排
除
」
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
主
体
を
構
成
す
る
象
徴
化
全

体
の
外
に
置
か
れ
た
も
の
を
、
外
か
ら
回
帰
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
起
動
さ

（18）

せ
る
き
っ
か
け
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
楚
囚
之
詩
」
の
最
後
で
「
余
」
を

解
放
す
る
「
大
赦
の
大
慈
」
は
、
「
余
」
　
の
い
か
な
る
力
も
超
え
た
存
在
で
あ

る
他
者
に
よ
っ
て
「
余
」
が
迫
害
か
ら
救
わ
れ
る
和
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
導
い
て

い
る
。
「
大
赦
」
す
る
主
体
は
「
余
」
に
と
っ
て
象
徴
的
な
（
父
）
に
当
た
る

も
の
で
あ
り
、
本
来
そ
れ
を
通
し
て
「
余
」
は
主
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
詩

の
冒
頭
で
「
余
」
が
「
曾
て
誤
っ
て
」
法
を
破
っ
た
と
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
は
、
最
後
に
「
大
赦
」
す
る
主
体
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
余
」

の
主
体
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で
、
こ
の
意
味
で
法
の
秩
序
を
統
整
し
て

い
る
象
徴
権
力
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
透
谷

の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
自
由
民
権
運
動
を
含
む
日
本
近
代
の
社
会
運
動
が
本
来

撃
つ
べ
き
相
手
を
撃
ち
得
ず
、
む
し
ろ
天
皇
制
を
翼
賛
す
る
言
説
を
積
極
的
に

支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
主
体
化
す
る
と
い
う
近
代
天
皇
制
の
ジ
レ
ン

マ
に
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
回
避
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
キ
リ
ス

ト
教
の
（
父
な
る
祁
）
に
よ
っ
て
主
体
化
さ
れ
る
と
い
う
道
も
あ
る
の
だ
が
、

「
楚
囚
之
詩
」
で
は
超
越
神
を
示
唆
す
る
表
現
が
い
く
つ
か
登
場
す
る
も
の
の
、

二
つ
の
（
父
）
が
対
決
し
葛
藤
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
到
達
し



て
い
な
い
。
そ
れ
が
実
現
す
る
の
は
、
都
を
焼
き
払
う
「
大
魔
王
」
が
登
場
し

主
人
公
柳
田
素
雄
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
「
蓬
莱
曲
」
　
二
八
九
一
年
五
月
）

を
侠
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

柱
北
村
透
谷
の
本
文
は
r
明
治
文
学
全
集
」
第
二
九
巻
（
r
北
村
透
谷
無
し
、
筑
摩
昏
房
）

に
拠
っ
て
い
る
。
「
楚
医
之
詩
」
に
関
し
て
は
橋
詰
静
子
「
校
本
r
楚
囚
之
詩
ヒ
（
「
目
白

学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
第
三
〇
号
、
一
九
九
三
年
一
二
月
）
を
参
照
し
て
い
る
。
な

お
本
文
中
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
て
い
る
。

（
1
）
相
林
浣
二
「
ゲ
ー
テ
と
バ
イ
ロ
ン
と
の
階
梯
－
北
村
透
谷
詩
研
究
序
説
－
」
（
「
佐
賀

大
国
文
」
第
l
八
号
、
一
九
九
〇
年
二
月
）

（
2
）
黒
古
一
夫
r
北
村
透
谷
論
　
天
空
へ
の
渇
望
」
　
（
一
九
七
九
年
四
月
、
冬
樹
社
、
二

九
頁
）

（
3
）
中
村
完
「
r
楚
囚
之
詩
」
考
－
透
谷
論
（
ニ
ー
」
　
（
「
日
本
近
代
文
学
」
第
二
号
、

一
九
六
九
年
一
〇
月
、
四
頁
）

（
4
）
佐
藤
泰
正
「
r
楚
囚
之
詩
」
小
論
－
（
誤
っ
て
）
の
一
句
を
め
ぐ
っ
て
－
」
（
r
佐
藤

寮
正
著
作
集
」
第
三
巻
、
一
九
九
五
年
二
月
、
四
五
頁
）

（
5
）
前
掲
（
2
）
　
と
同
じ
。

（
6
）
平
岡
敏
夫
r
北
村
透
谷
研
究
」
　
二
九
六
七
年
六
月
、
有
精
堂
、
一
三
四
頁
）

（
7
）
拙
稿
「
北
村
透
谷
r
楚
囚
之
詩
」
論
－
片
岡
健
吉
に
関
わ
る
r
監
獄
」
　
の
社
会
的
言

説
と
の
関
連
－
」
　
（
「
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
」
第
八
号
、
一
九
九
七
六
月
）

（
8
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
　
r
人
格
と
の
関
係
か
ら
み
た
パ
ラ
ノ
イ
ア
性
精
神
病
」
　
（
宮
本

忠
雄
・
関
忠
盛
訳
、
一
九
八
七
年
四
月
、
朝
日
出
版
社
、
二
九
〇
頁
）
、
（
旨
c
q
u
e
s

L
a
O
p
n
‥
【
訂
l
a
P
s
y
c
h
O
∽
n
P
a
r
a
n
O
i
a
q
u
e
d
a
n
s
給
S
R
a
p
官
r
t
S
a
V
e
C
l
a
P
e
r
s
O
n
n
a
l
i
t
e
I

ロ
d
i
t
i
O
n
S
d
u
紆
u
i
r
－
笥
巴

（
9
）
島
崎
藤
村
「
六
年
前
、
北
村
透
谷
二
十
七
回
忌
を
迎
へ
し
時
に
」
　
（
「
大
観
」
一
九
二

一
年
七
月
号
）

（
1
0
）
北
村
美
那
子
「
r
春
」
と
透
谷
」
　
（
「
早
稲
田
文
学
」
第
三
言
亨
、
一
九
〇
八
年
七
月
）

（
1
1
）
島
崎
藤
村
「
北
村
透
谷
君
」
　
（
「
文
庫
」
、
一
九
〇
六
年
九
月
）

（
1
2
）
前
掲
（
8
）
と
同
番
、
二
八
六
～
二
八
七
頁

（
1
3
）
同
右
古
、
三
一
一
頁

（
1
4
）
前
掲
（
1
0
）
と
同
じ
。

（
1
5
）
ジ
ャ
ッ
ク
エ
フ
カ
ン
r
精
神
病
」
上
（
小
出
浩
之
他
訳
、
一
九
八
七
年
三
月
、
岩
波

書
店
、
八
六
頁
）
、
（
l
a
c
q
u
e
s
L
a
O
P
n
‥
L
e
S
か
m
i
n
a
i
r
e
．
L
i
＜
r
e
日
‥
P
s
y
c
h
O
∽
の
S
－
T
e
已
e

か
t
a
b
－
i
p
a
こ
a
c
q
u
e
s
I
A
－
a
i
n
M
i
－
－
e
r
．
紆
u
i
〓
宗
－
）

（
1
6
）
　
同
右
書
、
一
四
八
頁

（
1
7
）
同
右
書
、
一
二
八
頁

（
1
8
）
　
同
右
書
、
七
五
頁

－
お
に
し
・
や
す
み
つ
、
三
重
大
学
助
教
授
－




