
組
照
　
「
擬
行
路
難
」
　
の
制
作
意
図

従
来
、
飽
照
の
「
擬
行
路
難
」
十
八
百
は
、
藤
井
守
氏
、
向
島
成

美
氏
に
よ
っ
て
、
二
時
の
作
で
は
な
く
時
間
的
に
あ
商
程
度
の
幅
を

も
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

近
年
、
中
森
健
二
氏
が
「
擬
行
路
難
」
十

察
を
し
、
一
時
の
連
作
と
し
て
認
め
ら
れ

唱
の
構
成
に
つ
い
て
考

中
森
氏
は
そ
の
論
文

の
中
で
十
八
首
の
構
成
に
つ
い
て
、
ま
ず
女
性
の
嘆
き
を
歌
う
作
品

群
と
、
そ
の
他
の
作
品
群
(
自
分
の
嘆
き
を
歌
う
作
品
群
と
、
物
語

的
に
女
性
と
男
性
の
悲
し
み
を
歌
う
作
品
群
)
　
に
分
け
て
考
察
を
し
、

「
擬
行
路
難
」
は
飽
照
自
身
の
心
情
の
揺
れ
動
き
を
措
く
こ
と
を
中

心
と
し
、
嘆
く
女
性
を
歌
う
作
品
群
が
移
り
変
わ
る
作
者
の
患
い
を

述
べ
る
導
入
的
役
割
を
し
て
い
る
と
し
て
、
十
八
首
の
構
成
を
兄
い

だ
し
て
い
る
。
こ
の
　
「
擬
行
路
難
」
を
一
時
の
作
と
し
て
、
十
八
首

の
構
成
を
ま
と
め
ら
れ
た
説
は
注
目
に
値
す
る
が
、
し
か
し
、
氏
の

説
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ

ち
、
第
一
点
は
、
男
性
を
恩
っ
て
嘆
く
女
性
を
歌
う
作
品
群
に
お
い

て
、
女
性
の
嘆
き
が
次
第
に
深
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
女
性
の

佐
　
藤
　
大
　
志

嘆
き
は
何
故
深
ま
っ
て
い
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
第
二

点
は
、
作
者
自
身
の
嘆
き
を
歌
う
作
品
群
は
更
に
細
か
く
分
類
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
の
作
品
群
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
八
首
全
体
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
、
そ
の
変
化
が
な
ぜ
起

こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。本

論
文
で
は
、
中
森
氏
の
指
摘
に
従
っ
て
、
「
擬
行
路
難
」
　
十
八

首
を
一
時
の
作
と
し
て
考
え
、
十
八
首
の
相
互
の
関
連
性
を
よ
り
明

確
に
分
析
し
て
ゆ
き
、
そ
の
分
析
を
基
に
「
擬
行
路
難
」
十
八
首
の

制
作
意
図
と
作
者
の
主
張
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
そ
う
し
て
、
最
後

に
「
擬
行
路
難
」
十
八
首
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。

二

内
容
に
よ
る
作
品
群
の
分
類
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

A
、
嘆
く
男
に
対
し
て
詠
む
　
　
　
　
　
①
・
⑪
・
⑫

B
、
男
性
を
患
っ
て
嘆
く
女
性
を
詠
む
　
②
・
③
・
⑧
・
⑨
・
⑫

b
、
故
郷
を
離
れ
た
男
性
を
詠
む
　
　
　
⑬
・
⑬
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C
、
人
生
の
困
難
を
詠
む
　
　
　
④
・
⑤
・
⑥
・
⑦
・
⑬
・
⑬
・
⑰

D
、
聞
き
手
に
呼
び
か
け
る
　
　
　
　
　
⑬

B
の
「
男
性
を
患
っ
て
嘆
く
女
性
成
詠
む
」
作
品
の
分
類
に
つ
い

て
は
、
ほ
ぼ
中
森
氏
と
同
じ
で
あ
る
が
、
中
森
氏
が
「
物
語
的
な
巧

み
な
構
成
を
も
つ
」
と
す
る
作
品
に
分
類
し
て
い
る
(
其
十
二
)

(
其
十
三
)
(
其
十
四
)
を
、
私
は
(
其
十
二
)
を
B
の
作
品
に
入
れ
、

(
其
十
三
)
(
其
十
四
)
を
b
の
　
「
故
郷
を
離
れ
た
男
性
を
詠
む
」
作

品
と
し
た
。
ま
た
、
中
森
氏
が
「
飽
照
自
身
の
嘆
き
を
歌
う
」
と
す

る
作
品
を
、
A
の
　
「
嘆
く
男
に
対
し
て
詠
む
」
作
品
と
、
C
の
　
「
人

生
の
困
難
を
詠
む
」
作
品
と
、
D
の
「
聞
き
手
に
呼
び
か
け
る
作

品
」
　
の
三
つ
に
分
類
し
た
。
こ
の
よ
う
に
分
類
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
内
容
を
分
析
す
る
中
で
説
明
し
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
と
、
A
の
作
品
が
最
初
と
中
央
に

ぁ
り
、
そ
し
て
、
D
紗
「
聞
き
手
に
呼
び
か
け
る
」
と
い
う
作
品
が

最
後
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
A
の
作
品
と
D
の
作
品
は
、

い
ず
れ
も
作
者
の
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
り
、
最
初

と
中
央
と
最
後
に
作
者
の
呼
び
か
け
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

み
る
と
、
こ
の
作
者
の
呼
び
か
け
が
「
擬
行
路
難
」
の
制
作
意
図
と

関
係
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
ま
ず
A
の
「
嘆
く
男
に

対
し
て
詠
む
」
作
品
の
作
者
の
呼
び
か
け
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

3
　
七
綜
芙
蓉
之
羽
帳

4
　
九
華
葡
萄
之
錦
会

5
　
紅
顔
零
落
歳
将
暮

6
　
寒
光
宛
輯
時
欲
沈

7
　
願
君
裁
悲
且
減
恩

8
　
賠
我
抵
節
行
路
吟

9
　
不
見
相
梁
銅
雀
上

1
0
　
寧
聞
古
時
活
吹
音

紅九七
す顔華綜

芙
蓉
の
羽
帳

葡
萄
の
錦
会

零
落
し
て
歳
は
将
に
暮
れ
ん
と

寒
光
　
宛
特
と
し
て
　
時
は
沈
ま
ん
と

欲
す

た

願
は
く
は
君
　
悲
し
み
を
裁
ち
且
つ
恩

ひ
を
減
じ・

つ

我
が
節
を
抵
ち
て
の
行
路
吟
を
賠
け

見
ず
や
　
相
梁
・
銅
雀
の
上

寧
ぞ
聞
か
ん
　
古
時
　
活
吹
の
音

2　1

其
一

奉
君
金
后
之
美
酒

椚
碍
玉
匝
之
彫
琴

君
に
奉
ず
　
金
后
の
美
酒

釈
碍
　
玉
匝
の
彫
琴

(
其
一
)
　
は
、
藤
井
、
中
森
両
氏
が
、
十
八
首
の
総
序
的
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
作
品
だ
と
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
総
序
的
役

割
を
担
う
と
さ
れ
る
(
其
一
)
は
「
我
が
節
を
抵
ち
て
の
行
路
吟
を

踏
け
」
　
と
い
う
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
「
擬
行
路
難
」
　
が
誰

か
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
る
為
に
歌
い
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
単
純
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
誰
か
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
る
為
に

歌
う
」
　
と
い
う
こ
と
が
、
「
擬
行
路
難
」
　
の
制
作
目
的
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
続
け
て
(
其
十
)
(
其
十
一
)
を
見
て
み
る
。

其
十

1
　
君
不
見
舞
華
不
終
朝
　
君
見
ず
や
　
葬
華
は
朝
を
終
え
ず

お
と
ろ

2
　
須
央
掩
再
零
落
鏑
　
　
須
史
に
掩
再
と
し
て
零
落
し
て
鏑
ふ
る

を
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4　3121110　9　8　7　6　5

盛
年
妖
艶
浮
華
輩

不
久
亦
苫
諸
家
頭

一
去
無
還
期

千
秋
萬
歳
無
音
詞

孤
魂
螢
螢
空
隙
間

祝
的
排
桐
遥
墳
墓

但
聞
風
馨
野
鳥
吟

昌
憶
平
生
盛
年
時

焉
此
令
人
多
悲
憧

君
雷
縦
意
自
照
恰

盛
年
の
妖
艶
　
浮
華
の
輩

い
た

久
し
か
ら
ず
し
て
亦
た
雷
に
家
頭
に
詣

る
べ
し

一
た
び
去
り
て
還
る
期
無
く

千
秋
萬
歳
　
音
詞
無
し

孤
魂
　
螢
螢
た
り
　
空
随
の
問

祝
醜
　
排
桐
し
て
　
墳
基
を
通
る

但
だ
聞
く
　
風
馨
　
野
鳥
の
吟

豊
に
憶
は
ん
や
　
平
生
　
盛
年
の
時

此
が
岳
に
人
を
し
て
多
く
悲
恨
せ
し
む

ま

さ

　

　

　

ほ

し

い

ま

ま

君
雷
に
意
を
縦
に
し
自
ら
輿
恰
す
べ

し

14131211

持
此
従
朝
売
夕
暮

差
得
亡
憂
消
愁
怖

胡
焉
憫
帳
不
能
巳

難
姦
此
曲
令
君
件

胡芝差‡此

お

を
持
ち
て
朝
よ
り
夕
碁
を
責
へ
ん

憂
ひ
を
亡
れ
愁
怖
を
消
す
を
得
ん

す

れ

　

　

　

　

　

　

　

や

馬
ぞ
佃
帳
と
し
て
己
む
能
は
ざ
る

き
か

此
の
曲
を
轟
く
し
　
君
を
し
て
作
ら
は

し
む
る
こ
と
難
し

12345678901

其
十
一

君
不
見
枯
箱
籍
走
階
庭

何
時
復
青
著
故
壁

君
不
見
亡
蛋
蒙
享
祀

何
時
傾
杯
端
壷
哲

君
吉
見
此
起
憂
思

寧
及
得
輿
時
人
争

生
人
候
忽
如
絶
電

撃
年
盛
徳
幾
時
見

但
令
縦
意
存
高
尚

旨
酒
佳
肴
相
背
議

君
見
ず
や
枯
籍
　
階
庭
に
走
る
を

何
れ
の
時
か
復
た
青
く
故
塁
に
著
か
ん

君
見
ず
や
　
亡
蛋
　
享
祀
を
蒙
る
を

つ

何
れ
の
時
か
杯
を
傾
け
壷
哲
を
渇
く
さ

ん
君
雷
に
此
を
見
て
憂
思
を
起
こ
す
べ
し

寧
ぞ
時
人
と
争
ふ
を
得
る
に
及
ば
ん
や

生
人
　
條
忽
と
し
て
絶
竃
の
若
し

華
年
の
盛
徳
　
幾
時
か
見
ん

但
だ
意
を
縦
に
し
て
高
尚
を
存
せ
し
む

と
も
　
た
の
し

旨
酒
佳
肴
も
て
相
膏
に
講
ま
ん

(
其
十
)
　
は
第
十
二
句
に
　
「
君
富
に
意
を
縦
に
し
自
ら
陛
…
恰
す
べ

し
」
、
(
其
十
一
)
は
第
九
・
十
句
に
「
但
だ
意
を
縦
に
し
て
高
尚
を

存
せ
し
む
、
旨
酒
佳
肴
も
て
相
背
に
講
ま
ん
」
と
相
手
に
憂
い
を
忘

れ
て
恩
う
ま
ま
に
楽
し
み
な
さ
い
と
い
う
呼
び
か
け
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
(
其
一
)
と
同
じ
趣
旨
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
や
は
り
作
者

の
呼
び
か
け
は
誰
か
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
A
の
　
「
嘆
く
男
に
対
し
て
詠
む
」
　
作
品
三

首
に
見
え
る
、
作
者
の
呼
び
か
け
に
着
目
す
る
と
、
「
擬
行
路
難
」

十
八
首
は
「
誰
か
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
る
為
に
歌
う
」
と
い
う
制
作

意
図
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
A
以
外
の
作
品
に
も
こ
の

制
作
意
図
が
伺
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

B
の
「
男
性
を
思
っ
て
嘆
く
女
性
を
詠
む
」
作
品
は
、
前
半
に

(
其
二
)
(
其
三
)
(
其
八
)
(
其
九
)
と
、
場
所
を
異
に
し
て
二
首
連

続
し
て
配
さ
れ
、
後
半
に
(
其
十
二
)
が
、
B
の
　
「
故
郷
を
離
れ
た

男
性
を
詠
む
」
作
品
の
　
(
其
十
三
)
　
(
其
十
四
)
　
と
共
に
、
三
首
連

続
で
配
さ
れ
て
い
る
。
前
半
の
　
(
其
二
)
へ
其
三
)
(
其
八
)
(
其
九
)

に
つ
い
て
、
こ
の
四
首
は
女
性
の
嘆
き
を
二
つ
の
方
向
か
ら
描
い
て

い
る
と
中
森
氏
は
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
言
う
女
性
の
嘆
き
の
二
つ
の

方
向
と
い
う
の
は
、
一
つ
は
遠
く
離
れ
た
男
性
を
思
っ
て
嘆
く
と
い
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う
も
の
で
、
も
う
一
つ
は
男
性
の
心
変
わ
り
を
嘆
く
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
女
性
の
悲
し
み
は
(
其
二
)
(
其
三
)
か
ら

(
其
八
)
(
其
九
)
　
へ
と
よ
り
深
ま
っ
て
い
る
と
中
森
氏
は
指
摘
し
て

い
る
。
前
半
の
「
女
性
の
嘆
き
を
詠
む
」
作
品
に
つ
い
て
は
、
私
も

中
森
氏
の
指
摘
と
全
く
同
じ
意
見
で
あ
る
。
で
は
、
女
性
の
嘆
き
は

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
女
性
の
嘆
き
が
何
故
深

ま
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
は
、
C
の
作
品
と
の
関
連
に
よ
っ
て
明
確

に
な
る
。

C
の
作
品
は
、
人
生
の
困
難
を
詠
ん
で
お
り
、
(
其
四
)
(
其
五
)

(
其
六
)
　
(
其
七
)
　
(
其
十
五
)
　
(
其
十
六
)
　
(
其
十
七
)
　
が
、
そ
れ
に

相
当
す
る
㊤
配
置
さ
れ
て
い
る
位
置
を
見
る
と
、
前
半
で
は
B
の

「
女
性
の
嘆
き
を
詠
む
」
作
品
に
挟
ま
れ
る
形
で
、
(
其
四
)
～
(
其

七
)
ま
で
四
首
連
続
し
て
配
さ
れ
て
お
り
、
後
半
で
は
B
の
作
品
の

後
に
(
其
十
五
)
～
(
其
十
七
)
ま
で
三
首
連
続
で
配
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
前
半
の
四
百
か
ら
見
て
み
る
。

7
　
心
非
木
石
豊
無
感
　
　
心
　
木
石
に
非
ざ
れ
ば
　
豊
に
感
無
か

ら
ん
や

8
　
番
聾
邱
燭
不
敢
言
　
　
馨
を
呑
ん
で
邱
喝
し
て
放
て
言
は
ず

(
其
四
)
　
は
、
運
命
が
患
う
ま
ま
に
行
か
な
い
こ
と
を
憂
う
作
品

で
あ
る
。
そ
の
憂
い
は
、
第
一
・
二
句
の
「
水
を
潟
い
で
平
地
に
置

け
ば
、
各
々
自
ら
東
西
南
北
に
流
る
」
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉

の
意
味
は
、
水
自
体
に
は
違
い
は
な
い
が
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
地
に

注
が
れ
る
と
同
じ
方
向
に
は
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
考

え
は
　
(
其
二
)
　
(
其
三
)
　
の
女
性
の
嘆
き
を
詠
む
作
品
に
よ
っ
て
導

き
出
さ
れ
て
い
る
。

其
四

1
　
渇
水
置
平
地

2
　
各
自
東
西
南
北
流

3
　
人
生
亦
有
命

4
　
安
能
行
歎
復
坐
愁

5
　
酌
酒
以
自
寛

そ
モ

水
を
潟
い
で
平
地
に
置
け
ば

各
々
自
ら
東
西
南
北
に
流
る

人
生
　
亦
た
命
有
り

い
す
く

安
ん
ぞ
能
く
行
き
て
は
歎
じ
復
た
坐
し

て
は
愁
へ
ん

ゆ
る

酒
を
酌
ん
で
以
て
自
ら
寛
や
か
に
せ
ん

と
す

6
　
學
杯
断
絶
歌
路
難
　
　
杯
を
學
げ
噺
絶
し
て
路
難
を
歌
う

其
二

1
　
洛
陽
名
工
鋳
焉
金
博
山

2
　
千
節
復
萬
鉛
「

3
　
上
刻
東
女
拍
手
仙

4
　
承
君
活
夜
之
歓
娯

5
　
列
置
悼
義
明
燭
前

6
　
外
苛
龍
鱗
之
丹
探

7
　
内
含
蘭
芽
之
紫
梱

8
　
如
今
君
心
一
朝
異

9
　
封
此
長
歎
終
百
年

洛
陽
の
名
工
　
鋳
て
金
の
博
山
を
璃

る

千
節
し
　
復
た
萬
鎚
し

た
す
さ

上
に
は
秦
女
　
手
を
仙
に
摘
ふ
る
を

刻
む

君
が
活
夜
の
歓
娯
を
承
け

幅
裏
　
明
燭
の
前
に
列
ね
置
く

外
に
は
龍
鱗
の
丹
綜
を
苛
し

内
に
は
蘭
芽
の
紫
煩
を
含
む

如
今
　
君
が
心
一
朝
に
し
て
異
な

る
此
に
封
し
て
長
歎
し
百
年
を
終
う
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其
三

1
　
窺
閏
玉
埠
上
板
閣

2
　
文
薗
繍
戸
垂
綺
幕

3
　
中
有
一
人
字
金
蘭

4
　
被
服
績
羅
蓮
芳
蕾

窺
閏
玉
埠
椒
間
に
上
れ
ば

文
商
　
繍
戸
　
綺
幕
を
垂
る

中
に
一
人
有
り
　
字
は
金
蘭

つ
つ

績
羅
を
披
服
し
芳
萱
に
蓮
ま
る

5
　
春
燕
差
池
風
散
梅
春
燕
　
差
池
と
し
て
風
は
梅
を
散
ら
し

6
　
開
帳
封
景
弄
禽
爵

7
　
含
歌
撹
梯
恒
抱
愁

8
　
人
生
幾
時
得
焉
柴

9
　
寧
作
野
中
之
望
見

1
0
　
不
頗
雲
間
之
別
鶴

瞳
を
開
き
票
に
封
し
て
禽
爵
を
弄
す

と

　

　

つ

ね

歌
を
含
み
誹
を
摂
り
て
恒
に
愁
ひ
を
抱

く

人
生
　
幾
時
か
欒
し
み
を
焉
す
を
得
ん

む
し寧

ろ
野
中
の
望
見
と
作
る
も

雲
間
の
別
鶴
た
る
を
願
は
ず

3456

10　9　8　7

こ
の
　
(
其
二
)
　
(
其
三
)
　
は
、
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
男
性
を
思
っ

て
嘆
く
女
性
の
思
い
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
(
其
四
)
　
は
こ
の
二
首
か

ら
第
一
二
一
句
が
導
き
出
し
て
お
り
、
第
三
・
四
句
で
は
「
人
生
ま

た
命
有
り
、
安
ぞ
能
く
行
き
て
は
歎
じ
復
た
坐
し
て
は
愁
へ
ん
」
と
、

運
命
は
元
々
定
め
ら
れ
て
お
り
、
運
命
が
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
を
恩
.
っ

て
、
嘆
き
憂
え
る
こ
と
は
意
味
の
な
い
こ
と
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
第
三
・
四
句
の
主
張
は
、
第
七
・
八
句
で
は

「
心
　
木
石
に
非
ざ
れ
ば
豊
に
感
無
か
ら
ん
や
、
馨
を
呑
ん
で
邸
践

し
て
敢
て
言
は
ず
」
と
早
く
も
揺
ら
い
で
し
ま
う
。
憂
い
を
抱
く
こ

と
は
益
の
な
い
こ
と
思
っ
て
も
、
憂
い
は
起
こ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
続
く
　
(
其
五
)
　
(
其
六
)
　
は
値
な
ら
ぬ
運
命
に
対
す

る
憂
い
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
方
向
に
向
か
う
。

1312115　　　4　3　2　1

其
五

君
不
見
河
邊
草

冬
時
枯
死
春
満
遺

君
不
見
城
上
目

今
瞑
没
山
去

明
朝
復
更
出

今
我
何
時
雷
得
然

一
去
永
滅
入
黄
泉

人
生
苦
多
歓
欒
少

意
気
敷
脱
在
盛
年

且
願
得
志
敷
相
就

淋
頑
恒
有
砧
酒
銭

功
名
竹
島
非
我
事

存
亡
貴
康
委
皇
天

其
六

封
案
不
能
食

抜
剣
撃
柱
長
歎
息

丈
夫
生
世
能
幾
時

安
能
蝶
踵
垂
羽
翼

東
置
罷
官
去

君
見
ず
や
　
河
遠
の
草

冬
時
に
は
枯
死
す
る
も
春
に
は
道
に
浦

つ
る
を

君
見
ず
や
　
城
上
の
日

今
瞑
　
山
に
没
し
去
る
も

明
朝
　
復
た
更
に
出
づ
る
を

今
.
我
何
れ
の
時
に
か
雷
に
然
る
を
得

ぺ
け
ん
や

一
た
び
去
れ
ば
永
減
し
黄
泉
に
入
る

人
生
は
苦
し
み
多
く
し
て
歓
楽
少
き
も

意
気
は
敷
朕
し
盛
年
に
在
り

有
生

且
つ
願
は
く
は
志
を
得
て
数
々
相
ひ
就

l
n
ノ

淋
頭
に
恒
に
酷
酒
の
銭
有
る
を

功
名
竹
島
　
我
が
事
に
非
ず

存
亡
貴
燵
　
皇
天
に
委
ね
ん

29

案
に
封
し
て
食
ふ
こ
と
能
は
ず

剣
を
抜
い
て
柱
を
撃
ち
て
長
く
歎
息
す

丈
夫
世
に
生
く
る
こ
と
　
能
く
幾
時
ぞ

安
ん
ぞ
能
く
蝶
理
し
て
羽
翼
を
垂
れ
ん

や

や

棄
置
し
て
官
を
能
め
去
り



121110　9　8　7　6

還
家
自
休
息

朝
出
輿
親
解

暮
還
在
親
側

弄
兄
妹
前
戯

看
婦
機
中
織

目
古
聖
賢
轟
宜
鹿

何
況
我
輩
孤
且
直

家
に
還
り
て
自
ら
休
息
せ
ん

朝
に
出
で
て
親
と
解
し

暮
に
還
り
て
親
の
側
に
在
り

兄
の
林
前
に
戯
れ
る
を
弄
し

婦
の
機
中
に
織
る
を
看
る

古
よ
り
聖
賢
は
轟
く
貧
棲
な
り

何
ぞ
況
ん
や
　
我
輩
の
孤
に
し
て
且
つ

直
な
る
を
や

121110　9　8　7　6

中
有
一
烏
名
杜
鵬

言
是
古
時
局
帝
魂

馨
音
哀
苦
鳴
不
息

羽
毛
樵
件
似
人
髭

飛
走
樹
問
啄
畠
蟻

量
憶
往
日
天
子
尊

中
に
一
烏
有
り
　
名
は
杜
鵬

是
れ
古
時
の
萄
帝
の
魂
と
言
ふ

馨
音
は
哀
苦
に
し
て
鳴
き
て
息
ま
ず

羽
毛
は
惟
悸
し
て
人
の
髭
す
る
に
似
る

樹
間
に
飛
び
走
り
て
畠
蟻
を
啄
む

昌
に
往
目
の
天
子
の
導
き
を
憶
は
ん
や

念
此
死
生
埜
化
非
常
理
　
此
を
念
ふ
に
死
生
埜
化
は
常
の
理
に

こ
の
二
首
で
表
明
さ
れ
る
饉
な
ら
ぬ
運
命
と
は
、
意
を
得
て
官
に

就
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
(
其
五
)
　
の
第
十
二
・
十
三

句
で
は
天
に
運
命
を
任
そ
う
と
言
い
、
(
其
六
)
　
の
第
十
一
・
十
二

句
で
は
、
古
の
聖
賢
も
同
じ
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
、
自
分
一
人
で
は

な
い
の
だ
と
言
っ
て
、
心
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
根
本
的
な
解
決
で
は
な
く
、
一
時
的
に
自
分
の
気
持
ち
を
緩

和
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
(
其
七
)
　
で
は
第
一
句

か
ら
「
愁
忠
　
忽
ち
に
し
て
至
り
」
と
再
び
憂
い
が
襲
っ
て
き
て
い

る
。

其
七

1
　
愁
思
忽
而
至

2
　
跨
馬
出
北
門

3
　
塔
頭
四
顧
望

4
　
但
見
松
柏
図

5
　
荊
辣
欝
躇
曙

愁
忠
　
忽
ち
に
し
て
至
り

馬
に
跨
り
て
北
門
を
出
づ

頭
を
撃
げ
て
四
も
に
顧
望
す
れ
ば

但
だ
松
柏
の
園
を
見
る
の
み

荊
麻
は
欝
と
し
て
躇
躇
た
り

非
ず

1
3
　
中
心
佃
愴
不
能
言
　
　
中
心
　
側
嶋
と
し
て
言
ふ
能
は
ず

(
其
七
)
　
は
、
杜
鵬
に
変
わ
っ
た
覇
王
の
死
後
の
無
残
な
姿
を
措

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
死
生
変
化
」
の
無
常
を
訴
え
て
い
る
の
だ
が
」

こ
こ
で
起
こ
っ
た
憂
い
は
、
(
其
五
)
(
其
六
)
　
の
意
を
得
ら
れ
な
い

憂
い
に
、
さ
ら
に
意
を
得
て
も
そ
れ
が
い
つ
ま
で
ら
続
く
も
の
で
は

な
い
と
い
う
人
生
の
は
か
な
さ
に
気
づ
い
た
憂
い
も
加
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
　
(
其
四
)
　
か
ら
　
(
其
七
)
　
へ
の
憂
い
の
進
行
は

(
其
七
)
　
の
第
八
句
の
　
「
言
ふ
能
は
ず
」
　
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い

る
。
(
其
四
)
　
の
第
八
句
で
は
　
「
敢
え
て
言
は
ず
」
と
、
ま
だ
行
路

の
難
に
つ
い
て
語
る
心
の
余
裕
が
見
え
る
が
、
(
其
七
)
　
で
は
そ
の

余
裕
は
消
え
て
、
「
言
う
能
は
ず
」
　
と
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

ま
で
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
つ
の
憂
い
を
抱
え
て
、

C
の
　
「
人
生
の
困
難
を
詠
む
」
作
品
は
途
切
れ
、
再
び
「
女
性
の
嘆

き
を
詠
む
」
、
(
其
八
)
(
其
九
)
が
置
か
れ
る
。
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12345678

121110　9
123456789

其
八

中
庭
五
抹
挑

一
株
先
作
花

陽
春
沃
若
二
三
月

従
風
簸
蕩
落
西
家

西
家
思
婦
見
悲
憤

零
涙
姑
衣
撫
心
歎

初
我
送
君
山
戸
時

何
言
掩
留
節
起
換

淋
席
生
塵
明
鏡
垢

扱
腰
痩
削
髪
蓬
乱

人
生
不
得
恒
栴
意

佃
帳
徒
椅
至
夜
半

其
九

奨
到
染
黄
辣

黄
辣
歴
乱
不
可
治

我
昔
輿
君
始
相
値

爾
時
日
謂
可
君
意

結
帯
輿
我
言

死
生
好
悪
不
相
置

今
日
見
我
顔
色
衰

意
中
索
実
輿
先
異

還
君
金
銀
釈
増
暫

中
庭
　
五
株
の
桃

な

一
抹
　
先
づ
花
を
作
す

陽
春
　
沃
若
た
る
二
三
月

風
に
従
ひ
て
簸
蕩
し
西
家
に
落
つ

西
家
の
恩
婦
　
見
て
悲
憤
す

う
る
お

零
涙
　
衣
を
枯
し
て
心
を
撫
し
て
欺
く

初
め
我
　
君
を
送
り
て
戸
を
出
づ
る
時

何
ぞ
言
は
ん
掩
留
し
て
節
の
遇
換
せ
ん

と
蛛
席
は
塵
を
生
じ
て
明
鏡
は
垢
れ

繊
腰
は
痩
別
し
て
髪
は
蓬
乱
す

人
生
　
恒
に
意
に
稀
ふ
こ
と
を
得
ず

憫
帳
と
し
て
従
侍
し
　
夜
半
に
至
る

は

ノ

ヽ

　

き

薫
を
到
り
て
責
糸
を
染
む

黄
糸
は
歴
乱
し
て
治
む
べ
か
ら
ず

我
昔
　
君
と
始
め
て
相
値
ひ
て

モ爾
の
時
　
自
ら
謂
ふ
に
君
が
意
に
可
ふ

帯
を
結
び
て
我
と
言
ふ

死
生
　
好
意
　
相
置
か
ず

今
日
　
我
が
顔
色
の
衰
ふ
を
見
て

意
中
索
実
と
し
て
先
と
異
な
る

君
に
金
銀
粥
増
の
告
を
還
さ
ん

一
ま

1
0
　
不
刃
心
見
之
益
愁
恩
　
　
之
を
見
て
愁
恩
を
益
す
に
忍
び
ず

(
其
八
)
　
(
其
九
)
　
は
、
(
其
七
)
が
「
言
う
能
は
ず
」
と
、
こ
れ

以
上
人
生
の
困
難
を
詠
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
結
ば
れ
た
の
を

受
け
て
登
場
し
、
再
び
女
性
の
嘆
き
を
描
き
始
め
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
女
性
の
嘆
き
は
、
(
其
四
)
　
～
　
(
其
七
)
　
で
増
し
て
い
っ
た
憂

い
に
応
ず
る
よ
う
に
、
(
其
二
)
　
や
　
(
其
三
)
　
よ
り
も
女
性
の
悲
し

み
を
深
め
て
お
り
、
そ
れ
は
、
.
女
性
の
嘆
く
様
子
を
具
体
的
に
し
て

い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
(
其
八
)
　
(
其
九
)
　
に
は
、
(
其

八
)
　
の
第
七
句
～
第
十
二
句
、
(
其
九
)
　
の
第
七
・
八
句
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
　
(
其
二
)
　
(
其
三
)
　
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
時
の
移
り
変

わ
り
を
嘆
く
と
い
う
女
性
の
思
い
が
加
わ
っ
て
お
り
、
(
其
七
)
　
で

新
た
に
加
わ
っ
た
人
生
の
は
か
な
さ
を
思
う
憂
い
と
つ
な
が
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
　
(
其
八
)
　
(
其
九
)
　
の
　
「
女
性
の
嘆
き
を
詠
む
」
・

作
品
は
、
(
其
四
)
～
(
其
七
)
　
の
　
「
人
生
の
困
難
を
詠
む
」
作
品

の
内
容
を
受
け
て
、
(
其
二
)
(
其
三
)
よ
り
も
女
性
の
嘆
き
が
深
め

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
(
其
八
)
(
其
九
)
は
、
(
其
二
)
(
其
三
)
と
同
じ
よ
う
に
、

続
く
(
其
十
)
　
に
影
響
し
て
い
る
。
(
其
七
)
　
で
は
「
言
う
能
は
ず
」

の
状
態
で
あ
っ
た
の
が
、
(
其
八
)
へ
其
九
)
　
の
嘆
く
女
性
が
詠
ま
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
の
元
々
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
が
示
さ
れ
た
の

で
、
(
其
十
)
　
で
は
再
び
憂
い
を
忘
れ
よ
と
い
う
方
向
に
向
か
う
。

(
其
十
)
(
其
十
一
)
は
、
A
の
「
嘆
く
男
に
対
し
て
詠
む
」
作
品
な

の
だ
が
、
そ
の
中
に
詠
ま
れ
る
主
張
は
、
C
の
　
「
人
生
の
困
難
を
詠

む
」
作
品
と
同
じ
で
あ
り
、
B
の
作
品
と
C
の
作
品
と
も
関
連
し
て
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い
る
の
で
こ
こ
で
再
び
取
り
あ
げ
る
。

(
其
十
)
　
で
忘
れ
よ
う
と
す
る
憂
い
と
は
、
(
其
七
)
　
で
「
言
う
能

は
ず
」
の
状
態
に
さ
せ
ら
れ
た
人
生
の
は
か
な
さ
で
あ
り
、
そ
の
人

生
の
は
か
な
さ
を
(
其
十
)
　
で
は
「
舜
華
」
や
「
盛
年
の
妖
艶
　
浮

華
の
輩
」
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
具
体
的
に
示
し
、
第
十
一
句
に
「
此

が
為
に
人
を
し
て
多
く
悲
憧
せ
し
む
」
と
、
人
生
の
は
か
な
さ
を

恩
っ
て
悲
し
む
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
る
。
そ
し
て
、
第
十

二
句
で
は
「
君
富
に
意
を
縦
に
し
自
ら
輿
恰
す
べ
し
」
と
、
人
生
の

は
か
な
さ
を
憂
え
る
こ
と
な
く
思
う
ま
ま
に
生
き
よ
と
呼
び
か
け
る

の
で
あ
る
。
(
其
七
)
　
で
は
、
第
二
の
憂
い
が
突
然
沸
き
あ
が
っ
た

た
め
に
解
決
の
糸
口
を
掴
め
る
こ
と
な
く
、
「
言
う
能
は
ず
」
　
と
い

う
状
況
に
至
っ
た
が
、
(
其
十
)
　
で
は
(
其
八
)
(
其
九
)
　
の
女
性
の

嘆
き
に
よ
っ
て
、
人
生
と
は
も
と
も
と
拶
く
困
難
な
も
の
だ
か
ら
憂

え
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
初
め

て
、
そ
の
憂
い
を
忘
れ
て
恩
う
ま
ま
に
生
き
よ
と
い
う
主
張
が
現
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
(
其
十
一
)
　
に
も
第
九
句
に
「
但
だ
意

を
縦
に
し
て
高
尚
を
存
せ
し
む
」
と
繰
り
返
さ
れ
、
第
十
句
に
は

「
旨
酒
佳
肴
も
て
相
背
に
議
ま
ん
」
と
酒
を
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
憂

い
を
消
す
と
い
う
主
張
も
表
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
(
其
十
D
　
の
第
十
三
・
十
四
句
で
は
、
「
胡
焉
ぞ
佃
帳

と
し
て
巳
む
能
は
ざ
る
、
此
の
曲
を
轟
く
し
　
君
を
し
て
件
ら
わ
し

む
る
こ
と
難
し
」
と
、
相
手
が
作
者
の
主
張
に
納
得
せ
ず
に
ま
だ
憂

え
て
い
る
様
子
が
措
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
、
相
手
の
憂
い
の
原

因
で
あ
る
人
生
の
困
難
に
対
し
て
、
作
者
は
そ
れ
を
忘
れ
さ
せ
よ
う

と
し
て
き
た
の
だ
が
、
相
手
は
作
者
の
主
張
に
ま
だ
納
得
し
よ
う
と

し
な
い
の
で
、
「
行
路
吟
」
　
は
　
(
其
七
)
　
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で

途
絶
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
三
た
び
「
女
性
の
悲
し
み
を
詠
む
」

作
品
(
其
十
二
)
～
(
其
十
四
)
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

8　　　7　6　5　4　3　2　1
90111213141

其
十
二

今
年
陽
初
花
満
林

明
年
冬
末
雪
盈
琴

推
移
代
謝
紛
交
輔

我
君
邊
成
祝
稽
沈

執
挟
分
別
巳
三
載

週
末
掩
寂
無
分
音

朝
悲
惨
惨
遂
成
滴

暮
恩
速
達
鼓
傷
心

膏
沐
芳
飴
久
不
卸

蓬
首
乱
髪
不
設
皆

徒
飛
軽
竣
舞
空
惟

粉
筐
黛
器
靡
復
遺

自
生
留
世
苦
不
幸

心
中
暢
暢
恒
懐
悲

今
年
の
陽
初
　
花
は
林
に
満
ち

み
ね

明
年
の
冬
末
　
雪
は
琴
に
盈
つ

こ
.
も
ご

推
移
代
謝
は
粉
と
し
て
交
も
輔
ず
る
も

我
が
君
は
邊
成
し
て
祝
り
稽
沈
す

挟
を
執
り
て
分
別
し
　
巳
に
三
載

遜
乗
　
掩
寂
と
し
て
分
音
無
し

朝
に
悲
し
み
　
惨
惨
と
し
て
遂
に
滴
を

成
し

暮
に
恩
ひ
て
連
達
と
し
て
最
も
心
を
傷

ま
し
む

膏
沐
芳
飴
は
久
し
く
御
せ
ず

蓬
首
乱
髪
　
告
を
設
け
ず

い
た
す
ら

徒
に
軽
攻
を
飛
ば
し
空
椎
に
舞
は
し

め
粉
筐
黛
器
　
複
た
遣
る
靡
し

生
れ
て
世
に
留
ま
り
て
よ
り
　
不
幸
に

苦
し
み

つ
ね

心
中
暢
と
し
て
恒
に
悲
し
み
を
懐
く
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其
十
三

春
禽
旦
暮
鳴

最
傷
君
子
憂
思
楕

我
初
軒
家
従
軍
僑

簗
志
溢
気
干
雲
霞

流
浪
漸
由
綬
三
齢

忽
有
白
髪
素
髭
生

今
暮
臨
水
抜
巳
表

明
日
封
鏡
複
巳
盈

但
恐
璃
死
焉
鬼
客

客
思
寄
滅
生
空
楕

毎
懐
哲
郷
野

念
我
花
臼
人
多
悲
響

忽
見
過
客
問
何
我

寧
知
我
家
在
南
城

答
云
我
曽
居
君
郷

知
君
遊
官
在
此
城

我
行
離
邑
己
萬
里

今
方
司
役
去
遠
征

来
時
間
君
婦

閏
中
編
居
掬
宿
有
貞
名

亦
云
朝
悲
泣
閑
房

春
禽
　
旦
暮
に
鳴
く

最
も
君
子
が
憂
思
の
情
を
傷
ま
し
む

我
初
め
家
を
解
し
軍
倍
に
従
ひ

菜
志
溢
気
は
雲
百
を
干
す

流
浪
漸
由
と
し
て
三
齢
を
経

忽
ち
白
髪
有
り
て
素
髭
生
ず

今
暮
　
水
に
臨
み
て
技
き
て
巳
に
姦
く

す
も

明
H
鏡
に
封
す
れ
ば
復
た
己
に
盈
つ

但
だ
恐
る
　
罵
死
し
て
鬼
客
と
鶏
り

客
恩
　
寄
滅
し
て
空
精
を
生
ず
る
を

毎
に
菖
郷
の
野
を
懐
ひ

我
が
哲
人
の
悲
響
多
き
を
念
ふ

忽
ち
過
客
を
見
る
　
我
に
何
を
か
問
ふ

寧
ぞ
我
が
家
の
南
城
に
在
る
を
知
ら
ん

答
へ
て
云
ふ
　
我
曽
て
君
が
郷
に
居
す

君
の
遊
督
し
て
此
の
城
に
在
る
を
知
る

我
行
き
て
邑
を
離
れ
る
こ
と
巳
に
萬
里

ま

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

今
方
に
現
役
し
　
去
り
て
遠
く
征
か
ん

と
す

乗
る
時
　
君
が
婦
の

間
中
に
嬬
居
し
て
揖
り
宿
し
貞
名
有

る
を
聞
く

亦
云
ふ
　
朝
に
悲
し
み
閑
房
に
泣
き

26　25　24　23

又
聞
暮
思
涙
姑
裳

形
容
樵
倖
非
昔
悦

蓬
髪
衰
顔
不
複
政

見
此
令
人
有
飴
悲

常
願
君
懐
不
暫
忘

う
る
お

又
聞
く
　
幕
に
恩
ひ
て
涙
は
裳
を
姑
す

と
形
容
惟
悸
し
て
昔
の
悦
び
あ
る
に
非
ず

蓬
髪
　
衰
顔
　
復
た
放
せ
ず

此
を
見
れ
ば
人
を
し
て
飴
悲
有
ら
し
む

雷
に
君
の
懐
ひ
て
暫
し
も
忘
れ
ざ
る
を

願
ふ
べ
し

12345679011121

其
十
四

君
不
見
少
壮
従
軍
去

自
首
流
離
不
得
還

故
郷
百
官
白
夜
隔

音
塵
断
絶
阻
河
開

朔
風
前
條
白
雲
飛

胡
箭
哀
急
邊
気
寒

聴
此
愁
人
今
奈
何

登
山
遠
望
得
留
顔

将
死
胡
馬
跡

寧
見
妻
子
難

男
見
生
世
軸
珂
欲
何
遺

綿
憂
推
抑
長
歎

君
見
ず
や
少
壮
に
し
て
軍
に
従
ひ

自
首
流
離
し
て
還
る
を
得
ざ
る
を

故
郷
　
哲
胃
と
し
て
日
夜
隔
り

音
塵
　
断
絶
し
て
河
閥
に
阻
ま
る

朔
風
　
前
條
と
し
て
白
雲
飛
び

胡
茄
　
哀
し
く
急
に
し
て
邊
気
寒
し

此
を
聴
き
て
人
を
愁
え
し
む
る
こ
と
奈

何
せ
ん

山
に
登
り
て
遠
望
し
て
顔
を
留
む
る
を

得
ん
や

将
に
胡
馬
の
跡
に
死
せ
ん
と
す

な
ん寧

ぞ
妻
子
の
難
き
を
見
ん

男
児
　
世
に
生
ま
れ
て
輔
弼
　
何
を

道
は
ん
と
欲
す
る

つ
ら

憂
ひ
を
綿
ね
て
推
抑
し
て
長
歎
す
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こ
の
　
(
其
十
二
)
～
(
其
十
四
)
　
の
三
作
品
に
つ
い
て
、
中
森
氏

は
こ
れ
ら
は
前
半
の
女
性
の
嘆
き
を
読
む
作
品
(
②
③
⑧
⑨
)
と
は

別
に
、
物
語
的
な
巧
み
な
構
成
を
も
っ
て
独
立
し
て
い
る
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
三
作
品
は
前
半
で
見
ら
れ
た
女
性
の
嘆
き
の
二

つ
の
方
向
の
一
つ
で
あ
る
「
離
れ
た
男
性
を
田
心
う
女
性
の
嘆
き
」
が

描
か
れ
て
お
り
、
前
半
で
は
女
性
の
嘆
き
を
一
方
的
に
描
い
て
い
た

の
を
、
後
半
で
は
相
手
の
男
性
も
持
ち
出
し
て
、
両
方
か
ら
そ
の
嘆

き
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
の
で
、
こ
の
三
作
品
は
B

の
「
女
性
の
嘆
き
を
詠
む
」
作
品
と
同
じ
性
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。(

其
十
二
)
　
は
、
前
半
よ
り
男
性
を
思
っ
て
嘆
く
女
性
の
嘆
く
姿

が
さ
ら
に
具
体
的
に
な
り
、
悲
し
み
も
深
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

前
述
の
ご
と
く
　
(
其
十
三
)
　
(
其
十
四
)
　
に
は
前
半
の
　
「
女
性
の
嘆

き
を
詠
む
」
作
品
(
②
③
⑧
⑨
)
　
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
女
性
が

思
う
男
性
が
現
れ
る
。
(
其
十
三
)
(
其
十
四
)
　
に
登
場
す
る
男
性
が
、

何
故
(
其
十
二
)
　
に
登
場
す
る
女
性
が
思
っ
て
い
る
相
手
な
の
か
と

い
う
事
に
つ
い
て
は
、
中
森
氏
が
既
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
な
の

で
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
結
局
、
こ
の
女
性
の
嘆
き

を
読
む
三
作
品
も
、
前
半
と
同
じ
よ
う
に
人
生
の
困
難
に
苦
し
む
の

は
君
一
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
人
生
は
元
よ
り
困
難
な
も
の
な

の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
具
体
例
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
う
し
て
(
其
十
二
)
～
(
其
十
四
)
を
受
け
て
(
其
十
五
)

～
(
其
十
七
)
　
に
C
の
　
「
人
生
の
困
難
を
詠
む
」
作
品
が
登
場
す
る
。

1

2

345678901

其
十
五

君
不
見
相
梁
喜

今
日
丘
墟
生
草
莱

君
不
見
阿
房
宮

寒
雲
澤
雉
栖
其
中

歌
妓
舞
女
今
誰
在

高
墳
車
重
満
山
隅

長
軸
紛
紛
徒
競
世

非
我
昔
時
千
金
躯

随
酒
逐
欒
任
意
去

莫
令
含
歎
下
黄
墟

君
見
ず
や
　
相
梁
喜

今
日
丘
墟
と
な
り
草
菜
を
生
ず
る
を

君
見
ず
や
　
阿
房
宮

す

寒
雲
　
澤
雉
　
其
の
中
に
栖
む
を

歌
妓
舞
女
　
今
誰
か
在
る

高
墳
　
車
重
と
し
て
山
隅
に
満
つ

い
た
す

長
袖
　
紛
粉
と
し
て
徒
ら
に
世
に
競
ふ

我
は
昔
時
　
千
金
の
躯
な
る
に
非
ず

酒
に
随
ひ
柴
し
み
を
逐
ひ
て
意
に
任
せ

て
去
ら
ん

欺
き
を
含
ん
で
黄
墟
に
下
ら
し
む
美
か

れ

34
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其
十
六

君
不
見
泳
上
軍

表
裏
陰
且
寒

蛍
蒙
朝
日
照

信
得
幾
時
安

民
生
故
如
此

誰
令
権
折
強
相
看

年
去
年
来
日
如
削

白
髪
零
落
不
勝
冠

君
見
ず
や
　
泳
上
の
霜

表
裏
　
陰
に
し
て
且
つ
寒
し

朝
日
の
照
ら
す
を
蒙
る
と
蛍
も

信
に
幾
時
の
安
ら
ぎ
を
得
ん

民
生
　
故
よ
り
此
の
如
し

誰
か
推
折
し
て
強
ひ
て
相
看
せ
し
め
ん

年
去
り
年
来
り
て
自
ら
削
る
が
如
し

た

白
髪
　
零
落
し
て
冠
に
勝
へ
ず



其
十
七

1
　
君
不
見
春
烏
初
至
時

2
　
百
草
合
音
倶
作
花

3
　
寒
風
粛
索
一
旦
至

4
　
責
得
幾
時
保
光
華

5
　
日
月
流
邁
不
相
続

6
　
令
我
愁
恩
怨
恨
多

君
見
ず
や
　
春
烏
初
め
て
至
り
し
時

百
草
　
青
を
含
ん
で
供
に
花
を
作
す

寒
風
　
粛
索
と
し
て
一
旦
に
し
て
至
れ

け
ま

つ
い責

に
幾
時
か
光
華
を
保
つ
こ
と
を
得
ん

や

ゆ
る

日
月
流
通
し
て
相
餞
や
か
な
ら
ず

我
を
し
て
愁
思
し
て
怨
恨
多
か
ら
し
む

れ
よ
う
と
す
る
主
張
を
受
け
継
ご
う
と
し
た
が
、
最
後
に
は
忘
れ
よ

う
と
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
素
直
に
苦
し
み
を
吐
露
し
て
終
わ
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
人
生
の
困
難
を
憂
い
嘆
く
患
い
は
、
(
其
十
八
)
に

結
論
が
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

其
十
八

1
　
諸
君
莫
歎
貧

2
　
富
貴
不
由
人

(
其
十
五
)
は
、
(
其
十
)
(
其
十
一
)
の
「
意
を
縦
に
し
て
」
生
き
て

ゆ
き
な
さ
い
と
い
う
主
張
を
受
け
て
、
(
其
十
一
)
に
お
い
て
ま
だ
憂

い
に
沈
ん
で
い
た
男
に
対
し
て
も
う
一
度
、
憂
い
を
忘
れ
て
は
ど
う

か
と
呼
び
か
け
る
か
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。
し
か
し
、
(
其
十
六
)

(
其
十
七
)
に
な
る
と
、
憂
い
を
忘
れ
る
と
い
う
主
張
は
現
れ
な
く
な

る
。
(
其
十
六
)
の
結
び
の
第
七
・
八
句
は
「
年
去
り
年
来
り
て
自
ら

削
る
が
如
し
、
白
髪
　
零
落
し
て
冠
に
勝
へ
ず
」
、
(
其
十
七
)
　
の
結

び
の
第
五
・
六
句
は
「
日
月
流
邁
し
て
相
続
や
か
な
ら
ず
、
我
を
し

て
愁
思
し
て
怨
恨
多
か
ら
し
む
」
と
二
百
と
も
に
人
生
の
困
難
を
詠

ん
だ
あ
と
に
、
憂
い
嘆
く
恩
い
を
素
直
に
吐
露
し
よ
う
と
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
三
作
品
の
句
数
を
見
て

み
る
と
、
(
其
十
五
)
は
十
句
、
(
其
十
六
)
は
八
句
、
(
其
十
七
)
は

六
句
と
次
第
に
句
数
は
短
く
な
っ
て
行
き
、
感
情
の
高
ぶ
り
を
表
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
男
性
の
思
い
を

詠
む
三
首
の
作
品
は
、
初
め
こ
そ
(
其
十
)
(
其
十
一
)
の
憂
い
を
忘

12　　1110　9　8　7　6　5　4　3

丈
夫
四
十
強
而
仕

余
嘗
二
十
弱
冠
辰

莫
言
草
木
委
大
雪

合
應
蘇
息
過
陽
春

封
酒
叙
長
篇

窮
途
運
命
委
皇
天

但
願
樽
中
九
醍
蒲

莫
惜
淋
頑
百
個
鏡

直
須
優
済
卒
一
歳

何
努
辛
苦
事
百
年

諸
君
　
貧
を
歎
く
こ
と
莫
か
れ

富
貴
は
人
に
由
ら
ず

丈
夫
四
十
　
強
に
し
て
仕
ふ

と
さ

余
は
二
十
　
弱
冠
の
辰
に
苦
る

言
ふ
莫
か
れ
　
草
木
は
大
雪
に
委
む
と

か
な
ら

合
ず
應
に
蘇
息
し
て
陽
春
に
過
ふ
べ
し

酒
に
封
し
て
長
篇
を
鍍
べ

窮
途
の
運
命
は
皇
天
に
委
ぬ

但
だ
樽
の
中
に
九
髄
の
蒲
つ
る
を
願
い

淋
頭
百
個
の
鏡
を
惜
し
む
莫
し

た

　

す

ペ

か

ら

直
だ
須
く
優
薛
し
て
　
一
歳
を
卒
ふ

べ
し

何
ぞ
努
し
て
辛
苦
し
　
百
年
を
事
と
せ

ん
や

35

(
其
十
八
)
は
、
(
其
十
七
)
ま
で
と
は
全
く
違
っ
た
雰
囲
気
の
作

品
で
あ
り
、
(
其
十
七
)
　
ま
で
に
歌
わ
れ
た
よ
う
な
人
生
の
困
難
さ

を
歌
う
、
暗
い
イ
メ
ー
ジ
は
見
ら
れ
な
い
た
め
に
、
十
八
首
中
で
特

異
な
作
品
に
見
え
る
。
し
か
し
、
私
は
(
其
十
八
)
の
内
容
は
(
其



十
七
)
ま
で
の
流
れ
を
引
き
継
ぎ
、
結
論
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
考
え
る
。

(
其
十
八
)
　
は
、
冒
頭
か
ら
　
「
諸
君
　
貧
を
歎
く
こ
と
莫
か
れ
、

富
貴
は
人
に
由
ら
ず
」
と
ま
ず
、
第
一
の
憂
い
、
意
を
得
ら
れ
な
い

不
遇
の
人
生
を
嘆
く
こ
と
の
益
の
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
し
、
呼
び

か
け
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
次
に
第
二
の
憂
い
で

あ
る
人
生
の
は
か
な
い
こ
と
を
嘆
く
憂
い
に
つ
い
て
歌
わ
れ
る
。
第

五
・
六
句
で
は
、
人
生
の
は
か
な
さ
、
人
生
の
困
難
は
避
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
こ
と
と
認
め
た
う
え
で
、
い
つ
か
は
訪
れ
る
で
あ
ろ
う

「
陽
春
」
　
の
時
を
待
つ
と
し
、
第
八
句
で
は
　
「
窮
途
の
運
命
は
皇
天

に
委
ぬ
」
と
言
い
、
第
十
一
・
十
二
句
で
は
「
直
だ
須
く
優
辞
し
て

一
歳
を
卒
ふ
べ
し
、
何
ぞ
努
し
て
辛
苦
し
　
百
年
を
事
と
せ
ん
や
」

と
言
い
、
人
生
の
難
に
憂
い
を
抱
く
こ
と
な
く
、
悠
々
と
暮
ら
そ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
「
若
さ
に
希
望
を
託
し
て

悠
々
と
暮
ら
す
」
と
い
う
楽
観
的
な
考
え
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
考
え
が
全
面
に
表
れ
て
い
る
の
で
、
(
其
十
八
)
　
は
十

八
百
の
中
で
特
殊
な
存
在
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
八

句
の
　
「
窮
途
の
運
命
は
皇
天
に
委
ぬ
」
　
は
、
(
其
五
)
　
の
第
十
三
句

の
「
存
亡
貴
桟
　
皇
天
に
委
ね
ん
」
と
同
じ
主
張
で
あ
り
、
第
十

一
・
十
二
句
の
　
「
直
だ
須
く
優
蔚
し
て
一
歳
を
卒
ふ
べ
し
、
何
ぞ

努
し
て
辛
苦
し
　
百
年
を
事
と
せ
ん
や
」
は
、
(
其
十
)
(
其
十
一
)

に
見
え
る
　
「
意
を
縦
に
」
　
と
い
う
主
張
と
同
じ
あ
り
、
(
其
十
八
)

に
見
ら
れ
る
主
張
は
、
他
の
作
品
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
擬
行
路
難
」
　
十
八
首
は
、
一
貸
し
て
同
じ
主
張
を
繰
り
返
し
て
お

り
、
そ
れ
が
(
其
十
八
)
　
で
己
の
若
さ
に
支
え
ら
れ
て
、
全
面
的
に

表
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
(
其
十
八
)
　
は
十
八
百
中
で
突
出

し
た
特
殊
な
作
品
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
十
八
首
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
を
簡

単
に
示
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

☆
其
一
《
A
》

総
序
的
役
割
。
人
生
の
困
難
を
憂
え
る
あ
る
男
に
対
し
て
、
そ
の

憂
い
を
忘
れ
さ
せ
る
た
め
に
歌
い
始
め
ら
れ
る
。

☆
其
二
・
其
三
《
B
》

女
性
の
嘆
き
か
ら
運
命
の
ま
ま
な
ら
ぬ
さ
ま
を
あ
げ
、
(
其
四
〉

の
主
張
を
導
き
出
す
。

☆
其
四
・
其
五
・
其
六
・
其
七
《
C
》

初
め
は
第
一
の
憂
い
　
(
意
を
得
ら
れ
る
憂
い
)
を
忘
れ
よ
う
と
努

力
す
る
　
(
其
四
～
其
六
)
。
し
か
し
、
新
た
に
第
二
の
憂
い
　
(
人

生
の
は
か
な
い
こ
と
に
対
す
る
憂
い
)
が
加
わ
り
、
「
不
能
言
」

(
其
七
)
　
の
状
態
に
陥
る
。

☆
其
八
・
共
九
《
B
》

「
不
能
言
」
(
其
七
)
　
の
状
態
を
受
け
て
、
再
び
嘆
く
女
性
を
詠
む
。

(
其
四
)
　
～
　
(
其
七
)
　
に
お
い
て
憂
い
が
増
し
て
い
る
の
で
、
そ

れ
に
応
じ
る
よ
う
に
女
性
の
嘆
く
様
子
は
詳
し
く
描
か
れ
、
悲
し

み
が
深
く
な
る
。
人
生
は
元
々
ま
ま
な
ら
ず
、
困
難
な
も
の
だ
と

い
う
主
張
を
導
き
出
し
、
ま
た
人
生
の
困
難
に
苦
し
む
の
は
あ
な

た
　
(
自
分
)
一
人
で
は
な
い
と
言
う
恩
い
も
抱
か
せ
る
。

☆
其
十
・
其
十
一
《
A
》

(
其
八
)
(
其
九
)
を
経
て
、
「
不
能
言
」
(
其
七
)
　
の
状
態
か
ら
抜
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け
出
し
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
憂
え
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
説
き
、

悠
々
自
適
に
生
き
る
こ
と
を
相
手
に
勧
め
る
。
し
か
し
、
相
手
は

ま
だ
憂
い
を
抱
い
た
ま
ま
で
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
を
受
け
入
れ
な

い
。
そ
の
た
め
、
ま
た
へ
其
七
)
　
の
「
不
能
言
」
と
同
じ
状
態
に

な
る
。

☆
其
十
二
・
其
十
三
・
其
十
四
《
B
》

三
た
び
女
性
の
嘆
き
が
措
か
れ
る
　
(
其
十
二
)
。
女
性
の
嘆
き
を

更
に
貝
体
的
に
す
る
た
め
に
、
女
性
が
思
っ
て
い
る
男
性
が
登
場

し
(
其
十
三
)
、
そ
の
男
性
の
嘆
き
も
措
か
れ
る
　
(
其
十
四
)
。
人

生
は
元
々
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
導
き
出
す
役
割
を

担
う
。

☆
其
十
五
・
其
十
六
・
其
十
七
《
C
》

其
十
・
其
十
一
の
主
張
を
受
け
て
、
初
め
こ
そ
憂
い
を
忘
れ
よ
う

と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
る
が
　
(
共
十
五
)
、
そ
の
後
　
(
其
十
六
・

其
十
七
)
　
は
人
生
の
困
難
に
対
す
る
憂
い
を
素
直
に
吐
露
す
る
よ

う
に
な
る
。

☆
其
十
八
《
D
》

結
論
的
役
割
。
一
貫
し
て
訴
え
続
け
て
き
た
「
人
生
の
難
に
憂
い

を
抱
く
の
は
無
意
味
な
こ
と
」
と
い
う
主
張
が
、
己
の
若
さ
に
希

望
を
抱
く
と
い
う
楽
観
的
な
考
え
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
、
全
面

的
に
表
れ
て
結
ば
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
　
「
擬
行
路
難
」
　
十
八
首
は
、
「
誰
か
の
憂
い
を
忘
れ

さ
せ
る
た
め
に
歌
う
」
と
い
う
制
作
意
図
が
見
ら
れ
、
作
者
の
主
張

は
「
人
生
の
難
に
憂
い
を
抱
く
こ
と
な
く
、
悠
々
と
暮
ら
そ
う
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
作
者
が
慰
め
よ
う
と
し
て
い
る
相
手
の

憂
い
は
、
C
の
「
人
生
の
困
難
さ
を
詠
む
」
作
品
の
中
で
語
ら
れ
て

い
る
。
第
一
の
憂
い
が
意
を
得
ら
れ
な
い
憂
い
で
あ
り
、
第
二
の
憂

い
が
人
生
の
は
か
な
さ
に
対
す
る
憂
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相

手
の
憂
い
が
無
意
味
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
B
の

「
女
性
の
嘆
き
を
詠
む
」
　
作
品
が
使
わ
れ
て
い
る
。
人
生
と
は
元
々

困
難
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
こ
の
「
女
性
の
嘆
き
を
詠
む
」
こ
と

で
具
体
的
に
相
手
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
相
手

の
人
生
に
対
す
る
憂
い
が
次
第
に
深
ま
っ
て
行
く
の
に
従
っ
て
、
女

性
の
嘆
き
も
深
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
作
者
が
呼
び
か
け
を
行
っ
て
い
る
憂
い
を
抱
く
人
物

と
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
憂
い
が
直
接
表
れ
て
い
る
C
の

作
品
に
よ
っ
て
判
断
で
き
る
。
C
の
作
品
は
「
我
」
と
い
う
言
妻
が

多
く
見
ら
れ
、
人
生
の
難
に
対
す
る
憂
い
が
一
人
称
で
詠
ま
れ
て
お

り
、
憂
い
を
抱
く
人
物
の
心
情
が
直
接
に
措
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

畏
詣
紬
は
…
誹
摘
門
摘
…
出
は
㌶
聖
措

作
品
で
人
生
の
難
を
憂
え
て
い
る
人
物
は
作
者
飽
照
自
身
と
考
え
る

こ
と
が
最
も
自
然
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
憂
い
を
抱
く
人
物
は
作

者
飽
照
で
あ
り
、
そ
の
人
物
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
も
作
者
飽
照
と
な
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
恐
ら

く
、
彼
の
心
に
は
、
人
生
の
難
を
憂
え
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
と

思
う
自
分
と
、
人
生
の
難
に
対
し
て
憂
い
を
抱
い
て
し
ま
う
自
分
の

両
者
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
憂
い
は
無
意
味
な
こ

と
と
思
う
自
分
が
、
憂
い
を
抱
く
も
う
一
人
の
自
分
に
呼
び
か
け
を
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行
い
始
め
た
。
し
か
し
、
直
接
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
と
い
う
設
定

は
取
ら
ず
に
、
自
分
の
前
に
他
の
人
物
を
置
い
て
、
そ
の
人
物
に
呼

び
か
け
る
と
い
う
設
定
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
考
え
る
と
、
十
八
首
の
中
に
、
人
生
の
難
に
憂
い
を
抱
く

作
者
と
人
生
の
難
に
憂
い
を
抱
く
こ
と
は
益
の
な
い
こ
と
と
主
張
す

る
作
者
が
登
場
す
る
こ
と
も
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
心
の
中
で
葛

藤
す
る
二
つ
の
恩
い
、
そ
の
葛
藤
が
「
擬
行
路
難
」
と
い
う
作
品
を

生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

次
に
「
擬
行
路
難
」
十
八
百
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

こ
の
絶
照
の
「
擬
行
路
難
」
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
青
年
期
と
す

る
説
と
中
年
期
と
す
る
二
説
が
あ
り
、
従
来
中
国
に
お
い
て
　
(
其
十

八
)
　
の
第
四
句
の
　
「
余
は
二
十
　
弱
冠
の
辰
に
苦
る
」
を
と
り
あ
げ

て
、
二
十
歳
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
説
は

「
余
は
二
十
　
弱
冠
の
辰
に
苦
る
」
と
い
う
句
の
み
を
論
拠
と
し
て

お
り
、
決
定
的
な
説
と
は
到
底
言
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
前
掲
論
文

に
お
い
て
藤
井
氏
は
制
作
時
期
を
二
十
歳
と
す
る
説
に
疑
問
を
ロ
王
し
、

三
つ
の
論
拠
を
挙
げ
て
中
年
期
と
す
る
説
を
立
て
て
い
る
。

そ
の
論
拠
の
第
一
点
と
し
て
、
飽
照
に
は
「
擬
行
路
難
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
七
言
の
作
品
が
他
に
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。
七
言
の
形
式
に
対
す
る
情
熱
が
短
期
間
に
消
滅
し
た
と
は
考

え
に
く
い
の
で
、
初
期
の
も
の
と
す
る
よ
り
も
、
中
年
期
以
後
を
考

え
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
擬
行
路
難
」
　
十
八
首

中
に
は
、
全
篇
が
七
言
か
ら
成
る
も
の
が
三
作
品
有
り
、
こ
れ
ら
は

偶
数
句
押
韻
、
換
韻
な
ど
七
言
押
韻
法
の
画
期
的
な
試
み
が
な
さ
れ

て
い
智
確
か
に
、
こ
の
種
の
七
言
詩
は
飽
照
の
他
の
作
品
に
は
見

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
七
言
形
式
は
飽
照
の
型
破
り
な

発
想
の
一
つ
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
飽
照
が
七
言
の

形
式
に
対
し
て
情
熱
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
飽
照
は
型
破
り
な
発
想
や
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
を
己
の
詩
に
活

か
そ
う
と
し
て
お
輸
、
こ
の
新
し
い
七
言
詩
も
、
七
言
詩
が
毎
句
押

韻
で
あ
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
他
の
型
破
り
な
発
想
と
同
じ
よ
う
に
、

一
つ
の
試
み
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え

る
と
、
特
に
飽
照
が
七
言
の
形
式
に
対
し
て
情
熱
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
を
必
要
は
な
く
、
初
期
か
中
年
期
か
と
い
う
判
断
を
こ
こ
に
求

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
点
は
「
擬
行
路
難
」
に
は
青
年
期
の
心
情
よ
り
も
中
年
期
以

後
の
人
に
見
ら
れ
や
す
い
心
情
が
多
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ

れ
を
も
と
に
第
三
点
の
　
(
其
十
八
)
自
体
が
虚
構
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
二
点
・
第
三
点
は
、

「
擬
行
路
難
」
十
八
首
に
中
年
期
以
降
に
見
ら
れ
や
す
い
心
情
が
多

く
見
え
る
と
い
う
事
が
、
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
藤
井
氏
は
、
十
八
首
の
内
で
ど
こ
が
中
年
期
以
降
に
見
ら
れ

や
す
い
心
情
な
の
か
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
そ
の
論
点
が
は
っ

き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
、
中
森
氏
が
四
十
歳
こ
ろ
の
作
品
だ
と
す
る

論
拠
を
(
其
六
)
　
の
内
容
に
求
め
て
具
体
的
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
の

で
、
先
に
中
森
氏
の
説
を
検
討
し
て
み
る
。
中
森
氏
は
、
ま
ず
「
呉

徳
風
、
余
冠
英
は
　
(
六
)
　
の
　
『
棄
置
罷
官
去
、
還
家
自
休
息
』
の
句

は
、
抱
照
が
臨
川
王
劉
義
慶
の
下
に
國
待
郎
と
し
て
初
め
て
出
仕
す
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る
の
が
元
嘉
十
六
年
(
四
三
九
)
　
二
十
六
歳
の
時
で
あ
る
か
ら
、
二

十
歳
に
し
て
『
罷
官
』
な
ど
あ
り
え
な
い
と
す
る
」
と
い
う
説
を
取

り
あ
げ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
呉
徳
風
、
余
冠
英
両
氏
の
説
を
更
に

発
展
さ
せ
.
て
、
「
棄
置
罷
官
去
、
還
家
自
休
息
」
の
後
に
措
か
れ
て

い
る
故
郷
で
の
家
族
と
の
生
活
の
様
子
を
引
い
て
、
「
飽
照
み
ず
か

ら
の
経
験
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
若
年
の
作
と
は
考

え
に
く
い
」
、
「
確
か
に
こ
こ
に
措
か
れ
る
家
庭
の
姿
に
は
真
に
迫
る

も
の
が
あ
り
、
飽
照
の
質
体
験
を
冒
し
た
も
の
か
ど
う
か
の
穿
聖
は

別
に
し
て
も
、
二
十
歳
の
青
年
の
手
に
な
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
制
作
年
代
の
論
拠
を
、
求
め
る

の
は
不
適
切
に
思
え
る
。
ま
ず
、
呉
徳
風
、
余
冠
英
が
指
摘
す
る

「
官
を
罷
め
て
」
　
の
句
は
　
(
其
五
)
　
の
第
十
句
の
　
「
且
つ
願
は
く
は

志
を
得
て
数
々
相
就
り
」
と
(
其
六
)
　
の
第
四
句
の
「
安
ん
ぞ
能
く

蝶
理
し
て
羽
翼
を
垂
れ
ん
や
」
と
の
関
連
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
(
其
五
)
　
で
は
酒
代
を
得
る
た
め
に
、
一
時
は
し
ば
し
ば

小
官
に
つ
い
て
も
よ
い
と
考
え
た
の
だ
が
、
(
其
六
)
　
で
は
小
官
に

就
く
こ
と
に
よ
っ
て
上
下
関
係
を
気
に
し
な
が
ら
暮
ら
す
生
活
は
耐

え
ら
れ
な
い
と
考
え
る
に
至
っ
て
、
「
官
を
罷
め
て
」
　
と
い
う
言
葉

が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
　
「
官
を
罷
め
て
」
と

い
う
言
葉
を
飽
照
自
身
の
事
に
引
き
付
け
て
考
え
る
必
要
は
な
い
よ

う
に
恩
え
る
。
次
に
、
「
官
を
罷
め
て
」
　
の
後
の
故
郷
で
の
家
族
と

の
生
活
の
様
子
は
、
家
庭
の
中
に
幸
せ
を
兄
い
だ
そ
う
と
す
る
心
情

が
見
え
、
こ
れ
が
「
飽
照
み
ず
か
ら
の
経
験
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
」
と
い
う
中
森
氏
の
説
を
生
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

「
擬
行
路
難
」
十
八
首
に
は
人
生
の
困
難
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め

に
、
虚
構
が
行
わ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
「
女
性
の
嘆
き
を
詠

む
」
作
品
や
「
嘆
く
相
手
に
対
し
て
詠
む
」
作
品
は
も
ち
ろ
ん
虚
構

の
内
容
で
あ
り
、
「
人
生
の
困
難
を
詠
む
」
　
作
品
に
も
、
飽
照
自
身

の
こ
と
で
は
な
く
、
虚
構
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
部
分
が
見
ら
れ

る
。
「
官
を
罷
め
て
」
　
の
後
に
見
ら
れ
る
、
家
庭
で
の
生
活
に
幸
せ

を
兄
い
だ
す
と
い
う
考
え
方
も
、
例
え
ば
、
陶
淵
明
の
　
「
和
郭
主
簿

二
百
」
(
其
一
)
に
も
見
ら
ね
、
無
理
に
抱
照
自
身
の
実
体
験
と
考

え
る
必
要
は
な
く
、
人
生
の
困
難
を
歌
う
為
の
虚
構
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
擬
行
路
難
」
　
に
は
中
年

期
に
見
ら
れ
や
す
い
心
情
が
多
く
見
え
る
と
い
う
藤
井
氏
の
説
も
、

人
生
の
困
難
を
言
う
た
め
の
虚
構
で
あ
っ
て
、
無
理
に
抱
照
自
身
の

心
情
と
し
な
く
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
中
年
期
の
作
と
す
る
藤
井
、
中
森
両
氏
の

説
は
ど
ち
ら
と
も
制
作
年
代
を
特
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
方
の
制
作
年
代
を
二
十
歳
と
す
る
説
も
、
こ

れ
ま
で
に
確
固
と
し
た
論
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
ど

ち
ら
の
説
も
論
拠
に
乏
し
い
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
と
し
て
は
、

「
擬
行
路
難
」
　
十
八
首
は
一
時
の
連
作
で
あ
り
、
若
い
こ
ろ
の
作
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
前
述
の
ご
と
く
「
擬
行
路
難
」
は
、
憂
い
を

抱
く
作
者
と
、
そ
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
が
存
在
す

る
。
そ
し
て
へ
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
主
張
は
十
八

首
に
一
貫
し
て
お
り
、
(
其
十
八
)
　
に
そ
れ
が
全
面
的
に
表
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
(
其
十
八
)
　
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
飽
照
自

身
の
考
え
だ
と
言
え
よ
う
。
と
す
る
と
、
(
其
十
八
)
　
の
第
四
句
の

「
余
は
二
十
　
弱
冠
の
辰
に
当
た
り
」
と
い
う
句
が
飽
照
自
身
の
こ
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と
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
第
四
句
の
自
分
自

身
を
表
す
自
称
と
し
て
の
　
「
余
」
　
と
い
う
言
葉
は
、
「
擬
行
路
難
」

十
八
首
の
な
か
で
(
其
十
八
)
　
に
見
ら
れ
る
一
例
だ
け
で
あ
り
、

(
其
十
七
)
　
ま
で
は
、
自
称
の
言
葉
と
し
て
は
　
「
我
」
　
が
使
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
飽
照
の
詩
の
中
で
「
余
」
を
自
称
と
し
て
使
っ
て
い
る

例
は
一
例
も
な
く
、
た
だ
、
「
松
柏
篇
」
序
に
　
「
余
」
を
自
称
と
し

て
使
っ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
「
我
」
　
と
　
「
余
」
　
の

用
法
の
違
い
に
つ
い
て
、
伊
東
東
涯
の
　
「
操
紙
字
訣
」
　
で
は
、
「
我
」

が
人
に
対
し
て
、
相
手
に
向
か
っ
て
言
う
場
合
に
使
わ
れ
、
「
余
」

は
「
吾
」
「
予
」
な
ど
の
言
葉
と
同
様
に
我
が
身
だ
け
の
こ
と
と
し

て
使
わ
れ
る
と
あ
る
。
で
は
、
「
松
柏
篇
」
序
に
使
わ
れ
る
　
「
余
」

は
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。

余
患
㈲
上
気
四
十
飴
日
。
知
花
臼
先
借
倖
玄
集
、
以
余
病
劇
、
遂
見

還
。

(
余
　
脚
上
の
気
を
患
ふ
こ
と
四
十
飴
日
。
知
羅
臼
　
先
に
借
玄
集

を
借
り
、
余
の
病
の
劇
し
き
を
以
て
、
遂
に
還
さ
る
。
)

こ
の
よ
う
に
、
「
松
柏
篇
」
　
の
序
で
使
わ
れ
て
い
る
　
「
余
」
　
と
い

う
言
葉
は
自
分
自
身
だ
け
の
こ
と
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

り
、
「
接
触
字
訣
」
の
説
明
と
合
う
よ
う
で
あ
る
。
「
擬
行
路
難
」
に

お
い
て
も
(
其
十
七
)
ま
で
は
、
「
君
」
に
対
す
る
自
称
と
し
て

「
我
」
を
使
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
(
其
十
八
)
　
で
は
「
君
」
に
関

係
な
く
、
我
が
身
だ
け
と
い
う
意
で
「
余
」
と
い
う
言
糞
を
使
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
「
二
十
　
弱
冠
の
辰

に
当
た
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
飽
照
自
身
の
年
齢
を
指
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
そ
う
な
の
で
あ
る
。

現
在
ま
で
、
抱
照
の
「
擬
行
路
難
」
十
八
百
の
制
作
年
代
に
対
し

て
、
決
定
的
な
説
は
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
私
と
し
て
は
、
十
八

百
中
に
貿
か
れ
て
い
る
作
者
の
主
張
が
(
其
十
八
)
　
に
全
面
的
に
表

れ
て
お
り
、
(
其
十
八
)
　
の
第
四
句
　
「
余
は
二
十
　
弱
冠
の
辰
に
当

た
り
」
と
い
う
言
葉
は
飽
照
自
身
の
年
齢
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
、
ま
た
、
「
余
」
　
と
い
う
特
別
な
言
葉
を
こ
の
句
だ
け
に
用
い
て

い
る
こ
と
か
ら
、
「
擬
行
路
難
」
　
十
八
首
の
制
作
年
代
は
中
年
期
と

考
え
る
よ
り
は
、
二
十
歳
頃
の
若
い
時
期
の
作
品
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
患
う
の
で
あ
る
。

四

本
論
文
で
は
飽
照
の
「
擬
行
路
難
」
十
八
首
を
一
時
の
連
作
と
考

え
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
う
し
て
、
飽
照
が
な
ぜ
「
擬
行
路

難
」
　
を
作
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
「
擬
行
路
難
」
　
の
中
で
何
を

言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
き
た
。
結
果
と
し
て
、
飽
照
は

自
分
の
心
に
わ
だ
か
ま
る
不
遇
へ
の
憤
り
、
人
生
の
ま
ま
な
ら
ぬ
こ

と
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
、
こ
の
　
「
擬
行
路
難
」
を
作
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
飽
照
自
身
は
、
寒
人
で
あ
る
が
故
に
不
遇
の
人
生
を
送
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
常
に
人
生
が
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
。
飽
照
に
と
っ
て
「
擬
行
路
難
」
は
こ
れ

か
ら
も
自
分
に
降
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
厳
し
い
人
生
の
困
難
に
対
す

る
憂
い
を
払
拭
す
る
た
め
の
作
品
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
設
定
の

巧
み
さ
や
七
言
詩
の
新
し
い
形
式
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
自
分
の
文
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才
を
他
に
示
す
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

(注)
①
藤
井
守
「
飽
照
の
短
行
路
幾
十
八
首
に
つ
い
て
」
(
「
支
那
學
研

究
」
三
六
)

向
島
成
美
「
飽
照
『
振
行
路
難
』
に
つ
い
て
」
(
「
東
京
教
育
大
学

文
学
部
紀
要
」
七
七
)

②
中
森
健
二
　
「
飽
照
『
擬
行
路
難
』
　
の
構
成
に
つ
い
て
」

(
「
学
林
」
一
)

③
藤
井
氏
も
前
山
の
論
文
に
お
い
て
十
八
百
の
分
類
を
行
っ
て
い
る

の
だ
が
、
中
森
氏
が
藤
井
氏
の
分
類
を
基
に
し
て
い
る
の
で
、
本

論
文
で
は
藤
井
氏
の
分
類
に
つ
い
て
、
直
接
言
及
し
な
い
。

④
『
抱
氏
集
』
の
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
岡
村
繁
氏
の

「
コ
ハ
朝
詩
集
』
　
に
収
め
ら
れ
た
　
『
飽
氏
集
』
　
に
つ
い
て
」
　
(
東
北

大
学
教
養
部
紀
要
一
)
　
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

る
と
、
四
部
叢
刊
所
収
の
孟
斧
季
校
宋
本
と
漢
貌
六
朝
一
百
三
家

集
所
収
の
張
浦
本
の
二
系
統
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
そ
し
て
、

「
擬
行
路
難
」
に
は
十
八
首
と
作
る
も
の
と
十
九
首
と
作
る
も
の

が
あ
る
。
十
九
首
に
作
る
も
の
は
(
其
十
三
)
を
換
韻
す
る
と
こ

ろ
で
分
け
て
二
百
と
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
全
く
同
じ
で
あ

り
、
十
八
百
の
配
列
に
異
動
は
見
ら
れ
な
い
。
本
論
文
で
は
十
八

百
は
制
作
さ
れ
た
時
か
ら
こ
の
順
序
で
あ
っ
た
と
し
て
論
を
進
め

る
。

⑤
向
島
氏
の
前
掲
論
文
に
、
こ
れ
ら
の
句
が
飽
照
自
身
の
心
情
を
表

す
と
い
う
こ
と
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑥
高
木
正
一
「
七
言
詩
押
韻
法
の
望
遠
に
つ
い
て
」
(
「
立
命
館
文

学
」
一
三
一
)
参
照

⑦
飽
照
の
作
品
に
型
破
り
な
発
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
鍾
蝶
の

『
詩
品
』
の
飽
照
評
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

⑧
陶
淵
明
　
「
和
郭
主
簿
」
二
百
・
其
一
(
部
分
抜
粋
)

息
交
遊
閑
業
、
臥
起
弄
書
琴
。
園
読
有
余
滋
、
菖
穀
猶
儲
今
。

皆
己
良
有
極
、
週
足
非
所
欽
。
呑
椛
作
美
酒
、
酒
熟
吾
日
掛
。

弱
子
戯
我
側
、
學
語
末
成
音
。
此
事
貞
復
楽
、
柳
用
忘
華
酉
。

や

(
交
り
を
息
め
て
　
開
業
に
遊
び
、
臥
起
し
て
書
琴
を
弄
す
。
園

ま
こ
と

武
は
余
滋
有
り
、
曹
穀
は
猶
は
今
に
儲
ふ
。
己
を
哲
む
は
良
に
極

む
る
有
り
、
足
る
に
過
ぐ
る
　
欽
す
る
所
に
非
ず
。
椛
を
蕃
き
て

美
酒
を
作
り
、
酒
熟
せ
ば
吾
自
ら
掛
む
。
弱
子
は
我
が
側
に
戯
れ
、

語
を
學
び
て
末
だ
音
を
成
さ
ず
。
此
の
事
　
真
に
復
た
楽
し
、
柳

か
用
て
華
告
を
忘
れ
ん
。
)
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