
１
　
は
　
じ
　
め
　
に

　「
作
品
を
比
較
す
る
と
い
う
作
業
が
現
代
文
の
中
で
し
か
し
た
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
、
と
て
も
新
鮮
で
し
た
。」

　「『
文
法
を
覚
え
な
け
れ
ば
』『
古
語
単
語
を
暗
記
し
て
、
尊
敬
語
な
ど
を
頼
り

に
文
意
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
』
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
日
は
こ
の
古

文
の
面
白
さ
（
今
日
の
ビ
デ
オ
で
言
え
ば
枕
草
子
に
お
け
る
「
を
か
し
」）
を
知

り
た
い
、
発
見
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
資
料
プ
リ
ン
ト
を
読
ん
で
い
ま

し
た
。」

　
右
の
感
想
は
、
広
島
大
学
文
学
部
２
、
３
年
生
に
、
高
校
２
年
生
古
典
の
授

業
ビ
デ
オ
を
視
聴
さ
せ
て
の
感
想
で
あ
る
。
教
育
学
部
以
外
の
学
生
を
対
象
に

し
た
「
教
育
実
習
指
導
Ｃ
」
と
い
う
講
義
の
一
部
に
、
中
・
高
等
学
校
で
の
授

業
の
実
際
か
ら
学
ぶ
と
い
う
部
分
が
あ
り
、
附
属
学
校
の
教
員
が
出
向
い
て
授

業
の
解
説
な
ど
を
行
う
、
そ
の
講
義
後
の
受
講
カ
ー
ド
に
あ
っ
た
記
述
で
あ
る

（
　
年
度
　
月
実
施
）。

０９

１２

　
附
属
学
校
教
員
と
し
て
毎
年
多
く
の
教
育
実
習
生
を
指
導
す
る
際
に
、
彼
ら

が
中
・
高
等
学
校
時
代
に
「
学
習
者
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
授
業
を
受
け
て
き

た
の
か
を
問
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
大
学
で
の
様
々
な
講
義
内
容
と
は
ま
た
別

の
意
味
で
、「
す
り
込
み
」
の
よ
う
な
形
で
彼
ら
の
「
古
典
の
授
業
観
」
を
大
き

く
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
返
答
と
し
て
依
然
多
い
の

が
、
古
語
単
語
や
古
典
文
法
の
習
得
、
あ
る
い
は
一
文
ず
つ
口
語
訳
を
仕
上
げ

る
こ
と
が
中
心
の
授
業
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
前
記
引
用
の
文
学
部
学
生
の
感
想
や
教
育
実
習
生
の
返
答
に
は
、

教
育
実
習
に
対
し
て
の
恐
れ
や
、
附
属
学
校
教
員
へ
の
お
も
ね
り
に
よ
っ
て
、

「
回
想
」
に
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
も
い
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
拙
論
に
さ
え
目
を

通
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
私
た
ち
教
員
仲
間
に
よ
る
、
長
く
広
い
教
育
実
践
や

研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
国
語
教
育
は
着
実
に
変
化
し
て
い
る
は
ず
で
も

あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
特
に
古
典
学
習
に
関
し
て
は
、
単
語
や
文
法
の
知

識
や
口
語
訳
の
技
能
の
習
得
と
、
あ
と
は
鑑
賞
で
終
わ
り
、
と
い
う
現
実
も
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

　
新
し
い
指
導
要
領
で
は
、
新
設
「
古
典
Ｂ
」
の
内
容
と
し
て
「
同
じ
題
材
を

取
り
上
げ
た
文
章
や
同
じ
時
代
の
文
章
な
ど
を
読
み
比
べ
、
共
通
点
や
相
違
点

な
ど
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
。」
と
い
う
文
言
が
加
わ
る
ら
し
い
。
そ
の
意
味

【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
　
研
究
協
議
】
３

５０

比
べ
読
み
で
身
に
つ
く
学
力

金
　
子
　
直
　
樹

―　　―９８



の
解
説
は
私
の
任
で
は
な
い
が
、「
読
み
比
べ
」
を
授
業
に
用
い
る
こ
と
は
、
少

な
く
と
も
「
国
語
科
」
の
教
員
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
指
導
要
領
云
々
以

前
の
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

　
例
え
ば
現
代
文
で
「
舞
姫
」
を
扱
う
場
合
に
は
、
多
く
の
教
室
で
「
普
請
中
」

や
「
妄
想
」
と
組
み
合
わ
せ
て
の
授
業
展
開
が
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

む
ろ
ん
高
等
学
校
の
授
業
で
鴎
外
の
作
家
論
を
行
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
太

田
豊
太
郎
と
い
う
一
人
の
青
年
の
愛
と
裏
切
り
の
物
語
で
あ
れ
、
近
代
青
年
の

自
我
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
れ
、
現
実
と
虚
構
と
の
間
を
行
き
来
す
る
文
学
の
力

で
あ
れ
、
そ
れ
は
そ
の
教
室
の
生
徒
と
教
員
と
の
好
み
の
問
題
で
、
何
で
あ
っ

て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
が
、
異
な
る
テ
キ
ス
ト
を
比
較
検
討
す
る
「
読
み
比
べ
」

の
過
程
を
加
え
る
こ
と
で
、
生
徒
は
自
身
の
読
み
を
い
っ
た
ん
対
象
化
す
る
こ

と
に
な
り
、
そ
れ
が
単
な
る
感
想
か
ら
批
評
・
評
価
へ
と
深
化
し
て
ゆ
く
契
機

と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
授
業
展
開
は
、
私
た
ち
国
語
科
教
員
と
し
て
は
普
段
か
ら
用
い

て
い
る
基
本
の
手
筋
で
、
現
代
文
を
例
に
取
る
ま
で
も
な
く
実
は
古
典
で
も
、

例
え
ば
『
徒
然
草
』
を
扱
う
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
教
室
で
、
教
科
書
の
教

材
に
加
え
て
類
似
の
章
段
を
用
い
て
学
習
の
幅
を
拡
げ
、
深
化
を
図
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
他
の
古
典
の
学
習
に
お
い
て
も
普
通
に
行
お
う
、
と

い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
際
の
問
題
点
は
、
何
の
た
め
に
「
読
み
比
べ
」
を
行
う
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
情
緒
的
な
古
典
世
界
（
人
間
）
像
を
よ
り
精
緻
に
理
解
す
る
た
め
、

で
は
な
い
。（
新
し
い
指
導
要
領
の
「
国
語
総
合
」
で
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文

化
へ
の
興
味
・
関
心
」
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
の
で
、
自
戒
を
込
め
て
注

意
し
た
い
。）「
昔
の
人
の
考
え
方
が
分
か
っ
た
」「
古
典
の
世
界
（
感
覚
・
人
間

関
係
…
）
の
良
さ
が
分
か
っ
た
」
で
終
わ
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
自
身

が
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
自
己
を
追
跡
し
て
、
テ
キ
ス
ト
と
自
分
と
の
関
係
を

見
出
し
、
自
己
を
問
う
契
機
と
な
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と

思
う
。
前
述
の
「
批
評
」
と
い
う
こ
と
を
、
思
い
切
っ
て
簡
単
に
言
っ
て
し
ま

え
ば
、「
読
み
の
構
え
の
獲
得
」
や
「
読
み
の
方
法
の
習
得
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
思
う
。

　
以
下
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
目
指
し
て
の
実
践
例
を
幾
つ
か
報
告
す
る
。

２
　
中
学
校
の
古
典
学
習
か
ら

　
以
下
は
、
広
島
大
学
附
属
福
山
中
学
校
　
年
度
２
年
生
の
、
年
間
の
古
典
学

０７

習
の
内
容
で
あ
る
。（【
学
習
の
め
あ
て
】
な
ど
、
生
徒
に
配
布
し
た
ま
ま
の
表

現
）

【
教
材
】

１
、『
徒
然
草
』
か
ら

①
序
段
　
徒
然
な
る
ま
ま
に
、
日
ぐ
ら
し
、
硯
に
向
か
ひ
て
、

②
　
段
　
あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
、

９２
③
　
段
　
高
名
の
木
の
ぼ
り
と
言
ひ
し
を
の
こ
、

１０９
④
　
段
　
五
月
五
日
、
賀
茂
の
競
べ
馬
を
見
は
べ
り
し
に
、

４１
⑤
　
段
　
主
あ
る
家
に
は
、
す
ず
ろ
な
る
人
、

２３５

２
、「
説
話
」
か
ら

① 「
壬
生
忠
見
の
悶
死
（
平
兼
盛
と
の
歌
合
わ
せ
勝
負
）」（『
沙
石
集
』『
百
人

一
首
一
夕
話
』
の
比
べ
読
み
。）

② 「
藤
原
長
能
の
悶
死
（
藤
原
公
任
の
口
出
し
）」（『
沙
石
集
』『
十
訓
抄
』
の
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比
べ
読
み
。）

③ 「
兼
方
の
悪
口
」（『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
今
物
語
』『
袋
草
子
』
の
比
べ
読

み
）

３
、『
平
家
物
語
』
か
ら

① 「
敦
盛
最
期
」（
覚
一
本
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
と
延
慶
本
と
の
比
べ
読

み
）

② 「
河
原
兄
弟
最
期
」（
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
（
日
本
古
典
集
成
）
と
の
比

べ
読
み
）

４
、『
百
人
一
首
一
夕
話
』

５
、『
論
語
』
か
ら
、
十
二
編

【
学
習
の
め
あ
て
】

０
、
古
典
に
親
し
む
基
礎
力
を
付
け
る
。

①
古
文
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
し
て
、
正
し
く
本
文
を
音
読
し
、
筆
写

で
き
る
。

②
漢
文
は
訓
点
（
返
り
点
・
送
り
が
な
）
の
規
則
に
注
意
し
て
、
正
し
く
書

き
下
し
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

③
古
文
や
漢
文
に
特
有
の
表
現
法
･
言
い
回
し
に
慣
れ
る
。

④
古
語
単
語
や
漢
文
語
句
の
意
味
に
注
意
し
な
が
ら
、
本
文
の
内
容
を
正
し

く
理
解
で
き
る
。

１
、『
徒
然
草
』
に
表
わ
さ
れ
る
筆
者
兼
好
の
も
の
の
見
方
を
理
解
す
る
。

①
兼
好
の
も
の
の
見
方
か
ら
、
私
た
ち
自
身
の
日
常
を
振
り
返
る
。

②
兼
好
の
も
の
の
見
方
と
比
べ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
自
身
の
も
の
の
見
方
に

新
た
な
発
見
を
す
る
。

２
、「
説
話
」
に
登
場
す
る
人
物
像
を
理
解
す
る
。

３
、『
平
家
物
語
』
で
の
登
場
人
物
の
描
き
方
を
理
解
す
る
。

①
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
人
物
の
描
き
方
の
違
い
に
注
目

し
、
そ
の
違
い
を
も
た
ら
す
語
り
手
の
視
点
を
理
解
す
る
。

②
同
じ
出
来
事
で
も
、
語
り
手
の
視
点
の
違
い
に
よ
っ
て
は
描
か
れ
方
が
違

う
こ
と
を
理
解
し
、
物
語
と
語
り
手
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め

る
。

４
、『
百
人
一
首
一
夕
話
』
全
首
の
読
解
を
通
し
て
、
古
文
を
読
み
書
き
す
る
経

験
を
積
む
。
ま
た
、
掛
詞
や
比
喩
な
ど
に
注
意
し
て
、
和
歌
解
釈
の
仕
方
に

つ
い
て
の
経
験
を
積
む
。

５
、『
論
語
』
に
表
わ
さ
れ
る
孔
子
の
思
想
を
理
解
す
る
。
孔
子
の
思
想
か
ら
、

私
た
ち
自
身
の
日
常
を
振
り
返
る
。

（
１
）「
説
話
」
の
授
業

　
中
学
校
で
は
、
古
典
に
親
し
む
手
だ
て
と
し
て
「
百
人
一
首
」
を
用
い
る
こ

と
が
多
い
。
当
校
で
も
中
学
一
年
生
か
ら
暗
唱
を
す
す
め
、
校
内
百
人
一
首
大

会
も
開
催
し
て
古
典
に
親
し
む
取
り
か
か
り
に
し
て
い
る
。　
年
度
中
学
２
年

０７

生
で
は
、
暗
唱
の
次
の
段
階
と
し
て
、『
百
人
一
首
一
夕
話
』
を
用
い
て
、
和
歌

の
意
味
の
理
解
と
共
に
古
文
を
読
み
慣
れ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。『
百
人
一
首
一

夕
話
』
は
江
戸
時
代
の
初
学
者
用
参
考
書
で
文
章
も
平
易
で
あ
り
、
記
述
の
体

裁
も
、
前
半
の
簡
単
な
歌
意
と
後
半
の
作
者
な
ど
の
故
事
に
明
確
に
分
か
れ
て

お
り
、
特
に
歌
意
に
つ
い
て
は
出
典
の
後
に
「
～
と
い
ふ
心
な
り
」
の
形
で
ほ

ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
こ
と
に
読
み
や
す
い
。
中
学
２
年
生
用
に
、
前

半
の
歌
意
の
原
文
に
全
文
口
語
訳
を
附
し
た
プ
リ
ン
ト
（
一
首
が
Ｂ
５
版
一
枚

に
収
ま
る
分
量
）
に
し
て
与
え
、「
和
歌
解
釈
の
部
分
を
（
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
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注
意
し
て
）
原
文
で
筆
写
す
る
」
と
い
う
課
題
と
し
て
、
年
間
を
通
し
て
百
首

全
部
を
扱
っ
た
。
ほ
ぼ
「
作
業
」
で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
意
味
の
分
か
る
古

文
を
、
自
ら
筆
写
し
て
古
文
に
慣
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
そ
の

応
用
と
し
て
、
後
半
部
の
作
者
な
ど
の
故
事
説
話
に
つ
い
て
も
部
分
的
に
用
い

た
。

　
こ
の
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
中
の
、
い
わ
ゆ
る
歌
説
話
を
用
い
て
、
２
①

『
沙
石
集
』『
百
人
一
首
一
夕
話
』
の
比
べ
読
み
で
は
、『
沙
石
集
』
の
、
壬
生
忠

見
が
歌
合
わ
せ
に
敗
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
悶
死
し
た
と
い
う
記
述
と
、
前

記
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
の
、「
…
負
け
は
べ
り
し
よ
り
胸
ふ
た
が
り
て
、
か
か

る
重
病
に
な
り
は
べ
り
ぬ
と
申
さ
れ
し
が
、
つ
ひ
に
こ
の
病
に
よ
り
て
む
な
し

く
な
ら
れ
た
り
と
言
へ
り
。
こ
の
事
は
『
沙
石
集
』
に
出
で
た
れ
ど
、「
家
集
」

を
考
ふ
れ
ば
そ
の
後
も
な
が
ら
へ
ら
れ
た
る
や
う
に
見
ゆ
れ
ば
、
そ
の
実
否
は

確
か
に
知
ら
れ
ず
。」
と
い
う
、
事
実
の
有
無
を
め
ぐ
る
差
異
に
焦
点
を
当
て
、

２
②
『
沙
石
集
』『
十
訓
抄
』
の
比
べ
読
み
で
は
、『
沙
石
集
』
の
、「
公
任
卿
に

春
は
三
十
日
さ
ふ
ら
ふ
に
や
と
難
ぜ
ら
れ
て
、
胸
ふ
さ
が
り
て
覚
え
け
る
ほ
ど

に
、
や
が
て
病
つ
き
て
、
つ
ひ
に
失
せ
に
け
り
。
道
を
重
く
す
る
執
心
に
や
。」

と
い
う
長
能
へ
の
批
判
と
、『
十
訓
抄
』
の
「
か
く
ほ
ど
あ
る
べ
し
と
は
思
ひ
た

ま
は
ざ
り
け
れ
ど
も
、
さ
ば
か
り
慮
り
あ
る
身
に
て
、
な
に
と
な
く
、
口
疾
く

難
ぜ
ら
れ
た
り
け
る
、
い
と
不
便
な
り
し
か
。」
と
い
う
公
任
へ
の
批
判
と
い
う
、

人
物
へ
の
評
価
の
観
点
の
差
異
に
焦
点
を
当
て
た
。
こ
れ
ら
の
段
階
を
ふ
ま
え

て
、
２
③
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
今
物
語
』『
袋
草
子
』
の
比
べ
読
み
で
は
、
説

話
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る
と
い
う
段
階
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
読
み
取
っ
て

い
る
の
か
を
自
ら
意
識
し
な
が
ら
読
む
と
い
う
段
階
へ
の
読
み
の
深
化
を
経
験

す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。
以
下
は
生
徒
の
学
習
の
ま
と
め
で
あ
る
。（
傍
線

は
引
用
者
。
以
下
同
じ
）

○
ま
と
め
Ａ：

語
り
手
が
視
点
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
読
み
手
は
、

そ
れ
ぞ
れ
印
象
に
残
る
部
分
が
違
う
。
兼
方
派
は
、
地
位
が
低
く
て
も
正
し

い
こ
と
は
正
し
い
。
通
俊
派
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
や
っ
ぱ
り
『
後
拾
遺
集
』

の
撰
者
に
な
る
ほ
ど
だ
し
、
兼
方
に
対
し
て
の
言
葉
は
少
し
間
違
っ
た
だ
け
、

と
思
っ
て
し
ま
う
。
読
み
手
は
、「
地
位
」
と
「
論
理
的
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
で
「
兼
方
の
悪
口
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

○
ま
と
め
Ｂ：

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
作
者
は
、
こ
の
出
来
事
を
た
だ
そ
の
ま
ま

に
書
き
出
し
、
そ
れ
を
読
む
読
者
が
自
分
で
ど
ち
ら
が
良
い
悪
い
を
決
め
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。『
今
物
語
』
と
『
袋
草
子
』
で
は
ど

ち
ら
が
悪
い
の
か
良
い
の
か
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
て
、「
あ
あ
、
作
者
は

こ
う
思
っ
て
い
る
の
だ
な
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、『
宇
治
拾
遺
』
の

文
で
は
ど
ち
ら
が
悪
い
と
も
良
い
と
も
言
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
文
を

読
む
と
、
読
者
は
自
分
の
想
像
で
ど
ち
ら
が
良
い
か
悪
い
か
を
理
解
す
る
。

そ
う
し
た
方
が
は
る
か
に
気
持
ち
が
い
い
か
ら
で
す
。
詳
し
く
言
え
ば
、
自

分
の
願
望
が
、「
あ
あ
、
こ
の
人
は
こ
ん
な
人
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
そ
う
に
違

い
な
い
」
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
の
で
す
。
作
者
は
、
こ
ん
な
ふ

う
に
文
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
一
人
み
ん
な
捉
え
方
が
違
う
、
と
い

う
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
）『
平
家
物
語
』
の
授
業

　
前
記
「
説
話
」
の
授
業
の
発
展
と
し
て
、
長
い
物
語
内
容
の
正
確
な
読
み
取

り
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
の
か
を
自
ら
意
識
化
し
な
が
ら
読
む
と
い
う

段
階
へ
、「
読
み
」
の
進
化
を
経
験
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。
具
体
的
に
は
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『
平
家
物
語
』
諸
本
間
の
比
べ
読
み
を
通
し
て
、
語
り
手
の
視
点
・
も
の
の
見
方

に
よ
っ
て
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
読
み
手
の
視
点
・

も
の
の
見
方
に
よ
っ
て
物
語
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

題
材
は
、『
平
家
物
語
』
か
ら
、「
敦
盛
最
期
」「
河
原
兄
弟
最
期
」
を
、
覚
一
本

系
（
＝
Ａ
）
と
、
延
慶
本
（
敦
盛
最
期
）、
百
二
十
句
本
（
河
原
兄
弟
最
期
）

（
＝
Ｂ
）
と
の
Ａ
・
Ｂ
の
比
較
読
み
と
し
て
扱
っ
た
。
教
材
は
、
中
学
生
で
あ
る

の
で
前
記
「
説
話
」
の
授
業
と
同
じ
く
、
音
読
を
重
視
し
た
全
文
口
語
訳
付
き

に
し
て
、
Ａ
系
（
上
段
）
と
Ｂ
系
（
下
段
）
と
を
上
下
二
段
に
対
照
し
て
配
置

し
、
相
違
点
や
共
通
点
な
ど
、
表
現
の
差
異
を
確
認
で
き
る
プ
リ
ン
ト
に
し
た
。

以
下
は
生
徒
の
学
習
の
ま
と
め
で
あ
る
。

○
ま
と
め
Ｃ：

敦
盛
の
よ
う
な
貴
族
、
直
実
の
よ
う
な
武
士
は
、
私
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
み
る
と
、
貴
族
は
威
張
っ
て
偉
そ
う
に
し
て
い
て
、
だ
け
ど
心

の
弱
さ
が
あ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
武
士
は
強
く
て
威
張
っ
て
い
て
、

だ
け
ど
貴
族
と
は
違
い
、
上
の
者
の
命
令
に
背
か
ず
に
人
を
殺
す
よ
う
な
心

の
強
さ
を
持
っ
て
い
て
、
貴
族
は
「
へ
に
ゃ
へ
に
ゃ
」、
武
士
は
「
が
っ
し

り
」
と
い
う
よ
う
な
、
元
々
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か
し
「
敦
盛
最

期
」
を
読
む
と
、
貴
族
で
あ
る
敦
盛
が
、
死
ぬ
覚
悟
が
で
き
て
い
て
た
く
ま

し
い
が
、
逆
に
武
士
で
あ
る
直
実
は
、
な
か
な
か
敦
盛
を
殺
せ
ず
に
心
が
乱

れ
て
い
る
。
こ
の
様
子
を
見
る
と
、
武
士
で
あ
る
直
実
も
、
人
が
死
ん
で
し

ま
う
悲
し
さ
と
い
う
よ
う
な
人
間
味
の
あ
る
心
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
な
、
と

感
じ
る
。
し
か
し
、
そ
う
感
じ
て
し
ま
う
の
は
、
私
た
ち
に
入
っ
て
い
る

元
々
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
、
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
思
う
。
直
実

の
よ
う
な
武
士
で
も
、
敵
の
死
を
悲
し
む
者
は
い
る
し
、
敦
盛
の
よ
う
な
貴

族
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
意
志
を
貫
い
て
い
こ
う
と
い
う
き
っ
ち
り
し
た

貴
族
も
い
る
。
自
分
達
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
語
の
読
み
方
も
変

わ
る
と
思
う
。

○
ま
と
め
Ｄ：

「
敦
盛
最
期
」
と
い
う
物
語
Ａ
で
は
、
直
実
は
武
士
で
は
な
く
情

の
あ
る
貴
族
（
貴
族
に
本
当
に
情
が
あ
る
か
は
不
明
だ
が
）
の
よ
う
な
人
間

と
し
て
描
か
れ
、
敦
盛
は
武
士
の
よ
う
な
誇
り
を
持
つ
人
間
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
Ｂ
で
は
、
武
士
は
武
士
、
貴
族
は
貴
族
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
私
た
ち
が
「
武
士
と
は
」、「
貴
族
と
は
」
何
た

る
も
の
か
を
、
自
分
た
ち
で
決
め
て
し
ま
っ
て
い
て
い
る
故
に
、
そ
う
読
み

取
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。「
武
士
と
は
、
将
軍
に
忠
実
で
、
戦
い

に
よ
る
利
益
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
」、
ま
た
、「
貴
族
と
は
、
美
し
く
優
雅

で
あ
る
」、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
、「
語
り
手
は
こ
の
よ
う
に
描

い
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
し
ま

う
の
は
、
ま
た
別
の
物
語
や
、
他
人
か
ら
の
影
響
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
実
は
「
語
り
手
が
語
り
た
か
っ
た
物
語
」
と
、「
私
た

ち
が
読
ん
だ
物
語
」
と
は
違
う
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
語
り

手
の
視
点
と
、
私
た
ち
読
み
手
の
視
点
が
同
じ
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

物
語
Ａ
と
Ｂ
と
で
主
人
公
の
性
格
に
差
が
出
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
書
き
手
の
思
い
・
イ
メ
ー
ジ
・
視
点
の
違
い
に
よ
り
生
じ
た
ズ
レ
で
あ
る

と
思
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
私
た
ち
の
視
点
に
よ
り
ズ
レ
が
生
じ
て
し
ま
っ

て
も
、
私
は
そ
れ
は
そ
れ
で
面
白
い
、
と
思
う
。

○
ま
と
め
Ｅ：

僕
は
、
文
章
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
の
考
え
に
触
れ
て
、

そ
れ
を
自
分
が
ど
う
考
え
る
か
に
よ
っ
て
自
分
の
も
の
の
考
え
方
を
知
る
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
他
者
の
文
章
を
読
み
、
自
分
が
「
そ
れ
は
違
う
」
と

考
え
れ
ば
、
そ
の
人
と
自
分
の
考
え
方
は
違
う
と
分
か
り
、
他
者
の
文
章
に
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共
感
で
き
れ
ば
、
自
分
の
も
の
の
考
え
方
と
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
と
実

感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
文
章
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
の

考
え
を
知
り
、
自
分
の
考
え
を
深
め
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
も

あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、「
文
章
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
他
者
の
考

え
方
だ
け
を
読
む
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
実
は
自
分
の
考
え
方
を
一
緒
に
読
む

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
と
思
う
。

　「
自
分
で
」
読
ん
だ
り
考
え
た
り
し
た
内
容
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
が
、
実
は

ど
こ
か
で
拾
っ
て
き
た
り
知
ら
な
い
間
に
す
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
「
他
者
の
」

意
見
や
価
値
観
の
再
現
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
間
々
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、「
他
者
の
」
意
見
や
価
値
観
で
あ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
自
分
を
抑

圧
し
征
服
す
る
負
の
存
在
だ
と
は
限
ら
な
い
。
自
ら
も
同
様
に
か
く
あ
り
た
い

と
願
っ
て
い
る
理
想
や
良
き
規
範
の
表
れ
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、
一
概
に
否
定

す
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り
、「
自
分
で
」
言
葉
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
他
者
の
」
意
見
や
価
値
観
は
、
本
当
に
「
自
分
の
」
も
の
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
無
意
識
の
内
の
、
知
ら
な
い
間
に
身
に
つ
い
た
価
値
観
が
、

普
段
な
か
な
か
言
葉
に
な
り
に
く
い
も
の
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
な
お

さ
ら
「
自
分
で
」
言
葉
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
国
語
の
授
業
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
過
程
を
意
識
的
に
経
験
す
る
こ
と

で
あ
る
。「
読
む
」
こ
と
に
即
し
て
言
え
ば
、
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
「
自
分
が
」

ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
を
「
自
分
で
」
言
葉
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
評
価
」

や
「
批
評
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
読
み
の
構
え
の
獲
得
」
や
「
読

み
の
方
法
の
習
得
」
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
扱
う
題
材
が
現
代
文
で

あ
れ
古
典
で
あ
れ
、
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

３
　
高
等
学
校
の
古
典
学
習
　『
伊
勢
物
語
』
の
授
業
か
ら

　『
伊
勢
物
語
』
は
恋
愛
譚
で
あ
る
か
ら
高
校
生
に
も
読
み
や
す
い
、
と
い
う
の

は
半
分
は
嘘
（
ま
た
は
教
師
の
思
い
こ
み
）
で
あ
る
。
例
え
ば
四
段
「
月
や
あ

ら
ぬ
」
や
六
段
「
芥
川
」
に
描
か
れ
て
い
る
強
烈
な
「
男
」
像
は
、
時
代
も
社

会
状
況
も
全
く
異
な
る
現
代
の
高
校
生
に
と
っ
て
は
、「
こ
ん
な
奴
い
ね
ー
よ
」

で
あ
っ
さ
り
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
特
に
国
語
の
嫌
い
な
生
徒
に

と
っ
て
は
、
好
き
か
嫌
い
か
と
い
う
感
覚
の
問
題
に
矮
小
化
さ
れ
か
ね
な
い
。

　
し
か
し
、
五
段
「
関
守
」
で
は
、「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
東
の
五
条
わ
た
り
に

い
と
忍
び
て
行
き
け
り
。
密
な
る
所
な
れ
ば
…
」
と
い
う
同
じ
状
況
が
、「『
人

知
れ
ぬ
わ
が
通
ひ
路
の
関
守
は
宵
々
ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な
む
』
と
詠
め
り
け

れ
ば
、
い
と
い
た
う
心
病
み
け
り
。
あ
る
じ
許
し
て
け
り
。」
と
全
く
異
な
っ
た

結
末
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
提
示
し
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か

と
い
う
問
題
と
し
て
差
し
出
す
と
、
そ
れ
は
好
悪
や
感
覚
で
は
な
く
、
共
通
点

と
相
違
点
を
確
認
し
た
上
で
の
思
考
の
対
象
と
な
る
。

　
定
番
教
材
の
九
段
「
東
下
り
」
も
、
都
と
鄙
と
の
対
比
の
視
点
や
道
行
文
的

要
素
な
ど
は
、
教
員
に
と
っ
て
は
前
提
の
知
識
や
概
念
が
あ
る
か
ら
納
得
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
高
校
１
年
生
に
と
っ
て
、
そ
の
解
説
を
聞
く
こ
と
は
ど
れ
だ

け
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
、「
東
下
り
」
の
続
き
に
あ

る
十
段
「
人
の
国
に
て
も
、
な
ほ
か
か
る
こ
と
な
む
や
ま
ざ
り
け
る
。」、
と
い

う
叙
述
の
意
図
や
、
十
二
段
「
女
を
ば
草
む
ら
の
中
に
置
き
て
、
逃
げ
に
け
り
」

と
い
う
「
男
」
像
の
差
異
、
十
四
段
「
そ
こ
な
る
女
、
京
の
人
は
め
づ
ら
か
に

や
お
ぼ
え
け
む
、
せ
ち
に
思
へ
る
心
な
む
あ
り
け
る
。
さ
て
、
か
の
女
、『
な
か
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な
か
に
恋
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り
』
歌
さ
へ

ぞ
ひ
な
び
た
り
け
る
。
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
む
、
行
き
て
寝
に
け
り
。」

と
い
う
叙
述
の
視
点
を
考
え
る
方
が
、
文
章
を
読
ん
で
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
年
度
高
校
１
年
生
の
授
業
で
、
十
四
段
ま
で
学
習
し
た
後
に
、『
な
か
な
か

０８
に
恋
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り
』
の
類
歌
を
、

巻
　
　
　
な
か
な
か
に 
人
と
あ
ら
ず
は

１２
３０８６

　
　
　
　
桑
子
に
ぞ
　
な
ら
ま
し
も
の
を
　
玉
の
緒
ば
か
り

巻
　
　
　
な
か
な
か
に
　
君
に
恋
ひ
ず
は

１１
２７４３

　
　
　
　
比
良
の
浦
の 
海
人
な
ら
ま
し
を
　
玉
藻
刈
り
つ
つ

な
ど
、『
万
葉
集
』『
古
今
集
』
か
ら
十
五
首
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
併
せ
読
ん
だ
。

以
下
は
そ
の
時
間
の
生
徒
の
感
想
で
あ
る
。

○
生
徒
感
想
１：

授
業
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
伊
勢
物
語
』
の
収
斂
と

拡
散
と
を
説
明
す
る
仮
説
を
立
て
た
。
今
と
違
っ
て
、『
伊
勢
物
語
』
の
時
代

で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
ク
リ
（
？
）」
が
Ｏ
Ｋ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
現
代
で
は
世

間
か
ら
非
難
を
浴
び
る
も
の
だ
が
、
昔
は
多
く
の
人
々
が
「
型
」
を
使
っ
て

歌
を
詠
ん
で
い
た
。
そ
こ
に
は
、
皆
で
よ
い
歌
を
作
っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
意

識
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
同
じ
「
型
」
を
使
う
こ
と
で
、
ど
こ
ま

で
自
分
の
「
個
性
」
を
出
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
型
」
の
中
で
「
個
性
」
を
表
す
と
い
う
、

「
類
型
性
･
集
団
性
か
ら
多
方
向
に
発
展
し
て
い
っ
た
個
性
･
独
創
性
」
が
そ

こ
に
は
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
僕
の
個
人
的
な
意
見
で
あ
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
は
、
男
の

多
様
な
行
動
か
ら
、
一
般
的
な
男
の
あ
り
方
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

か
、
と
思
う
。
つ
ま
り
、
一
見
別
人
の
よ
う
な
行
動
を
見
せ
る
「
男
」
を
描

い
て
ゆ
く
こ
と
で
、
そ
の
根
底
に
あ
る
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
、
す
な
わ
ち
「
一

般
的
な
男
の
あ
り
方
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

作
者
は
、『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
「
歌
―
物
語
」
を
通
じ
て
、「
男
と
は
こ
の

よ
う
な
も
の
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
、
結
局
は
古
文
も
現
代
文
も
同
じ
な

ん
だ
な
と
思
っ
た
。
作
者
が
投
げ
か
け
る
テ
ー
マ
は
、
僕
た
ち
が
同
じ
人
間

で
あ
る
限
り
、
時
代
を
超
え
て
も
共
通
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　
八
三
段
「
小
野
雪
」
も
教
科
書
掲
載
が
多
い
定
番
教
材
で
あ
る
が
、
八
五
段

「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
と
読
み
比
べ
た
時
間
の
生
徒
の
感
想
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
生
徒
感
想
２：

今
日
は
『
伊
勢
物
語
』
の
　
段
と
　
段
を
読
ん
で
、
そ
の
関

８３

８５

係
を
学
び
ま
し
た
。（
中
略
）

　
こ
の
「
雪
」
は
、
共
通
点
で
も
あ
り
、　
段
、　
段
の
大
き
く
違
っ
た
点

８３

８５

で
も
あ
り
ま
す
。　
段
の
雪
は
二
人
を
遠
ざ
け
、　
段
の
雪
は
二
人
を
つ
な

８３

８５

ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
の
せ
い
で
、　
段
は
悲
し
い
話
、　
段
は

８３

８５

心
温
ま
る
話
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
雪
が
、
こ
の
よ
う
な
正
反
対
の

働
き
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
初
め
は
全
く
気
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
物

語
の
印
象
を
こ
ん
な
に
も
変
え
て
い
ま
す
。
物
語
が
収
斂
し
て
拡
散
し
て
ゆ

く
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
改
め
て
分
か
り
ま
し
た
。

　
同
じ
状
況
で
あ
る
の
に
、「
雪
」
に
読
み
込
む
心
情
が
正
反
対
の
も
の
で
あ

る
の
な
ら
、
も
し
か
し
た
ら
「
雪
」
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
も
の
な
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
作
者
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
親
王
と
男
と
の
心
の
交
流

で
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
表
現
は
「
雪
」
に
隔
て
ら
れ
た
（
－
）
悲
し
さ

（
－
）
で
も
、「
雪
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
（
＋
）
喜
び
（
＋
）
で
も
、
あ
る

―　　―１０４



い
は
「
雪
」
が
な
け
れ
ば
他
の
も
の
で
表
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
物
語
が
作
り
出
さ
れ
る
仕
組
み
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思

い
ま
し
た
。

４
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
中
・
高
等
学
校
の
「
国
語
の
授
業
」
は
、
決
し
て
「
国
文
学
入
門
」
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
の
授
業
は
、『
平
家
物
語
』
諸
本
の
系
統
論
や
『
伊
勢
物
語
』
の
成

立
論
に
深
入
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
テ
キ
ス
ト
の
表
現
を
具
体

的
に
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
生
徒
一
人
一
人
が
自
分
の
読
み
を
確
定
し
て
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
こ
の
よ
う
に
読
む
＝
テ
キ
ス
ト
を
評
価
し
批
評
す
る

の
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考
の
過
程
を
経
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
を
自
覚
、

意
識
化
す
る
こ
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
思
考
す
る
こ
と
が
目
標
の
国
語
科
の
授

業
と
し
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
知
識
と
技
能
、
さ
も
な
く
ば
情
緒
と
風
情
と

い
う
古
典
で
は
、
古
典
不
要
論
に
対
抗
で
き
な
い
。
古
典
の
授
業
の
実
際
と
は
、

ど
の
よ
う
な
問
題
を
差
し
出
す
の
か
、
ど
の
よ
う
に
教
材
を
仕
組
む
の
か
と
い

う
、
手
つ
き
の
多
様
さ
と
柔
軟
さ
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
だ
と
思
う
。

　
ご
意
見
、
ご
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
紙
幅
が
尽
き
た
の
で
、
研
究
協
議
の
場
で
取
り
上
げ
た
高
校
２
年
生
対
象

『
枕
草
子
』
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
割
愛
し
ま
し
た
。
広
島
大
学
附
属
福
山

中
・
高
等
学
校
「
中
等
教
育
研
究
紀
要
」
第
　
巻
（
二
〇
一
〇
年
３
月
発
行
）

５０

に
ま
と
め
ま
す
。
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