
脚
本
に
お
け
る
「
概
念
」

と

「
性
格
」

ー
九
代
目
団
十
郎
・
学
海
・
適
遙
ー

神

山

彰

　
九
代
目
市
川
団
十
郎
は
、
今
日
、
一
方
で
は
「
劇
聖
」
扱
い
さ

れ
て
崇
敬
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
悪
名
高
い
「
改
良
演

劇
」
の
実
行
者
と
し
て
、
そ
の
高
尚
趣
味
や
ら
史
実
尊
重
癖
や
ら

が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　
確
か
に
、
九
代
目
団
十
郎
は
、
個
人
的
に
は
上
昇
志
向
の
強
い

一
種
の
ス
ノ
ッ
ブ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
「
改
良
」
に

ま
つ
わ
る
諸
現
象
の
す
べ
て
を
、
そ
う
い
う
彼
の
性
癖
や
当
時
の

貴
顕
や
関
係
者
の
「
欧
化
熱
」
に
帰
し
て
、
時
代
の
産
ん
だ
一
時

の
幼
稚
な
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
と
簡
単
に
批
判
し
て
済
ま
せ
て
し
ま

う
の
は
、
些
か
勿
体
な
い
ぼ
か
り
で
な
く
、
そ
の
際
に
生
じ
た
様

々
な
問
題
を
そ
の
ま
ま
隠
蔽
し
て
、
見
過
ご
し
て
し
ま
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
あ
の
時
期
の
「
改
良
」
が
今
日
の
通
念
か
ら
見
て
ど

れ
ほ
ど
滑
稽
で
あ
り
、
不
可
解
で
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
も
実
は
そ

こ
か
ら
そ
れ
程
遠
い
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
時
間
的
に
そ
う
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
あ
の
決
定
的
な

転
換
期
に
提
出
さ
れ
た
諸
問
題
は
、
今
日
に
ま
で
至
る
日
本
の
近

代
以
降
の
演
劇
の
性
質
を
規
定
し
、
且
つ
混
乱
さ
せ
続
け
て
い
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
小
論
で
は
、
九
代
目
団
十
郎
（
以
下
九
代
目
と
略
記
）
・
依

田
学
海
・
坪
内
遣
遙
の
三
者
の
接
点
と
差
異
と
を
捕
え
る
こ
と

で
、
そ
の
混
乱
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
。

1

　
我
々
は
九
代
目
の
名
を
聞
く
と
、
面
長
で
立
派
な
風
貌
の
晩
年

の
写
真
を
想
起
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
当
然
な
が
ら
、

天
保
九
年
に
生
れ
て
髭
を
結
っ
て
育
っ
た
江
戸
時
代
の
人
間
で
あ

り
、
梨
園
と
い
う
限
定
さ
れ
た
世
界
の
後
継
者
だ
っ
た
。
そ
う
い

う
当
時
の
文
脈
や
環
境
に
即
し
て
見
る
と
き
、
九
代
目
の
歌
舞
伎
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に
対
す
る
発
想
や
着
眼
点
は
相
当
に
異
様
で
あ
り
、
彼
自
身
、
極

め
て
特
異
な
感
受
性
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

　
榎
本
破
笠
（
虎
彦
）
の
聞
き
書
き
で
あ
る
芸
談
『
桜
痴
居
士
と

団
十
郎
』
の
な
か
で
、
九
代
目
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
い
た
つ

　
し
ぽ
い

　
演
劇
を
改
良
し
て
見
や
う
と
思
立
た
の
は
私
が
十
三
の
頃
で

し
た
が
、
其
念
の
起
っ
た
の
は
土
佐
風
の
絵
を
習
ッ
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い

絵
巻
物
を
見
た
り
、
ま
た
自
分
で
も
画
て
見
た
り
し
た
所
か

　
　
ど
う
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
つ

ら
、
切
望
か
う
云
う
形
に
衣
裳
で
も
何
で
も
持
へ
て
演
て
見
た

　
　
い
　
ま
　
　
　
し
ば
い

い
、
当
時
の
演
劇
で
仕
て
居
る
の
は
皆
嘘
だ
と
、
急
う
考
へ
は

起
し
た
も
の
の
、
此
時
代
で
は
連
も
行
は
れ
無
い
、
私
の
親
父

　
ほ
ん
も
の
　
　
　
　
　
つ
け

が
真
物
の
鎧
を
着
て
舞
台
へ
出
て
さ
へ
、
幕
府
の
御
答
を
蒙
っ

　
　
　
　
　
な
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

て
江
戸
捲
へ
と
成
た
く
ら
ひ
だ
か
ら
、
実
地
に
行
れ
や
う
筈
が

　
　
　
　
（
1
）

あ
り
ま
せ
ん

　
破
笠
の
同
書
に
よ
れ
ぽ
、
「
団
洲
の
自
か
ら
尊
大
に
し
て
人
を

眼
下
に
見
下
し
た
気
象
は
一
は
実
家
の
遺
伝
一
は
養
父
（
河
原
崎

権
之
助
－
引
用
者
）
の
育
て
振
に
原
因
し
た
」
と
い
う
。
故
実
を

重
ん
じ
る
の
や
一
種
の
高
尚
癖
と
は
、
「
私
の
親
父
」
（
実
父
）
で
・
－
、

あ
る
七
代
目
団
十
郎
の
影
響
が
大
き
い
。
七
代
目
も
、
能
か
ら
題

材
を
と
っ
た
松
羽
目
物
を
演
ず
る
の
に
当
時
は
身
分
違
い
で
あ
る

能
楽
師
に
学
ぽ
う
と
し
た
り
、
「
歌
舞
伎
十
八
番
」
を
制
定
し
た

り
す
る
な
ど
、
独
特
の
上
昇
志
向
と
権
威
主
義
的
尊
大
さ
を
持
っ

て
い
た
。
「
侶
傲
は
市
川
家
の
遺
伝
性
な
の
で
あ
る
」
と
破
笠
は

書
い
て
い
る
。

　
九
代
目
は
実
際
に
、
あ
る
時
期
に
は
多
数
の
実
物
の
武
具
を
買

い
込
ん
だ
り
し
て
、
周
囲
か
ら
「
気
が
変
だ
」
と
い
わ
れ
、
六
二

連
が
そ
の
活
歴
物
へ
の
傾
斜
を
「
病
気
」
と
酷
評
し
た
ほ
ど
、
正

に
病
膏
盲
に
入
る
状
態
だ
っ
た
。
し
か
し
、
九
代
目
が
、
そ
れ
ほ

ど
迄
に
思
い
つ
め
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
何
だ
っ
た
の

か
。
，

　
別
の
場
所
で
、
九
代
目
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

舞
台
に
登
り
ま
し
た
以
上
は
己
を
忘
れ
、
舞
台
を
忘
れ
、
其
の

役
、
其
の
者
に
な
り
切
っ
て
了
は
ね
ば
何
う
し
て
も
、
本
当
の

事
は
出
来
ま
せ
ん
…
…
其
れ
に
は
表
面
ぽ
か
り
で
な
く
て
腹
と

い
ふ
も
の
が
大
事
で
す
、
何
う
し
て
も
本
当
の
感
じ
と
い
ふ
も

の
は
心
か
ら
心
に
伝
は
る
も
の
で
無
け
れ
ぽ
行
か
な
い
の
で
…

…
そ
れ
だ
か
ら
私
が
、
形
は
写
す
事
も
或
る
場
合
に
於
て
は
無

論
大
切
で
あ
る
が
、
其
れ
よ
り
は
心
を
写
す
や
う
に
心
掛
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
、
心
を
写
す
と
は
即
ち
腹
に
あ
る
…
…

　
伊
原
敏
郎
は
、
こ
れ
を
ひ
い
て
「
彼
れ
は
『
写
実
』
と
い
う
よ

り
『
写
意
』
も
し
く
は
『
写
神
』
主
義
を
執
っ
て
居
る
」
と
書
い
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て
い
る
。

　
九
代
目
の
い
う
「
腹
」
と
か
「
心
」
と
か
は
、
今
日
で
は
誰
で

も
が
語
る
「
芸
談
」
の
常
套
句
で
あ
り
、
悪
い
意
味
で
の
心
理
主

義
的
表
現
と
し
て
平
凡
な
発
想
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の

文
脈
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
予
は
何

事
に
よ
ら
ず
人
に
似
せ
る
事
を
潔
と
せ
ず
」
と
い
う
新
し
物
好
き

の
九
代
目
が
、
何
も
改
め
て
愚
か
れ
た
よ
う
に
「
腹
」
だ
の
「
心
」

だ
の
と
熱
中
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
か
ら
、
多
く
の
芸
談
に
あ
る
よ
う
に
、

俳
優
は
「
迫
真
」
の
演
技
を
め
ざ
し
て
、
独
特
の
工
夫
を
凝
ら
し

て
き
た
。
今
日
の
眼
か
ら
は
誇
張
す
る
た
め
と
見
え
る
化
粧
法
で

す
ら
、
当
時
の
芸
の
文
脈
の
な
か
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
す
た
め

に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
観
客
も
ま
た
、
そ
こ
に
こ
そ
演
劇

の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
役
は
そ
の

「
概
念
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
源
義
経
や
平
知
盛

が
ど
ん
な
言
葉
を
話
し
、
扮
装
を
し
て
い
た
か
は
問
題
で
は
な

い
。
俳
優
と
観
客
と
の
共
通
の
想
像
力
の
な
か
に
こ
そ
存
在
す

る
、
義
経
ら
し
さ
、
知
盛
ら
し
さ
と
い
う
概
念
に
近
づ
く
こ
と

が
、
役
を
演
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
演
劇
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
す
こ

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
時
代
物
と
世
話
物
で
は
そ
の
程
度

は
違
い
、
時
代
の
推
移
に
よ
る
変
遷
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
そ
う

で
あ
る
こ
と
は
違
い
は
な
い
。
明
治
期
以
降
で
も
、
「
七
五
調
」

の
黙
阿
弥
の
セ
リ
フ
が
演
劇
の
「
迫
真
性
」
を
保
障
す
る
文
体
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
九
代
目
は
そ
う
い
う
根
底
的
な
前
提
を
転
覆
し
た
発

想
を
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
文
脈
で
の
演
劇
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ま
　
　
　
し
ば
い

異
和
を
覚
え
、
そ
し
て
「
当
時
の
演
劇
で
仕
て
居
る
の
は
皆
嘘
」

に
思
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
十
三
の
頃
」
か
ら
そ
う
だ
っ
た

か
は
と
も
か
く
、
九
代
目
が
明
治
政
府
の
改
良
政
策
以
前
か
ら
そ

う
い
う
「
志
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
年
譜
か
ら
も
裏
付
け
ら

れ
る
。
彼
は
、
当
時
の
演
劇
の
世
界
で
、
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た

（
な
る
べ
き
で
な
か
っ
た
）
問
題
に
取
り
愚
か
れ
て
し
ま
っ
た
人

間
な
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
天
保
期
の
名
優
・
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
は
、
『
義
経

千
本
桜
』
の
知
盛
を
演
じ
た
時
、
必
死
の
形
相
を
表
現
す
る
の

に
、
眼
球
に
ま
で
紅
を
さ
し
て
評
判
を
と
っ
た
と
い
う
。
歌
舞
伎

の
「
迫
真
性
」
へ
の
努
力
と
は
そ
う
い
う
工
夫
を
さ
し
て
い
た
。

し
か
し
、
九
代
目
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
く
逆
の
方
向
を

考
え
た
。
彼
は
逆
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
す
た
め
に
は
、
化
粧
を

殆
ん
ど
、
せ
ず
、
素
顔
に
近
い
ま
ま
で
舞
台
に
出
る
方
向
に
走
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
を
、
我
々
は
残
さ
れ
た
写
真
集
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
最
晩
年
の
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
が
『
山
中
平
九

郎
』
を
演
じ
た
と
き
、
九
代
目
は
そ
れ
を
評
し
て
「
山
中
平
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
し

な
ん
か
只
役
老
が
隈
取
に
懲
る
と
い
ふ
だ
け
の
談
で
何
う
だ
っ
て
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可
い
ぢ
ゃ
な
い
か
芝
居
に
す
る
な
ら
其
れ
よ
り
天
下
の
為
め
と
か

　
　
　
　
　
　
　
も
ち
つ

朝
廷
の
事
と
か
、
今
些
と
大
き
い
事
を
す
る
が
可
い
L
と
語
っ
た

　
　
（
3
）

と
い
う
。

　
九
代
目
は
、
歌
舞
伎
の
大
き
な
魅
力
で
あ
る
視
覚
的
要
素
を
著

し
く
減
少
さ
せ
、
聴
覚
に
訴
え
る
方
向
を
と
っ
た
。

　
九
代
目
は
活
殺
自
在
の
セ
リ
フ
が
得
意
で
、
舞
台
で
長
広
舌
を

ふ
る
う
の
を
好
ん
だ
。
開
化
期
に
流
行
し
た
「
演
説
」
と
い
う
言

葉
を
好
み
、
セ
リ
フ
で
も
「
演
説
な
さ
ん
」
と
い
う
前
置
き
を
い

っ
て
か
ら
長
ゼ
リ
フ
に
か
か
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
迄
至
っ
た
。
も

っ
と
も
、
『
重
盛
諌
言
』
の
時
な
ど
は
、
さ
す
が
の
九
代
目
も
そ

の
長
ゼ
リ
フ
が
相
当
に
苦
し
か
っ
た
と
見
え
て
、
の
ち
に
「
台
詞

も
非
常
に
長
く
随
分
息
の
つ
け
ぬ
役
な
り
し
が
、
看
客
の
方
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
一
向
に
聞
い
て
呉
れ
ざ
り
き
」
と
い
う
始
末
だ
っ
た
。

　
秋
庭
太
郎
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
竹
中
問
答
」
に
し
ろ
「
重
盛
諌
言
」
に
し
ろ
筋
を
見
せ
る
芝

居
で
は
な
く
て
、
主
演
俳
優
の
扮
す
る
歴
史
上
の
人
物
の
精
神

な
り
心
境
な
り
を
問
答
や
独
自
の
長
い
弁
舌
を
以
て
説
明
す
る

と
い
っ
た
、
お
よ
そ
歌
舞
伎
的
要
素
に
乏
し
い
芝
居
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
即
ち
観
る
芝
居
と
い
ふ
よ
り
聴
く
芝
居
と
い
っ
た

趣
き
の
も
の
で
、
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
か
う
し
た
傾
向
の
も

　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
が
多
く
な
つ
た
。

　
九
代
目
は
、
自
分
の
得
意
と
し
た
長
広
舌
を
ふ
る
う
た
め
に

は
、
従
来
の
歌
舞
伎
の
セ
リ
フ
の
改
変
を
も
要
求
し
た
。
九
代
目

は
こ
う
言
っ
た
と
い
う
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

次
に
台
詞
に
就
て
も
其
は
非
常
に
苦
心
を
仕
ま
し
た
、
先
づ
台

　
　
　
　
は
な
し

詞
で
無
く
談
話
の
や
う
に
云
は
う
と
思
っ
た
の
が
私
の
初
一
念

　
　
　
　
　
　
　
い
ろ
い
ろ

で
あ
っ
た
か
ら
、
種
々
に
研
究
し
て
漸
と
旧
習
を
革
め
た
が
、

　
　
　
み
ん
な

是
と
て
も
衆
が
苦
し
が
ッ
て
居
た
。
福
地
先
生
の
脚
本
が
演
り

憎
い
と
云
ふ
の
も
、
台
詞
が
五
七
五
七
の
昔
の
口
調
で
規
則
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
出
来
て
無
い
か
ら
で
す
、
併
し
私
は
一
向
平
気
だ
、
…
…

　
こ
の
芸
談
の
聞
き
書
き
の
時
点
で
は
、
福
地
桜
痴
が
話
題
に
上

っ
て
い
る
が
、
九
代
目
が
こ
の
発
想
に
愚
か
れ
た
当
時
は
、
現
実

に
、
そ
う
い
う
九
代
目
の
要
望
に
応
じ
て
脚
本
を
書
け
る
の
は

「
青
表
紙
を
規
い
た
事
も
な
い
」
河
竹
黙
阿
弥
（
当
時
は
新
七
だ

が
以
下
も
黙
阿
弥
に
統
一
）
し
か
い
な
か
っ
た
。

　
黙
阿
弥
が
た
だ
で
さ
え
気
の
進
ま
な
い
時
代
物
の
世
界
を
、
故

実
に
つ
い
て
の
好
き
勝
手
な
注
文
を
付
け
ら
れ
な
が
ら
苦
労
し

て
、
の
ち
に
「
活
歴
」
と
名
付
け
ら
れ
た
作
品
を
書
き
あ
げ
た
挿
話

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
挙
句
に
、
黙
阿
弥
は
自
家

薬
籠
中
の
も
の
で
あ
る
、
七
五
調
の
セ
リ
フ
の
改
変
ま
で
要
求
さ

れ
て
は
、
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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も
ち
ろ
ん
、
浄
瑠
璃
の
影
響
を
受
け
る
以
前
の
歌
舞
伎
の
セ
リ

フ
は
七
五
調
で
は
な
く
、
四
世
鶴
屋
南
北
に
至
っ
て
も
七
五
調
は

部
分
的
で
あ
る
が
、
黙
阿
弥
の
作
品
で
は
七
五
調
が
そ
の
セ
リ
フ

の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
セ
リ
フ
の
七
五
調
ま
で
封
じ
手
に

さ
れ
て
は
、
黙
阿
弥
は
途
方
に
暮
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も

彼
は
、
狂
言
作
老
と
し
て
の
習
性
か
ら
、
俳
優
と
時
代
の
要
求
に

従
っ
て
書
き
続
け
た
。
た
だ
し
、
さ
す
が
に
時
代
物
（
活
歴
物
）

で
は
多
少
「
改
良
」
さ
れ
た
も
の
の
、
七
五
調
か
ら
離
脱
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
基
調
と
す
る
ほ

か
に
、
彼
に
と
っ
て
の
脚
本
の
文
体
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
観
客
は
、
九
代
目
が
拒
否
し
た
「
五
七
五
七
」
を
基
調

と
し
た
黙
阿
弥
の
セ
リ
フ
や
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
自
然
と
感
じ
て
い

た
。
そ
こ
に
は
、
日
常
の
言
葉
と
は
別
個
の
、
演
劇
特
有
の
文
脈

の
な
か
で
の
セ
リ
フ
の
快
楽
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
を

自
然
に
受
け
入
れ
陶
酔
す
る
観
客
の
意
識
は
、
健
全
な
感
覚
を
備

え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
九
代
目
は
そ
こ
に
異
和
を
感
じ
、
「
皆
嘘
」
だ
と
思
っ

て
し
ま
っ
た
人
間
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
や
は
り
、
異
様
な
飛

躍
が
あ
る
。
九
代
目
は
当
時
、
誰
も
疑
う
こ
と
の
な
か
っ
た
恰
も

先
験
的
な
前
提
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
歌
舞
伎
の
概
念

の
自
明
性
を
疑
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
一
度
疑
っ
て
し
ま
っ

た
以
上
、
そ
れ
は
後
戻
り
で
き
な
い
性
質
の
も
の
だ
っ
た
の
に
ち

が
い
な
い
。

　
九
代
目
は
人
間
的
に
は
鼻
持
ち
な
ら
な
い
ス
ノ
ッ
ブ
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
が
、
当
時
の
歌
舞
伎
俳
優
の
な
か
で
、
こ
こ
ま
で
異
様
な

感
受
性
を
も
ち
、
「
気
が
変
」
だ
と
い
わ
れ
「
病
気
」
だ
と
罵
し
ら

れ
る
ほ
ど
に
、
ひ
と
つ
の
観
念
に
愚
か
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
は
、

彼
以
外
に
は
い
な
か
っ
た
。

　
九
代
目
は
七
五
調
の
「
改
良
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
奇
怪
な

発
想
に
辿
り
つ
い
た
。
そ
れ
は
「
成
た
け
台
詞
を
云
は
な
い
」
と

い
う
演
技
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

今
の
俳
優
で
自
分
の
言
て
る
台
詞
の
意
味
を
知
て
居
る
者
は
幾

　
　
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
へ

人
も
無
ら
う
、
夫
だ
か
ら
巧
く
云
や
う
筈
が
な
い
、
私
は
書
抜

で
見
て
解
ら
無
い
事
が
あ
れ
ば
、
福
地
先
生
に
聞
て
見
る
、
夫

だ
か
ら
台
詞
を
忘
れ
て
居
て
も
絶
句
す
る
事
が
無
い
、
夫
に
私

は
舞
台
へ
出
る
と
成
た
け
台
詞
を
云
は
な
い
や
う
に
と
思
っ
て

　
　
　
　
　
や
く
し
や
　
　
　
　
　
　
　
し
や
べ

居
る
、
他
の
俳
優
は
成
た
け
喋
舌
ら
う
と
思
っ
て
居
る
、
夫
が

私
と
違
う
所
だ
。
ど
う
し
て
も
台
詞
を
多
く
言
へ
ば
、
腹
で
悲

し
い
と
か
、
恨
め
し
い
と
か
思
っ
て
居
る
情
が
詞
に
成
て
出
る

か
ら
観
客
を
感
動
さ
せ
る
事
が
薄
い
。
前
に
も
お
咄
し
仕
た
通

り
、
喜
怒
哀
楽
の
情
を
起
さ
せ
る
も
の
は
眼
と
顔
だ
か
ら
…
…

台
詞
の
多
い
の
は
必
ら
ず
人
を
感
動
さ
せ
る
事
が
薄
い
道
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

だ
、
併
し
私
は
喋
舌
る
べ
き
時
に
は
思
ふ
さ
ま
云
ふ
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歌
舞
伎
の
役
を
演
ず
る
と
は
、
そ
の
概
念
を
現
前
化
さ
せ
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
読
解
し
解
釈
し
て
、
観
客
を
納
得
さ

せ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
「
意
味
」
を
綿
密
に
考
え

れ
ぽ
、
逆
に
歌
舞
伎
の
役
を
演
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
御
所

桜
堀
河
夜
討
』
（
弁
慶
上
使
）
の
弁
慶
を
演
ず
る
に
際
し
、
九
代

目
は
ど
う
し
て
も
こ
の
役
の
性
根
が
わ
か
ら
な
い
と
考
え
込
ん

だ
。
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
名
優
で
、
そ
の
立
派
な
容

姿
と
量
感
と
で
舞
台
に
根
の
生
え
た
よ
う
だ
と
評
さ
れ
た
四
代
目

中
村
芝
翫
に
九
代
目
が
そ
れ
を
質
問
す
る
と
、
芝
翫
は
「
な
に
、

前
の
方
は
継
ぎ
足
を
し
て
、
後
の
方
は
継
ぎ
足
を
外
し
て
や
り
ゃ

い
い
ん
だ
」
と
答
え
た
と
い
う
逸
話
は
そ
の
間
の
事
情
を
よ
く
示

し
て
い
る
。
ま
た
、
『
楼
門
五
三
桐
』
の
石
川
五
右
衛
門
で
も
、

九
代
目
は
浅
葱
幕
が
落
ち
て
「
絶
景
か
な
」
の
名
セ
リ
フ
に
か
か

る
ま
で
に
、
時
間
を
置
い
た
。
あ
る
人
が
そ
れ
を
尋
ね
る
と
、
九

代
目
は
「
絶
景
」
を
眺
め
て
か
ら
で
な
く
て
は
そ
の
セ
リ
フ
は
云

え
な
い
と
答
え
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
芝
翫
は
苦
笑
し
て
「
俺
は
幕

の
な
か
で
景
色
を
見
て
る
ん
だ
」
と
い
っ
た
と
い
う
。

　
九
代
目
の
言
う
よ
う
に
セ
リ
フ
の
「
意
味
」
を
第
一
義
に
考
え

れ
ぽ
、
市
川
家
の
お
家
芸
で
あ
る
荒
事
の
つ
ら
ね
も
、
黙
阿
弥
の

厄
払
い
も
「
意
味
」
そ
の
も
の
は
一
、
二
行
で
完
了
し
て
し
ま
う

し
、
そ
の
セ
リ
フ
を
云
う
こ
と
自
体
が
で
き
な
い
。
院
本
の
時
代

物
の
複
雑
な
人
物
関
係
や
入
り
組
ん
だ
筋
立
て
を
、
完
全
に
理
解

し
た
う
え
で
演
じ
た
俳
優
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
自
分
の
言
て
る
台
詞
の
意
味
を
知
」
ら
な
い
歴
代
の
名
優
た
．
ち

は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
と
い
う
よ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
観
客

の
眼
前
に
限
り
な
い
快
楽
を
呈
示
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
逆
に
、
「
台
詞
の
意
味
を
知
て
居
る
」
筈
の
九
代
目
の
方
が
、

坪
内
迫
遙
に
よ
る
と
「
自
分
の
好
み
と
鑑
識
で
以
て
、
脚
本
の
作

意
を
お
の
が
仕
勝
手
に
作
り
替
へ
た
」
し
、
「
自
分
一
個
の
仕
勝

手
で
、
脚
本
の
其
一
部
分
だ
け
を
修
正
す
る
た
め
、
脚
本
全
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

調
和
を
失
う
と
い
う
幣
が
折
々
生
じ
た
」
の
で
あ
る
。
「
絶
句
す

る
事
が
無
い
」
と
い
う
九
代
目
の
自
慢
も
、
伊
原
敏
郎
に
よ
る

と
、
「
大
体
の
意
味
に
よ
っ
て
時
々
出
た
ら
め
の
事
を
舞
台
に
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ふ
の
は
彼
れ
が
欠
点
の
一
つ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
興
味
深
い
の
は
、
九
代
目
が
「
台
詞

を
云
は
な
い
」
方
が
観
客
を
感
動
き
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。

　
坪
内
迫
遙
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

1
明
治
二
十
何
年
頃
で
あ
っ
た
か
、
私
が
彼
に
向
っ
て
「
無

言
の
思
入
れ
で
深
い
思
想
や
感
情
を
暗
示
す
る
も
面
白
い
が
、

時
に
ま
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
独
白
の
よ
う
に
胸
臆
を
有
り
の
ま
ま

に
語
る
の
も
面
白
い
」
と
い
ふ
意
味
の
事
を
い
ふ
と
、
彼
は
例

の
寡
黙
に
「
成
る
程
く
」
と
ぽ
か
り
言
っ
て
聴
い
て
い
た
が
、

124



　
　
　
　
　
　
せ
り
ふ

最
後
に
「
併
し
白
で
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ら
、
芸
を
す
る
鯨

地
が
な
く
な
り
は
致
し
ま
せ
ん
か
？
」
と
だ
け
言
っ
た
。
彼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

餓
駒
と
含
蓄
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。

　
九
代
目
は
一
方
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
演
説
」
ぽ
り
の
長

ゼ
リ
フ
を
好
み
、
一
方
で
は
「
成
た
け
台
詞
を
云
は
な
い
」
演
技

を
考
え
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
九
代
目
が
ひ
た
す
ら
に
そ
の

価
値
を
信
じ
込
ん
で
い
た
「
腹
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
た
め
だ

っ
た
。

　
し
か
し
、
今
日
か
ら
見
る
と
奇
妙
に
思
え
る
の
は
、
九
代
目
が

相
当
の
犠
牲
を
払
い
、
そ
れ
ほ
ど
の
情
熱
を
も
っ
て
演
じ
よ
う
と

し
た
「
腹
」
の
内
容
が
、
お
よ
そ
単
純
な
忠
孝
や
勧
善
懲
悪
だ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
時
の
政
府
の
演
劇
政
策
に
の

っ
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
保
九
年
生
れ
の
人
間
で
あ
る
九
代

目
が
、
制
度
的
な
道
徳
規
範
を
疑
わ
ず
、
そ
の
枠
内
で
し
か
考
え

な
か
っ
た
の
も
当
然
と
い
え
る
。
更
に
は
、
自
ら
を
政
府
の
い
う

「
教
導
職
」
に
見
立
て
、
一
度
は
自
分
の
肩
書
き
に
「
教
師
」
と

付
け
た
り
し
た
よ
う
な
九
代
目
の
個
人
的
気
質
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
の
原
因
に
、
こ
の
問
題
を
帰
し
て
済
ま
せ
て
し
ま
う

の
は
易
し
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
い
ま
少
し
、
重
要
な
性
質
が

隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
最
も
よ
く
時
代
精
神
を
代
表
し
得
る
名
優
」
と
し
て
の
九
代
目

に
つ
い
て
、
坪
内
遭
遙
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

初
代
小
団
治
が
、
黙
阿
弥
の
作
と
相
倹
っ
て
、
頽
廃
的
江
戸
の

現
実
を
体
現
す
る
に
最
も
適
し
て
い
た
と
同
じ
に
、
団
十
郎

は
、
先
天
的
に
も
、
後
天
的
に
も
、
初
期
の
明
治
を
代
表
す
る

に
適
し
て
い
た
。
社
会
国
家
の
経
営
に
適
し
た
る
ら
し
き
大
き

な
人
物
、
同
じ
く
豪
傑
英
雄
と
い
っ
て
も
、
在
来
の
劇
に
現
れ

る
や
う
な
、
街
羅
的
な
、
誇
張
的
な
、
不
自
然
な
の
で
な
く

て
、
如
何
に
も
自
然
な
、
真
率
な
、
大
や
う
な
、
ー
早
い
話

が
、
三
条
公
と
か
、
西
郷
と
か
、
大
久
保
と
か
い
ふ
、
1
時

の
理
想
的
成
功
者
を
連
想
さ
せ
る
に
足
る
新
し
い
性
格
を
舞
台

上
に
現
し
得
た
の
は
、
明
か
に
団
十
郎
の
特
技
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
、
彼
れ
の
芸
は
、
大
ま
か
と
自
然
と
真
摯
と
を
特
色
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
り
ふ

い
た
。
表
情
も
大
ま
か
、
科
介
も
大
ま
か
、
白
廻
し
も
大
や
う

で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
が
、
其
成
立
の
初
め
に
於
て
は
、

彼
の
ロ
ダ
ン
の
彫
塑
が
在
来
の
x
間
に
立
っ
て
異
彩
を
放
っ
た

が
や
う
に
目
立
っ
て
、
彼
れ
の
芸
を
し
て
偉
大
に
も
高
雅
に
も

見
え
し
め
た
。
団
十
郎
の
肚
芸
と
は
、
其
暗
示
力
の
豊
富
な
の

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
指
し
た
の
で
あ
る
。
（
傍
点
原
文
）

「
肚
芸
」
を
重
視
し
た
九
代
目
の
芸
風
の
特
徴
が
、
「
大
ま
か
」

で
「
大
や
う
」
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。
九
代
目
の
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演
技
に
直
接
触
れ
た
人
々
の
追
憶
談
に
も
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
九

代
目
は
登
場
す
る
だ
け
で
由
良
之
助
に
見
え
、
座
っ
て
い
る
だ
け

で
清
正
に
見
え
る
名
優
だ
っ
た
。
九
代
目
は
、
名
優
揃
い
の
当
時

に
あ
っ
て
も
、
比
類
な
い
存
在
感
や
「
暗
示
力
の
豊
富
さ
」
を
持

っ
て
い
た
。
九
代
目
自
身
は
、
そ
れ
を
自
分
の
「
肚
芸
」
の
結
果

だ
と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
は
、
そ
れ
は
或

る
意
味
で
は
九
代
目
自
身
の
意
図
を
裏
切
っ
て
、
彼
自
身
の
肉
体

そ
の
も
の
が
、
や
は
り
江
戸
期
の
俳
優
の
存
在
感
覚
を
保
持
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
半
生
を
髭
を
付
け
て
育
っ
た

こ
の
名
優
は
神
を
着
け
て
舞
台
へ
出
れ
ば
、
た
と
え
他
の
ど
ん
な

こ
と
を
考
え
て
い
て
も
、
由
良
之
助
に
見
え
る
程
に
、
見
事
に
役

の
「
概
念
」
を
把
握
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
九
代
目

自
身
は
否
定
し
た
「
意
味
を
知
ら
な
い
」
役
作
り
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
実
際
に
は
彼
が
熱
中
し
た
「
肚
芸
」
と
は
関
わ
り
な

く
、
そ
れ
以
前
に
培
わ
れ
た
圧
倒
的
な
存
在
感
そ
の
も
の
が
、
舞

台
で
明
確
に
顕
在
化
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ

そ
、
一
方
で
手
ひ
ど
く
酷
評
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
多
く
の

観
客
に
生
涯
忘
れ
難
い
程
の
感
銘
を
与
え
た
の
に
ち
が
い
な
い
。

役
の
「
概
念
」
を
「
大
ま
か
に
」
把
握
す
る
と
い
う
、
江
戸
期
の

名
優
た
ち
が
「
意
味
を
知
ら
」
ず
に
持
っ
て
い
た
感
受
性
に
よ
っ

て
こ
そ
、
九
代
目
も
そ
の
役
を
生
き
た
の
で
あ
る
。
彼
は
自
分
が

否
定
し
た
筈
の
存
在
感
覚
か
ら
離
脱
し
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
ま

た
そ
れ
は
、
意
識
的
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
も
し
き
れ
る
性
質
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
九
代
目
は
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

仮
令
一
口
に
狂
言
綺
語
と
申
す
も
の
の
、
巾
着
切
や
盗
賊
よ
り

は
、
国
の
為
め
と
か
、
忠
義
の
為
め
と
か
い
ふ
高
尚
な
事
を
遣

っ
て
見
た
い
と
私
は
心
掛
け
ま
し
た
。
尤
も
遣
っ
て
見
ま
す

と
、
巾
着
切
や
盗
賊
の
狂
言
で
評
判
を
得
ま
し
た
よ
り
は
、
国

の
為
め
と
か
、
忠
義
の
為
と
い
ふ
、
御
覧
に
な
り
ま
し
て
も
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
あ
る
方
が
遣
っ
て
居
る
私
も
心
持
が
宜
う
御
座
り
ま
す
。

　
九
代
目
が
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
一
国
の
文
運
を
担
お
う
と
い

う
気
慨
に
濫
れ
た
「
時
代
精
神
」
を
生
き
た
人
間
だ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
だ
が
重
要
な
の
は
、
こ
の
発
言
の
単
純
さ
を
わ
ら
っ
て

済
ま
せ
る
こ
と
で
な
く
、
こ
の
単
純
さ
が
何
気
な
く
隠
蔽
し
て
い

る
も
の
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
九
代
目
が
表
現
し
よ

う
と
し
た
「
肚
」
（
腹
）
の
実
質
は
、
今
日
考
え
ら
れ
る
「
性
格
」

や
「
内
面
」
と
は
異
質
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
肚
」

が
性
格
や
内
面
の
意
味
で
あ
れ
ぽ
、
九
代
目
と
て
も
「
巾
着
切
や

盗
賊
」
の
性
格
を
演
じ
よ
う
と
意
欲
を
燃
や
し
た
で
あ
ろ
う
し
、

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
茶
屋
場
の
お
軽
を
、
遊
女
と
い
う
「
最

も
賎
し
き
」
役
だ
か
ら
拒
否
す
る
と
い
う
事
件
も
起
こ
ら
な
か
っ

126



　
　
　
　
（
1
3
）

た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
九
代
目
の
「
肚
」
が
、
人
間
の
性
格
や
内
面
で
な
い

と
い
う
の
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
だ
っ
た
。
当
時
、
演
劇
1
1
歌

舞
伎
が
、
そ
れ
を
表
現
す
る
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
俳
優
が
役
を
演
ず
る
と
い
う
こ
と
は

人
間
の
性
格
や
内
面
を
表
現
す
る
も
の
だ
と
い
う
「
近
代
的
」
な

発
想
を
、
自
明
な
前
提
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
当
時
、
役
を
演
ず
る
と
は
そ
の
役
の
概
念
を
演
ず

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
観
客
も
ま
た
、
そ
こ
に
こ
そ
演
技
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
充
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
無
論
、
そ
れ
は
九
代
目
や
当
時
の
観
客
に
「
知
識
」
が
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
。

　
生
地
の
名
古
屋
で
早
く
か
ら
英
語
教
育
を
受
け
、
東
京
大
学
に

学
ん
だ
坪
内
適
遙
の
よ
う
な
当
時
最
高
度
の
「
知
識
人
」
の
、
学

生
時
代
の
有
名
な
挿
話
が
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
東
大
で
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
講
義
し
て
い
た
英
国
人
ホ
ー
ト

ン
教
授
に
よ
る
試
験
に
「
王
妃
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
の
性
格
を
論
ぜ

よ
」
と
い
う
問
題
を
提
出
さ
れ
た
適
遙
は
、
そ
の
「
性
格
（
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
）
」
と
い
う
意
味
が
全
く
理
解
で
き
ず
、
道
義
的
・
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

徳
的
に
論
じ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
挿
話
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
演
劇
作
品
の
な
か
に
登
場

人
物
の
「
性
格
」
を
見
出
す
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
。
し
か

も
、
「
性
格
」
を
道
義
・
道
徳
的
に
解
釈
し
た
と
い
う
適
遙
の
発

想
は
、
「
肚
」
の
表
現
を
忠
臣
烈
婦
を
演
ず
る
こ
と
に
直
結
さ

せ
、
遊
女
の
役
を
い
わ
ぽ
「
道
徳
的
」
見
地
か
ら
拒
否
し
た
九
代

目
の
そ
れ
と
共
通
す
る
性
質
が
感
じ
ら
れ
る
。
迫
遙
も
九
代
目
の

舞
台
が
「
唯
一
の
娯
楽
、
唯
一
の
慰
籍
」
だ
っ
た
「
団
十
郎
渇
仰

時
代
」
に
は
、
九
代
目
が
現
前
さ
せ
る
役
の
概
念
の
見
事
さ
に
云

い
難
い
感
銘
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ

の
「
性
格
」
と
い
う
近
代
文
学
の
強
烈
な
魅
力
に
囚
わ
れ
て
し
ま

っ
た
以
上
、
そ
の
誘
惑
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
九
代
目
が

従
来
の
歌
舞
伎
の
表
現
に
異
和
を
感
じ
た
時
点
か
ら
後
戻
り
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
同
様
に
、
迫
遙
も
ま
た
、
そ
の
地
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
7

か
ら
後
退
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
　
ー

な
い
。

　
か
つ
て
そ
の
声
色
を
使
う
ほ
ど
心
酔
し
た
九
代
目
に
つ
い
て
、

適
遙
は
後
年
に
こ
う
書
い
て
い
る
。

…
…
団
十
郎
の
芸
風
は
、
も
は
や
過
去
っ
た
時
代
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。
維
新
当
時
の
好
尚
や
理
想
は
、
今
日
の
理
想
で
な

く
、
好
尚
で
な
い
。
時
代
精
神
が
お
そ
ろ
し
く
推
移
し
た
。
同

じ
く
煩
悶
を
表
す
に
し
て
も
、
団
十
郎
の
は
国
家
的
で
あ
り
、

武
人
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
ま
か
で
、
所
謂
喜
怒
色
に
現
れ
ず

の
英
雄
豪
傑
式
の
表
情
を
主
と
し
、
時
と
し
て
は
殆
ど
無
表
情



と
い
ふ
ほ
ど
に
肚
芸
を
主
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か

ら
の
は
そ
れ
と
は
趣
き
を
異
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
（
略
）
同
じ

く
煩
悶
を
表
す
に
し
て
も
、
今
日
の
人
物
の
を
表
さ
う
と
す
る

に
は
団
十
郎
な
ぞ
の
と
は
全
く
様
式
を
別
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

ぬ
　
　
一
人
の
上
に
し
て
、
其
実
は
人
間
全
体
、
世
界
全
部
の

上
に
関
連
す
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
ー
苦
痛
や
憂
愁
が

具
体
的
に
さ
れ
ね
ぽ
慷
ら
ぬ
と
い
ふ
註
文
が
、
作
者
に
も
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ぽ
見
物
人
の
心
に
も
あ
る
。

　
九
代
目
の
「
英
雄
豪
傑
式
」
の
「
大
ま
か
な
」
演
技
に
は
、
「
苦

痛
や
憂
愁
」
を
「
具
体
的
」
に
表
現
す
る
術
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
繰
り
返
し
て
い
え
ぽ
、
九
代
目
を
樟
尾
と
す
る
江
戸
期
の
存
在

感
覚
を
所
持
し
て
い
た
世
代
の
俳
優
に
と
っ
て
、
迫
遙
が
い
う
文

脈
で
の
「
苦
痛
や
憂
愁
」
と
い
う
人
間
の
内
面
や
性
格
は
、
ま
だ

演
劇
の
主
題
と
は
な
り
得
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
話
を
元
に
戻
せ
ぽ
、
「
時
代
精
神
」
の
子
で
あ
っ
た
九
代
目
の

使
命
感
は
い
よ
い
よ
昂
ま
っ
て
、
明
治
十
一
年
六
月
に
再
築
さ
れ

た
新
富
座
の
開
場
式
に
の
ぞ
み
、
「
演
劇
も
ま
た
果
し
て
無
益
の

戯
れ
に
非
ず
」
と
祝
辞
を
述
べ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
百

十
余
年
前
の
演
劇
史
上
の
事
件
は
、
ま
こ
と
に
忘
れ
難
い
印
象
を

残
す
挿
話
に
充
ち
て
い
る
。
こ
の
席
に
は
当
時
西
洋
一
辺
倒
だ
っ

た
座
主
・
十
二
世
守
田
勘
弥
は
も
と
よ
り
、
主
要
俳
優
が
燕
尾
服

を
着
用
し
て
列
席
し
た
。
河
竹
黙
阿
弥
が
、
生
涯
一
度
だ
け
洋
服

を
着
用
し
た
と
い
う
の
も
こ
の
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
、
六
十

の
坂
を
越
し
て
い
た
黙
阿
弥
が
、
生
涯
を
か
け
た
「
無
益
の
戯

れ
」
の
総
決
算
と
し
て
『
鳥
衙
月
白
浪
』
を
書
き
、
引
退
を
表
明

し
た
の
は
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
時
の
九
代
目
の
祝
辞
を
書
い
た
の
は
、
狂
言
作
者
で
は
な

く
、
幕
外
の
人
間
だ
っ
た
福
地
桜
痴
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
演
劇

を
し
て
「
無
益
の
戯
れ
に
非
ず
」
と
云
わ
し
め
た
い
と
い
う
理
想

は
、
ど
れ
ほ
ど
生
硬
な
使
命
感
に
過
ぎ
た
も
の
と
思
わ
れ
よ
う
と

も
、
や
が
て
趙
遙
か
ら
小
山
内
薫
以
下
の
「
新
劇
運
動
」
に
至
っ

て
も
、
な
お
継
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
当
然
な
が
ら

明
治
十
一
年
の
演
劇
と
は
即
ち
歌
舞
伎
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
新

富
座
の
開
場
に
際
し
て
上
演
さ
れ
た
、
黙
阿
弥
の
『
松
栄
千
代
田

神
徳
』
は
、
幕
内
の
人
間
で
は
な
い
「
局
外
者
」
が
は
じ
め
て
助

言
を
与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
当
時
と

し
て
は
ど
れ
ほ
ど
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
か
は
、
演
劇
史
の
語
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
の
「
局
外
者
」
依
田
学
海
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
以
下
の

論
を
進
め
た
い
。

2

学
海
依
田
百
川
が
、
歌
舞
伎
脚
本
に
関
わ
っ
た
の
は
、
明
治
十
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一
年
六
月
の
新
富
座
開
場
公
演
に
於
け
る
、
河
竹
黙
阿
弥
作
『
松

栄
千
代
田
神
徳
』
に
、
時
の
内
務
大
書
記
官
・
松
田
道
之
と
共
に

助
言
を
与
え
た
の
が
始
め
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
数
ケ
月

前
に
は
、
四
谷
の
松
田
邸
で
、
伊
藤
博
文
・
中
井
弘
ら
と
同
席
し

て
、
九
代
目
団
十
郎
・
五
代
目
菊
五
郎
・
十
二
代
目
勘
弥
等
を
招

き
、
「
演
劇
改
良
」
に
つ
い
て
懇
談
を
し
て
い
た
。

　
学
海
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
堀
田
家
藩
士
の
次
男
に
生

れ
、
漢
学
を
修
め
た
人
間
と
し
て
は
珍
し
く
「
幼
よ
り
老
に
至
る

ま
で
、
大
小
の
劇
場
は
殆
ん
ど
観
覧
せ
ざ
る
な
し
」
と
い
う
ほ
ど

の
芝
居
好
き
で
、
自
ら
「
通
儒
」
と
称
し
た
と
い
う
。
当
時
の
学

問
の
正
統
で
あ
る
漢
学
者
と
し
て
、
幸
田
露
伴
を
し
て
「
世
の
文

学
の
権
威
」
の
一
人
と
数
え
し
む
る
程
の
知
識
人
だ
っ
た
学
海

が
、
芝
居
の
脚
本
に
手
を
染
む
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
つ

い
て
、
自
ら
こ
う
書
い
て
い
る
。

余
が
演
劇
を
改
良
せ
ん
と
せ
し
は
、
も
と
よ
り
雑
史
小
説
を
よ

む
の
余
暇
よ
り
思
ひ
出
た
る
事
に
て
、
是
を
も
て
一
大
事
業
と

も
思
わ
ず
、
さ
れ
ば
議
論
の
出
る
た
び
に
、
そ
の
説
を
い
ひ
出

し
か
ど
、
さ
り
と
て
如
何
な
る
手
段
を
も
て
改
良
す
べ
し
と
も

未
だ
考
え
ず
、
唯
当
時
の
演
戯
は
、
も
と
中
等
以
下
の
為
に
作

り
し
も
の
に
て
、
上
等
の
人
物
の
観
に
は
入
り
が
た
し
（
略
）

す
べ
て
実
事
を
眼
前
に
見
る
如
く
せ
ざ
れ
ぽ
妙
な
ら
ず
と
思
へ

り
。
こ
れ
は
極
め
て
行
ひ
が
た
く
、
又
こ
れ
を
行
ひ
て
見
し
事

と
な
け
れ
ぽ
、
い
か
が
あ
ら
ん
と
思
ひ
し
に
外
国
よ
り
か
へ
り

来
れ
る
友
人
に
き
く
と
き
は
彼
国
に
は
全
く
余
が
説
の
如
く
に

演
戯
す
る
も
の
あ
り
と
き
く
に
大
に
悦
び
、
さ
ら
ぽ
そ
れ
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
て
思
ぼ
や
と
い
う
念
起
れ
り
。

　
し
か
し
、
当
時
の
通
念
に
あ
っ
て
、
歌
舞
伎
の
脚
本
を
幕
内
の

狂
言
作
者
以
外
が
書
く
な
ど
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
あ
り
得
な

か
っ
た
。
ま
た
、
自
ら
の
戯
作
者
と
し
て
の
立
場
を
「
下
劣
賎
業
」

と
称
し
た
仮
名
垣
魯
文
で
さ
え
「
歌
舞
伎
作
者
ト
ハ
自
然
有
レ
別

　
　
　
　
（
1
7
）

儀
二
御
座
候
」
と
い
う
ほ
ど
の
時
代
だ
っ
た
。
し
か
も
、
儒
者
と

し
て
一
家
を
な
し
た
殆
持
高
い
学
海
に
し
て
み
れ
ば
、
戯
作
者
よ

り
も
地
位
の
低
い
と
さ
れ
た
歌
舞
伎
脚
本
を
書
く
こ
と
な
ど
考
え

ら
れ
な
い
所
業
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
明
治
初
年
代

に
、
学
海
も
親
し
か
っ
た
成
島
柳
北
ら
に
よ
る
漢
学
者
の
戯
文
が

流
行
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
過
渡
期
に
生
き
た
戯
文

を
書
く
漢
学
者
た
ち
が
、
「
み
な
そ
の
力
禰
や
抱
負
に
相
当
す
る

地
位
を
社
会
か
ら
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
拒
絶

し
た
）
失
意
の
隠
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ん
」
と
中
村
光
夫
は
述
べ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
学
海
も
、
明
治
十
九
年
に
『
吉
野
拾
遺
名
歌
誉
』
を

川
尻
宝
零
と
合
作
で
発
表
し
た
時
に
は
、
文
部
省
を
森
有
礼
を
筆
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頭
と
す
る
「
洋
学
派
」
に
追
わ
れ
て
、
非
職
を
申
し
付
け
ら
れ
た

人
間
だ
っ
た
。
こ
の
「
改
良
脚
本
」
の
作
者
で
あ
る
五
十
三
歳
と

い
う
当
時
の
晩
年
期
に
達
し
た
儒
者
は
、
「
心
な
ら
ず
も
閑
暇
を

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

得
た
」
「
失
意
の
人
」
で
あ
り
、
コ
大
事
業
と
も
思
わ
ず
L
と
い

う
歌
舞
伎
脚
本
の
執
筆
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
演
劇
の
改
良
に
は
、
演
劇
の
脚
本
を
書
く
狂
言
作
者
の
地
位
を

社
会
的
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
学
者
も
ま
た
劇
作

を
志
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
、
福
地
桜
痴
に
よ
っ
て
明
治
八
年

に
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
後
多
く
の
文
学
者
に
よ
っ

て
、
脚
本
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
た
も
の
の
、
明
治
二
十
六
年
に

な
っ
て
も
、
北
村
透
谷
が
「
如
何
と
も
す
る
な
き
を
知
る
」
と
い

う
状
態
だ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
明
治
初
年
代
に
あ
っ
て
は
、
演
劇
（
口
歌
舞
伎
）

の
脚
本
そ
の
も
の
を
、
幕
内
の
人
間
で
な
い
局
外
者
、
一
般
の
人

々
が
読
む
手
だ
て
自
体
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

　
秋
庭
太
郎
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

江
戸
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
刊
行
根
本
は
稀
で
あ
り
、
昔
日
に
あ

っ
て
は
、
ま
こ
と
に
あ
る
か
な
き
か
の
存
在
で
あ
っ
た
。
た
だ

江
戸
で
脚
本
に
類
す
る
文
芸
と
し
て
汎
く
読
ま
れ
た
も
の
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
た
て

か
の
柳
亭
種
彦
創
案
の
芝
居
仕
立
の
草
双
紙
正
本
製
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
謂
は
ぽ
小
説
体
の
脚
本
で
、
純
粋
の
劇
文
学
と
し

て
は
形
式
は
勿
論
内
容
価
値
に
お
い
て
も
、
さ
う
高
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
（
略
）
兎
に
角
、
東
都
に
あ
っ
て
は
、
此
の
脚
本

式
草
双
紙
が
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
多
く
出
版
さ
れ

て
い
た
と
は
い
へ
、
純
然
た
る
脚
本
の
体
裁
を
備
へ
た
も
の
で

は
な
く
、
純
脚
本
が
文
学
と
し
て
読
書
界
に
ま
み
え
る
と
い
ふ

こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
（
略
）
黙
阿
弥
の
脚
本
の
如
き
も
、
あ
く

ま
で
劇
場
の
台
帳
と
し
て
秘
め
ら
れ
、
読
物
と
し
て
出
版
さ
れ

る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
頃
に
あ
っ
て
は
行
は
れ
な
か
っ
た
の
で

　
（
2
0
）

あ
る
。

　
明
治
五
年
生
ま
れ
の
岡
本
綺
堂
の
青
年
時
代
に
あ
っ
て
も
、

「
今
日
と
違
っ
て
脚
本
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
滅
多
に
出
版
さ
れ
て
」

お
ら
ず
、
「
芝
居
と
い
ふ
も
の
を
本
当
に
書
く
、
そ
の
書
ぎ
方
を

知
る
の
に
甚
だ
困
っ
た
」
と
い
い
、
「
そ
ん
な
こ
と
を
知
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
者
は
」
コ
人
も
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
程
の
状
況
が
続
い
て

い
た
。

　
そ
し
て
、
今
日
で
は
最
早
実
感
す
る
こ
と
が
難
し
い
が
、
当

時
、
脚
本
を
書
く
と
は
と
り
も
直
さ
ず
、
歌
舞
伎
の
脚
本
を
書
く

こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
明
治
十
年
代
に
な
っ
て
紹
介
さ
れ
始
め

た
西
欧
戯
曲
も
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
セ
リ
フ
や
詞
章
風
に
翻
訳

さ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
ほ
か
に
、
演
劇
の
セ
リ
フ
の
文
体
と
い

う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
翻
訳
す
る
「
洋
学
派
」
の
知
識
人
も
日
本
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語
で
文
章
を
書
く
に
は
、
漢
文
脈
で
の
表
現
し
か
な
か
っ
た
時
代

で
あ
る
。
戯
曲
は
「
西
洋
浄
る
り
」
で
あ
る
以
上
、
ハ
ム
レ
ッ
ト

が
「
承
知
で
御
座
る
」
と
い
い
、
「
云
ふ
に
や
及
ぶ
」
と
語
る
の

も
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
菊
池
大
麓
訳
『
修
辞
及
華
文
』
（
明
治

　
　
　
　
　
ド
ラ
　
マ

十
二
年
）
に
戯
曲
と
い
う
訳
が
さ
れ
て
は
い
る
が
、
明
治
二
十
年

に
刊
行
さ
れ
た
『
西
洋
娘
節
用
』
の
序
文
で
も
「
さ
れ
ど
演
劇
は

浄
瑠
璃
文
に
由
て
行
は
る
る
も
の
な
れ
ば
」
と
い
う
前
提
が
、
い

わ
ぽ
先
験
的
な
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
遣
遙
が
「
美
辞
論
稿
」
に
お
い
て
、
ド
ラ
マ
を
浄
瑠
璃
と
訳

す
の
は
間
違
い
だ
ろ
う
と
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
た
の
は
、
明
治
二

十
六
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
し
か
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
歌
舞
伎
脚
本
は
「
読
む
」
こ
と

を
目
的
と
し
て
書
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
読
む
」
こ
と
で
は
な

く
、
俳
優
の
た
め
に
書
か
れ
、
演
じ
ら
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
読
む
」
こ
と
を
も
目
的
と
す
る
西
欧
戯

曲
を
翻
訳
す
る
セ
リ
フ
の
文
体
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
や
が
て
「
言
文
一
致
」
の
運
動
が
盛
ん
に
な
る
に
従
い
、
翻
訳

に
も
口
語
体
に
よ
る
作
晶
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
迄

に
至
る
経
過
で
、
当
時
の
文
学
者
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
の
「
産
苦
」

を
味
わ
っ
た
か
は
文
学
史
に
詳
し
い
。

　
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
幼
少
期
よ
り
歌
舞
伎
に
親
し

ん
で
い
た
学
海
で
す
ら
、
そ
の
脚
本
を
書
く
具
体
的
な
方
法
は
、

そ
れ
を
目
に
し
て
参
考
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
以
上
、
わ
か
ら

な
か
っ
た
。
『
吉
野
拾
遺
名
歌
誉
』
は
、
事
実
上
合
作
者
の
川
尻

宝
器
が
下
書
き
を
し
て
、
学
海
は
手
を
入
れ
た
程
度
と
い
う
説
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

あ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
作
品
で
さ
え
、
狂
言
作

者
に
よ
る
「
本
読
み
」
（
朗
読
）
と
上
演
と
は
前
提
と
し
て
い
た

だ
ろ
う
が
、
出
版
さ
れ
読
ま
れ
る
こ
と
ま
で
学
海
は
期
待
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
出
版
に
際
し
て
の
「
凡
例
」
に
窺
わ
れ

る
。
学
海
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

…
…
改
正
す
べ
き
箇
処
頗
多
く
。
す
で
に
改
正
せ
ん
と
せ
し

に
。
事
多
く
し
て
未
だ
暇
あ
ら
ず
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
打
過
し

が
。
此
頃
前
田
子
来
り
て
こ
れ
を
み
て
刊
行
せ
ん
こ
と
を
謂

ふ
。
余
改
正
未
だ
成
ら
ざ
る
を
も
て
辞
せ
し
か
ど
。
前
田
子
ま

た
改
正
せ
ざ
る
本
も
。
反
り
て
真
面
目
を
み
る
べ
し
と
て
。
固

く
請
ひ
。
さ
ら
ぽ
そ
の
よ
し
を
こ
と
は
り
て
。
刊
行
す
る
と
き

は
。
必
し
も
諸
君
の
好
意
に
も
と
る
に
も
あ
ら
ず
。
又
こ
の
戯

本
必
ず
改
良
戯
に
用
ふ
る
に
も
あ
ら
ず
と
き
け
ぽ
。
か
た
ぐ

子
細
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
に
ま
か
せ
て
。
か
く
刊
行
す
る
事

　
　
　
　
（
2
3
）

と
は
な
り
ぬ
。
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当
時
、
漢
学
老
の
内
か
ら
は
、
学
海
が
「
戯
本
」
な
ど
に
手
を

染
め
た
こ
と
自
体
へ
の
蔑
視
と
批
判
が
あ
っ
た
よ
う
な
事
情
や
そ

れ
に
ま
っ
わ
る
拘
わ
り
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
学
海
に
お
い
て

も
、
「
戯
本
」
は
刊
行
を
前
提
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

必
ず
し
も
「
読
む
」
対
象
と
し
て
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
が
、
「
本
読
み
」
と
「
上
演
」
を
目
的
と

し
た
文
体
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
当
時
と
し

て
は
あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
だ
が
、
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

　
と
も
か
く
、
こ
の
作
品
が
完
成
し
、
朗
読
が
行
わ
れ
た
の
は
、

明
治
十
九
年
十
月
十
九
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
当
日
か
ら
、
外

山
正
一
を
始
め
と
す
る
列
席
者
の
批
判
は
多
く
、
結
局
、
九
代
目

が
正
行
に
扮
す
る
に
は
老
年
す
ぎ
る
と
い
う
口
実
で
、
こ
の
作
品

は
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
の
は
、

「
改
良
演
劇
」
と
し
て
鳴
物
入
り
で
発
表
さ
れ
た
わ
り
に
は
、
こ

の
作
品
が
、
床
の
浄
瑠
璃
も
下
座
の
合
方
も
入
い
っ
た
、
あ
ま
り

に
旧
態
依
然
の
ま
ま
の
体
裁
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

正
行

　
　
　
　
う
ち
つ
ど

兄
弟
夫
婦
打
集
ひ
。
今
こ
の
如
く
よ
ろ
こ
び
う
た
は
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
ご

上
へ
口
に
は
い
へ
ど
正
行
が
覚
悟
は
そ
れ
と
正
儀
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
だ

　
是
ぞ
此
世
の
わ
か
れ
か
と
。
一
滴
こ
ぼ
す
勇
士
の
涙
。

　
　
ト
正
行
正
儀
よ
ろ
し
く
有
て
。

目
出
た
ひ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
　
　
　
　
て
つ

　
　
上
へ
い
わ
ず
か
た
ら
ぬ
心
と
心
。
義
を
金
鉄
の
お
と
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
ざ
い
ま
つ
だ
い

　
　
　
ひ
が
。
み
さ
を
は
千
載
末
代
に
。
楠
三
代
の
忠
臣
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
か
が

　
　
　
其
名
は
世
々
に
羅
や
け
り
。

　
　
　
　
ト
三
重
。
皆
々
よ
ろ
し
く
有
。

　
こ
の
「
旧
態
依
然
」
の
見
本
の
よ
う
な
床
の
詞
章
や
ト
書
き

は
、
今
日
か
ら
見
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
朗
読
会
で
批
判
を
浴
び
る
た

め
に
書
か
れ
た
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
重
要

な
の
は
、
学
海
が
（
た
と
え
実
際
に
は
川
尻
宝
零
が
書
い
て
い
た

と
し
て
も
そ
れ
と
は
関
わ
り
な
く
）
こ
の
よ
う
な
、
類
型
的
な
常
　
3
2

套
句
の
連
な
り
か
ら
な
る
忠
孝
と
い
う
「
概
念
」
に
こ
そ
、
演
劇
　
1

（
1
1
歌
舞
伎
）
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
云
い
方
を
変
え
れ
ぽ
、
こ
う
い
う
類
型
に
こ
そ
演
劇
の
現
実

性
の
表
現
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
批
判
し
た
、
芝

居
を
知
ら
な
い
官
僚
や
貴
顕
と
異
な
り
、
学
海
は
幼
少
時
か
ら
芝

居
に
親
し
ん
だ
人
間
だ
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
で
は
な
く
、
そ
う
で

あ
る
が
故
に
、
学
海
は
か
よ
う
な
「
旧
態
依
然
」
と
し
た
脚
本
を

書
い
た
の
で
あ
る
。
天
保
四
年
生
ま
れ
の
儒
者
は
、
「
い
わ
ず
か
た

ら
ず
心
と
心
」
と
か
「
義
を
金
鉄
の
」
と
か
「
其
名
は
世
々
に
羅

け
り
」
と
い
う
月
並
な
語
句
の
羅
列
か
ら
な
る
「
勇
士
」
の
概
念

に
こ
そ
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
よ
う



し
く
L
俳
優
が
演
じ
て
く
れ
る
の
が
演
劇
（
陛
歌
舞
伎
）
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
の
ち
に
こ
の
作
品
を
評
し
て
、
迫
遙
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

『
吉
野
拾
遺
』
は
、
実
際
、
宝
寄
、
学
海
の
合
作
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
つ
ま
り
、
根
幹
の
立
案
が
学
海
、
枝
葉
の
脚
色
と
粗
稿

が
宝
零
そ
れ
を
一
々
故
実
を
正
し
つ
つ
修
訂
し
、
人
物
の
セ
リ

　
　
　
こ
ろ

フ
の
其
比
と
し
て
は
曾
て
前
例
の
な
か
っ
た
高
雅
な
詞
句
に
仕

上
げ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
学
海
の
力
で
あ
っ
た
。
女
形

の
セ
リ
フ
に
ま
で
も
（
略
）
雅
語
は
勿
論
、
多
く
の
漢
語
を
使

用
し
、
正
行
の
セ
リ
フ
な
ぞ
は
、
時
に
全
く
七
五
調
離
れ
の
し

た
簡
勤
な
漢
文
読
み
下
し
調
で
綴
っ
た
り
し
た
。
作
意
と
し
て

は
単
純
な
英
傑
、
淑
女
、
忠
臣
、
節
婦
礼
讃
以
外
ど
う
い
う
特

色
も
な
い
活
歴
主
義
で
あ
り
、
且
枝
葉
の
脚
色
の
如
き
は
在
来

の
台
帳
の
そ
れ
と
何
等
蓬
庭
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
（
略
）

…
…
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
と
に
か
く
此
作
の
評
判
は
高
く
、
私

な
ぞ
も
、
そ
れ
が
同
年
十
二
月
に
刊
本
と
な
る
や
否
や
、
急
い

で
読
ん
で
み
た
一
人
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
其
作
意
に
は
別
段

感
心
も
し
な
か
っ
た
が
、
七
五
調
離
れ
の
し
た
簡
動
な
セ
リ
フ

や
雅
馴
な
漢
和
折
衷
調
に
は
心
を
索
か
れ
た
。
後
年
、
竹
の
や

と
共
に
脚
本
朗
読
を
創
唱
し
た
時
、
真
先
に
其
テ
キ
ス
ト
に
此

作
を
選
ん
だ
の
は
、
主
と
し
て
其
詞
句
の
清
新
で
あ
り
雅
馴
で

　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
あ
る
為
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
作
意
こ
そ
単
純
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
「
其
詞

句
が
清
新
で
あ
り
雅
馴
で
あ
」
っ
た
と
い
う
当
時
の
状
況
の
な
か

で
の
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
吉
野
拾
遺
名
歌
誉
』
の
前
年
に

既
に
発
表
さ
れ
て
い
た
『
小
説
神
髄
』
の
著
者
が
「
心
ひ
か
れ
た
」

セ
リ
フ
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

正
行
　
正
行
が
死
を
決
せ
し
は
。
こ
れ
今
日
に
起
り
し
に
あ
ら

　
ず
。
父
に
て
候
贈
三
位
中
将
正
成
。
湊
川
出
陣
の
み
ぎ
り
。

　
正
行
を
桜
井
の
駅
に
ま
ね
き
。
没
後
を
托
し
。
君
の
御
為
身

　
命
を
な
げ
う
つ
べ
き
よ
し
申
ふ
く
め
。
東
西
に
別
れ
し
が
。

　
終
に
湊
川
に
戦
死
に
及
べ
り
。
正
行
其
時
十
三
歳
。
お
し
か

　
ら
ぬ
命
を
今
に
な
が
ら
へ
し
は
。
か
か
る
御
大
事
の
時
に
至

　
り
。
命
を
す
て
て
上
は
吾
す
め
ら
ぎ
の
。
山
な
す
御
恩
に
む

　
く
ひ
奉
り
。
下
は
亡
父
が
教
訓
を
守
り
。
海
よ
り
深
き
め
ぐ

　
み
に
報
ぜ
ん
と
の
心
に
て
候
な
り
。
今
日
こ
こ
に
死
を
決
せ

　
ず
ば
。
君
に
は
不
忠
の
臣
と
な
り
。
父
に
は
不
孝
の
子
と
な

　
ら
ん
。

　
こ
れ
は
お
よ
そ
月
並
の
典
型
と
い
え
る
セ
リ
フ
で
あ
る
。
だ
が

重
要
な
の
は
、
こ
の
セ
リ
フ
を
月
並
と
し
て
一
蹴
し
て
し
ま
う
こ

と
で
は
な
く
、
学
海
は
も
と
よ
り
迫
遙
も
、
と
も
か
く
も
こ
の
セ
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リ
ブ
に
「
心
を
牽
か
れ
」
る
だ
け
の
感
覚
を
保
持
し
て
い
た
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
セ
リ
フ
は
楠
正
成
・

正
行
の
「
桜
井
駅
の
別
れ
」
の
挿
話
を
題
材
に
し
て
い
る
が
、
別

段
こ
れ
は
加
藤
清
正
で
も
一
向
に
差
し
支
え
な
く
、
「
忠
臣
」
な

ら
ぽ
誰
に
も
置
換
し
得
る
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
山
な
す
御

恩
」
や
「
海
よ
り
深
き
め
ぐ
み
」
と
い
う
常
套
的
表
現
に
こ
そ
セ

リ
フ
の
現
実
感
を
お
ぼ
え
る
の
が
、
江
戸
期
か
ら
当
時
に
か
け
て

の
観
客
に
共
通
す
る
心
性
だ
っ
た
。
無
論
、
適
遙
は
最
早
、
そ
こ

に
は
自
己
の
心
情
の
一
部
し
か
託
せ
な
く
な
っ
て
い
た
に
違
い
な

い
。
だ
が
、
幼
少
期
よ
り
読
本
や
合
巻
類
を
好
ん
で
育
っ
た
遣
遙

に
は
そ
れ
に
共
鳴
し
う
る
だ
け
の
心
性
が
残
っ
て
い
た
し
、
江
戸

期
に
漢
学
の
教
育
を
受
け
て
育
っ
た
藩
士
の
後
継
者
の
通
念
に
あ

る
芝
居
の
セ
リ
フ
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
今
日
の
通

念
か
ら
、
裁
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
重
要
な
の
は
、
あ
く
ま

で
当
時
の
文
脈
の
な
か
で
理
解
し
、
意
味
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
そ
う
し
た
時
代
に
、
依
然
と
し
て
七
五
調
の
安
定
し

た
ス
タ
イ
ル
で
脚
本
を
書
き
続
け
て
い
た
黙
阿
弥
の
作
品
も
ま

た
、
た
ま
ら
な
く
懐
し
く
、
魅
力
的
な
吸
引
力
を
持
っ
て
い
た
こ

と
も
疑
い
得
な
い
。
そ
し
て
『
吉
野
拾
遺
名
歌
誉
』
の
「
忠
臣
」

や
「
孝
心
」
と
い
う
概
念
を
巧
緻
な
セ
リ
フ
で
描
く
な
ら
、
黙
阿

弥
の
文
体
で
十
分
だ
っ
た
。
「
演
劇
改
良
会
」
が
黙
阿
弥
を
批
判

し
た
際
、
適
遙
が
擁
護
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、

迫
遙
は
、
同
時
に
、
黙
阿
弥
の
世
界
に
充
足
し
、
安
息
し
て
い
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
『
吉
野
拾
遺
名
歌
誉
』
は
結
局
上
演
さ
れ
ず
、
学
海
の
「
活
歴
」

へ
の
主
張
は
序
々
に
極
端
に
走
る
よ
う
に
な
る
。
明
治
二
十
二
年

に
歌
舞
伎
座
が
開
場
す
る
頃
か
ら
は
、
九
代
目
は
福
地
桜
痴
に
敬

服
し
て
、
学
海
と
は
疎
遠
と
な
る
。
九
代
目
は
学
海
を
最
早
「
先

生
」
と
は
呼
ぽ
ず
、
「
依
田
さ
ん
の
僻
論
に
も
困
り
ま
す
よ
」
と

蔭
で
こ
ぼ
し
た
と
い
う
挿
話
を
、
適
遙
が
書
い
て
い
る
。
学
海
は

や
が
て
済
美
館
一
座
の
「
男
女
合
同
改
良
演
劇
」
に
関
わ
る
が
、

こ
れ
も
不
成
功
に
終
る
。
文
部
省
で
は
「
洋
学
派
」
に
罷
免
さ

れ
、
劇
界
で
は
「
洋
行
帰
り
」
に
取
っ
て
か
わ
ら
れ
た
「
無
用
の
　
3
4

人
」
で
あ
る
こ
の
儒
者
は
、
英
文
学
に
洗
脳
さ
れ
た
学
士
の
書
い
　
ー

た
『
桐
一
葉
』
が
初
演
さ
れ
た
明
治
三
十
八
年
に
は
、
東
京
座

の
客
席
で
「
観
劇
し
つ
つ
大
き
な
声
で
、
種
々
の
罵
評
を
し
て
い

た
」
と
い
う
。
遣
遙
の
「
柿
の
幕
」
に
収
め
ら
れ
た
学
海
晩
年
の

。
フ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
忍
び
釦
れ
ぬ
欝
屈
を
抱
え
こ
ん
だ
老
儒
者
を

描
い
て
極
め
て
興
味
深
い
。

　
し
か
し
、
迫
遙
が
学
海
を
や
が
て
「
史
劇
の
外
道
」
と
批
判
す

る
に
至
っ
た
の
は
、
学
海
の
主
張
が
極
端
に
走
っ
た
こ
と
ぽ
か
り

か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
。
既
に
、
適
遙
は
学
海
と
は
別
の
文
脈
の

な
か
で
、
演
劇
に
つ
い
て
語
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
我
が
国
の
史
劇
」
の
な
か
で
、
適
遙
は
こ
う
書
い
て
い
る
。



…
…
所
謂
活
歴
派
の
は
（
略
）
あ
ま
り
に
非
詩
歌
的
、
散
文
的

に
し
て
、
史
劇
た
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
舞
台
を
考
古
的
博
覧
場

と
看
倣
し
た
る
一
種
の
演
義
的
野
史
な
り
と
評
す
べ
し
。
（
略
）

時
代
物
の
劇
は
、
科
介
活
動
の
い
と
少
き
非
詩
歌
的
演
説
調
に

富
み
た
る
も
の
と
な
り
、
道
具
、
衣
裳
の
穿
墾
の
む
つ
か
し

く
、
史
的
事
実
の
批
判
の
か
し
ま
し
き
割
合
に
は
、
人
物
の
性

格
、
特
色
等
は
、
い
と
く
お
ぼ
ろ
げ
に
成
り
ゆ
き
（
略
）

…
…
私
か
に
案
ず
る
に
、
凡
そ
脚
本
の
精
髄
は
、
個
々
人
物
の

性
格
を
根
本
因
と
し
て
、
其
周
囲
の
事
情
、
境
遇
等
を
縁
と

し
、
複
雑
隠
微
な
る
因
縁
の
間
に
成
る
強
大
著
明
な
る
業
果
を

写
破
し
て
、
以
て
髪
髭
と
し
て
人
間
事
情
の
真
実
平
等
体
を
見

え
し
む
る
所
に
あ
る
べ
し
。
（
略
）

…
…
換
言
す
れ
ぽ
、
個
性
と
外
界
と
の
複
雑
霊
妙
な
る
関
係
を

描
破
す
る
は
第
一
、
根
幹
に
し
て
、
史
的
事
件
と
史
的
人
物
と

　
ヘ
　
　
へ

を
写
実
す
る
は
第
二
、
枝
葉
な
り
。
更
に
具
さ
に
之
れ
を
い
へ

ぽ
、
史
劇
の
最
も
重
ん
ず
る
所
は
、
第
一
に
個
々
の
性
情
と
其

殊
な
る
周
囲
、
事
情
、
境
遇
、
即
ち
最
広
義
に
謂
ふ
時
勢
と
の

関
係
に
し
て
（
略
）

…
…
（
学
海
）
居
士
は
将
に
史
劇
の
外
道
に
流
れ
ん
と
す
。
（
略
）

又
居
士
は
あ
ま
り
に
正
史
的
事
件
に
重
き
を
置
け
り
、
か
る
が

　
　
　
　
　
　
　
な
が
ぜ
り
ふ

故
に
、
個
々
人
物
の
長
白
、
動
も
す
れ
ぽ
事
実
の
叙
事
に
流
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

随
う
其
仔
細
な
る
性
情
の
表
白
た
る
に
遠
し
。
（
傍
点
原
文
）

　
迫
遙
の
主
張
は
、
脚
本
は
ま
ず
第
一
に
人
物
の
「
性
格
」
を
描

か
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
は
平
明
に
思
え
る

こ
の
論
点
を
適
遙
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
は
、
当
時
、
少
な

く
と
も
脚
本
の
登
場
人
物
に
「
性
格
」
を
見
る
と
い
う
通
念
そ
の

も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

迫
遙
自
身
が
学
生
時
代
に
「
性
格
」
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
を
「
道

義
的
」
意
味
に
し
か
解
釈
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

学
海
に
は
こ
の
史
劇
論
の
文
脈
の
な
か
で
の
「
性
格
」
と
い
う
意

味
は
勿
論
、
あ
る
い
は
文
脈
そ
の
も
の
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
学
海
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

「
勧
懲
小
説
の
ご
と
く
に
読
ん
だ
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
学
海
に

読
解
力
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
天
保
四
年
生
ま
れ
の
儒
者

の
通
念
に
あ
る
「
小
説
」
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
俳
優
と
し
て
の
九
代
目
も
、
脚
本
を
書
い
た
学
海
も
、
当
時
の

観
客
や
俳
優
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
た
従
来
の
「
五
七
五
七
」

の
セ
リ
フ
に
異
和
を
唱
え
、
そ
の
改
変
を
試
み
た
。
し
か
し
、
彼

ら
が
彩
し
い
反
発
や
批
判
や
苦
痛
を
味
わ
い
な
が
ら
描
こ
う
と
し

た
も
の
は
、
従
来
の
セ
リ
フ
で
も
十
分
に
描
け
る
「
勧
善
懲
悪
」

や
「
忠
孝
」
の
月
並
な
教
訓
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
結
局
、
そ
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
学
海
も
黙
阿
弥
も
等
価
だ
っ
た
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
、
演
劇
な
り
脚
本
な
り
と
い
う
対

象
へ
の
当
時
の
通
念
の
枠
組
は
、
強
固
で
且
無
意
識
の
う
ち
に
も
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機
能
し
て
し
ま
う
性
質
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
自
明
の
前
提

が
あ
る
か
の
よ
う
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
脚
本
の
な
か
に

「
人
物
の
性
格
」
を
描
く
と
い
う
遭
遙
の
着
想
は
、
や
は
り
シ

ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
研
究
と
の
関
係
の
な
か
か
ら
し
か
も
た
ら
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
我
が
国
の
史
劇
」
が
書
か
れ
た
明
治
二
十
七
年
の
春
に
、
適

遙
は
、
長
田
秋
濤
と
山
田
美
妙
と
共
に
、
学
海
に
「
演
劇
改
革

談
」
を
聞
く
と
い
う
会
を
催
し
て
「
早
稲
田
文
学
」
に
発
表
し
て

い
る
。

　
こ
の
頃
学
海
は
九
代
目
か
ら
疎
ん
ぜ
ら
れ
、
「
男
女
合
同
改
良

演
劇
」
も
失
敗
し
て
、
劇
壇
に
対
し
て
距
離
を
置
い
た
立
場
に
あ

っ
た
。
学
海
は
つ
も
る
欝
憤
を
晴
ら
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
旧
劇

の
支
離
滅
裂
さ
を
批
判
し
、
「
黙
阿
弥
の
如
き
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ

徒
を
翁
な
ど
と
尊
称
し
て
有
難
が
る
に
い
た
り
て
は
言
語
道
断
の

事
な
り
、
我
々
改
良
論
者
は
悉
く
此
の
輩
を
蹴
飛
ば
さ
ざ
る
べ
か

ら
ず
」
と
気
烙
を
あ
げ
た
。
遣
遙
は
勿
論
同
調
せ
ず
、
「
先
生
と

小
生
と
は
蹴
飛
ぽ
す
主
意
異
な
る
が
如
し
」
と
す
る
も
の
の
「
過

去
に
安
ん
ぜ
ざ
る
一
点
は
飽
く
ま
で
も
同
感
な
り
、
過
去
に
戻
り

て
は
堕
落
あ
り
」
と
言
い
、
「
過
去
を
理
想
を
す
る
は
退
歩
な
り
、

故
に
小
生
は
新
し
き
料
理
を
所
望
す
る
な
り
」
と
、
か
ね
て
の
主

張
通
り
、
新
し
い
脚
本
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
。
そ
し
て
、
「
我
が
国
の
史
劇
」
と
同
様
の
批
判
を
続
け
て
い

る
。

（
坪
内
）
先
生
と
小
生
と
は
殆
ど
意
見
を
異
に
す
る
所
無
き
に

　
似
た
り
、
只
異
な
る
所
は
根
本
の
着
眼
点
に
あ
る
か
。
小
生

　
が
改
良
論
の
要
点
に
し
て
、
而
も
先
生
の
重
じ
た
ま
は
ざ
る

　
が
如
き
も
一
あ
り
、
そ
は
性
格
を
諸
作
業
の
主
因
と
す
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
是
れ
な
り
、
小
生
の
考
に
て
は
劇
中
に
現
る
る
諸
作
を
し

　
て
、
専
ら
人
物
の
性
格
に
因
せ
し
め
た
し
と
思
へ
り
。

（
学
海
ー
引
用
者
）
い
か
さ
ま
余
は
或
は
表
面
的
の
改
良
論
者

　
な
ら
ん
。

（
坪
内
）
否
先
生
は
勧
善
懲
悪
を
本
と
し
た
ま
ふ
ゆ
え
、
単
に
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表
面
の
み
の
改
良
論
者
に
あ
ら
ぬ
こ
と
勿
論
な
り
、
但
し
主
　
1

　
と
し
て
勧
懲
の
意
を
含
ま
せ
ん
と
し
た
ま
ふ
所
、
柳
か
愚
考

　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
と
異
な
れ
り
。

　
こ
の
「
南
強
生
」
に
よ
る
筆
記
が
ど
の
程
度
正
確
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
伝
え
て
い
る
か
は
別
に
し
て
、
手
当
り
次
第
に
声
高
に
批
判

し
て
い
た
六
十
二
歳
の
誇
り
高
い
儒
老
が
、
三
十
五
歳
の
文
士
に

「
性
格
」
の
こ
と
を
持
ち
出
さ
れ
た
途
端
に
「
余
は
或
は
表
面
的

の
改
良
論
者
な
ら
ん
」
と
あ
っ
け
な
く
答
え
て
納
ま
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
。
迫
遙
は
か
え
っ
て
恐
縮
し
た
よ
う
に

そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
が
、
す
ぐ
に
続
け
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う



に
、
こ
の
老
儒
者
は
ど
う
し
て
も
「
勧
懲
」
と
い
う
一
種
の
効
用

性
か
ら
離
れ
た
文
脈
で
、
脚
本
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
控
え
め
に
言
っ
て
も
、
学
海
に
は
迫
遙
の
い
う

文
脈
で
の
「
性
格
」
の
意
味
は
正
確
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
学
海
は
、
明
治
十
七
年
に
、
そ
の
刊
行
に
際
し

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
う
の
た
ち
な
ご
り
の
き
れ
あ
じ

「
序
」
を
書
い
た
『
自
由
太
刀
余
波
鋭
鋒
』
に
関
し
て
、
「
坪
内

某
が
訳
す
る
所
の
院
本
シ
リ
ヤ
ス
シ
ー
サ
ル
を
よ
む
文
章
言
語
尽

く
院
本
に
擬
し
て
き
は
め
て
妙
な
り
」
と
日
録
に
記
し
て
い
る
と

　
（
2
8
）

い
う
。
学
海
に
と
っ
て
「
坪
内
某
」
で
し
か
な
か
っ
た
文
学
士
の

訳
し
た
「
有
名
な
る
セ
ク
ス
ピ
ヤ
の
著
わ
す
」
作
品
も
、
当
然
な

が
ら
「
院
本
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
　
「
文
学
士
・
坪
内
雄
蔵
」

に
と
っ
て
も
、
題
名
に
は
角
書
を
つ
け
、
床
入
り
の
院
本
調
で
訳

す
ほ
か
に
は
、
そ
の
文
体
は
あ
り
は
し
な
か
っ
た
。

　
そ
の
翌
年
（
明
治
十
八
年
）
に
『
小
説
神
髄
』
を
発
表
し
た
迫

遙
は
、
や
が
て
そ
の
訳
書
に
「
序
」
を
書
い
て
く
れ
た
学
海
に
対

し
て
、
「
性
格
」
の
問
題
を
つ
き
つ
け
る
に
至
る
。

　
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
学
海
の
作
品
に
「
人
間
」
や
「
性
格
」

が
描
か
れ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は

黙
阿
弥
の
作
品
の
人
物
が
、
類
型
的
だ
と
い
う
批
判
と
同
じ
で
あ

る
。
江
戸
期
の
存
在
感
覚
の
な
か
で
生
き
て
い
た
彼
等
に
と
っ

て
、
そ
の
類
型
的
な
概
念
を
描
く
こ
と
こ
そ
が
、
即
ち
「
戯
場
」

の
脚
本
を
書
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
観
客
も
ま
た
そ
れ
を
演

ず
る
俳
優
の
多
彩
な
芸
に
こ
そ
濃
密
な
演
劇
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感

じ
て
充
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
学
海
と
黙
阿
弥
で
は
劇

作
者
と
し
て
の
才
能
は
比
較
に
な
ら
な
い
し
、
黙
阿
弥
が
「
性
格

描
写
」
な
ど
及
び
も
つ
か
ぬ
芝
居
の
醍
醐
味
を
現
前
さ
せ
、
堪
能

さ
せ
る
才
能
に
関
し
て
は
改
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
た

だ
、
彼
ら
が
適
遙
の
要
求
す
る
「
性
格
」
と
無
縁
だ
っ
た
と
い
う

点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
「
新
時
代
」
の
要
求
か
ら
す
れ
ば
、
彼

ら
は
や
は
り
「
無
用
の
人
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
安
政
六
年
生
ま
れ
の
迫
遙
も
、
幼
少
期
か
ら
親
し
ん
だ
江
戸
期

の
文
化
へ
の
限
り
な
い
愛
着
を
持
ち
、
そ
の
生
活
感
覚
の
な
か
で

生
き
て
き
た
。
だ
が
、
彼
は
最
早
、
そ
の
世
界
の
み
に
自
足
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
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い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
感
受
性
を
切
り
　
－

捨
て
よ
う
と
す
る
に
も
「
性
格
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
に
も
、

そ
の
た
め
の
文
体
を
模
索
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
↓注

（
2
）

（（43
））

榎
本
破
笠
『
桜
痴
居
士
と
市
川
団
十
郎
』
（
一
九
〇
三
年
、
国

光
社
）
十
七
頁
。
原
文
は
旧
字
、
総
ル
ビ
。

伊
原
敏
郎
『
市
川
団
十
郎
』
（
一
九
〇
二
年
、
エ
ッ
ク
ス
倶
楽

部
）
三
二
三
頁
。
原
文
は
旧
字
、
総
ル
ビ
。

伊
原
、
前
掲
書
、
三
一
四
頁
。

秋
庭
太
郎
『
日
本
新
劇
史
』
（
一
九
五
五
年
、
理
想
社
）
上
巻
、

十
九
頁
。
原
文
旧
字
。



（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（（1312
））

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（（1918
））

（
2
0
）

（
2
1
）

秋
庭
、
前
掲
書
、
上
巻
、
十
七
頁
。

榎
本
、
前
掲
書
、
二
十
三
頁
。

榎
本
、
前
掲
書
、
二
十
九
頁
。

坪
内
適
遙
「
九
世
団
十
郎
、
五
世
菊
五
郎
」
（
『
遣
遙
選
集
』
一

九
二
六
年
、
春
陽
堂
、
十
二
巻
、
三
九
九
頁
）

伊
原
、
前
掲
書
、
三
二
七
頁
。

坪
内
、
前
掲
書
、
四
〇
二
頁
。

坪
内
遣
遙
「
九
世
団
十
郎
」
（
『
造
遙
選
集
』
十
二
巻
、
三
九
二

頁
）
引
用
文
中
、
初
代
小
団
治
と
あ
る
の
は
四
代
目
小
団
次
の

誤
記
と
思
わ
れ
る
が
、
適
遙
は
他
の
場
所
で
も
度
々
、
初
代
小

団
治
と
表
記
し
て
い
る
。

伊
原
、
前
掲
書
、
三
一
四
頁
。

明
治
二
十
二
年
四
月
、
新
富
町
桐
座
で
、
団
十
郎
、
菊
五
郎
、

左
団
次
の
三
優
が
、
『
忠
臣
蔵
』
七
段
目
・
九
段
目
の
由
良
之
助
．

平
右
衛
門
・
本
蔵
・
戸
無
瀬
・
お
軽
を
一
日
替
り
で
演
じ
た
際

の
こ
と
だ
が
、
九
代
目
は
結
局
お
軽
も
演
じ
た
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
、
柳
父
章
『
翻
訳
の
思
想
－
「
自
然
」
と
Z
＞
↓
口
幻
国

ー
』
（
一
九
七
七
年
、
平
凡
社
）
の
考
察
が
興
味
深
い
。

坪
内
逡
遙
「
回
憶
慢
談
」
（
『
遣
遙
選
集
』
第
十
二
巻
）

（
1
1
）
に
同
じ
。

山
田
肇
『
近
代
劇
』
（
一
九
五
一
年
、
至
文
堂
）
二
十
七
頁
の

引
用
に
依
る
。

中
村
光
夫
『
明
治
文
学
史
』
（
一
九
六
三
年
、
筑
摩
書
房
）
三

十
三
頁
。

中
村
、
前
掲
書
、
六
十
一
頁
。

越
智
治
雄
「
新
文
学
胎
動
期
の
依
田
学
海
」
（
『
近
代
文
学
成
立

期
の
研
究
』
一
九
八
四
年
、
岩
波
書
店
所
収
）
に
依
る
。

秋
庭
、
前
掲
書
、
上
巻
、
三
頁
。
　
　
　
　
・

岡
本
綺
堂
『
明
治
の
演
劇
』
（
一
九
四
二
年
、
大
東
出
版
社
）

七
十
七
頁
。
な
お
「
歌
舞
伎
新
報
」
で
は
明
治
十
二
年
に
「
河

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（（2726
））

（
2
8
）

竹
翁
新
作
正
本
L
と
し
て
、
黙
阿
弥
の
『
霜
夜
鐘
十
字
辻
笠
』

を
連
載
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
歌
舞
伎
の
「
種
本
」
と
称
し
て

数
冊
単
行
本
を
出
版
し
た
。
綺
堂
は
、
明
治
二
十
年
頃
に
始
め

て
歌
舞
伎
新
報
社
版
の
「
脚
本
叢
書
」
を
見
た
と
い
う
。

川
尻
清
潭
「
亡
父
川
尻
宝
苓
の
事
ど
も
」
に
よ
る
と
『
吉
野
拾

遺
名
歌
誉
』
の
執
筆
は
悉
く
宝
寄
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い

う
。
（
秋
庭
、
前
掲
書
、
上
巻
、
　
一
六
七
頁
）

『
吉
野
拾
遺
名
歌
誉
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
『
明
治
史
劇
集
』

（
明
治
文
学
全
集
、
第
八
十
五
巻
、
一
九
六
六
年
、
筑
摩
書
房
）

に
依
る
。

坪
内
逼
遙
「
柿
の
箒
」
（
『
造
遙
選
集
』
別
冊
第
四
、
五
四
九
頁
）

坪
内
遡
遙
「
我
が
国
の
史
劇
」
（
『
遣
遙
選
集
』
第
七
巻
、
三
九

〇
頁
）

越
智
、
前
掲
書
、
六
十
七
頁
。

「
早
稲
田
文
学
」
六
十
二
号
（
一
八
九
四
年
、
四
月
、
早
稲
田
　
3
8

文
学
社
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

越
智
、
前
掲
書
、
七
十
七
頁
。


