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石
川
淳
「
山
桜
」
を
め
ぐ
っ
て
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、
あ
る
い
は
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マ
ン
主
義
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克
服

―
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む
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埼
玉
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学
院
人
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科
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授
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現
代
文
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【
要
旨
】
石
川
淳
の
短
篇
「
山
桜
」
（
一
九
三
六
）
に
死
ん
だ
女
性
の
幻
影
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
「
わ
た
し
」
が
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
を
想
起
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け

＝
入
口
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
チ
ェ
ら
の
回
想
や
、
唯
物
史
観
に
照
応
し
た
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
の
文
学
史
か
ら
石
川
が
受
け
取
っ
た
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
「
文
学
的
形
象
」
に
基
づ
く
。
そ
れ
は
自
殺
、
狂
気
、
夢
と
い
う
ロ
マ
ン
的
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
は
ら
み
、
象
徴
主
義
に
つ
ら
な
る
一
九
世
紀
の
文
学
を
表
象
し
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
小
市
民
共
和
主
義
者
に
よ
る
ロ
マ
ン
主
義
文
学
運
動
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
長
篇
「
普
賢
」
（
一
九
三
六
）
に
も
投
影
さ
れ
、
小
林
秀
雄
、
坂
口

安
吾
な
ど
も
共
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
物
語
の
最
後
で
幻
影
は
消
滅
し
、
あ
と
に
立
ち
す
く
む
「
わ
た
し
」
が
残
さ
れ
る
。
そ
の
姿
は
、
こ
う
し
た
「
文
学
的
形
象
」
を
克

服
し
、
二
〇
世
紀
の
新
し
い
文
学
に
む
か
う
決
意
の
あ
ら
わ
れ
と
み
な
さ
れ
る
。
石
川
は
、
そ
の
た
め
の
き
っ
か
け
＝
出
口
を
、
ま
ず
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
、
ま
た
近
世

文
学
史
の
見
取
図
を
ふ
ま
え
て
上
田
秋
成
に
認
め
て
い
た
。
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は
じ
め
に

　

石
川
淳
の
短
篇
「
山
桜
」
（
一
九
三
六
・
一
）
の
お
も
な
プ
ロ
ッ
ト
は
、
か
つ
て
深

く
関
係
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
京
子
と
再
会
し
た
「
わ
た
し
」
が
、
彼
女
の
姿
が
消

滅
す
る
と
と
も
に
、
彼
女
が
す
で
に
死
ん
で
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
再
会
し
た
京
子
は
、
「
わ
た
し
」
だ
け
に
み
え
る
幻
影
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ば
本
作
は
、
幻
影
を
召
喚
し
て
し
ま
っ
た
主
人
公
が
、
そ
れ
が
幻
影
で
し
か
な

か
っ
た
と
い
う
現
実
に
直
面
す
る
物
語
で
あ
る
。

　

む
か
し
の
拙
稿

）
（
（

で
は
、
こ
の
幻
影
の
成
立
を
、
過
去
と
現
在
、
未
知
と
実
在
と
い

う
、
二
つ
の
重
な
り
と
し
て
と
ら
え
た
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
京
子
の
残
像
が
現
在

に
あ
ら
わ
れ
、
あ
わ
せ
て
実
在
す
る
緋
鯉
が
未
知
の
京
子
に
変
身
し
、
両
者
を
「
わ

た
し
」
が
重
ね
み
た
と
み
な
し
た
。
前
者
の
重
な
り
は
、
彼
女
の
顔
が
け
っ
し
て
記

述
さ
れ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
顔
を
「
わ
た
し
」
が
ス
ケ
ッ
チ
で
き
な
い
と
い
う

挿
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
。
後
者
の
重
な
り

は
、
彼
女
の
記
述
が
つ
ね
に
水
に
か
か
わ
る
形
容
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ

び
着
物
の
柄
が
、
魚
の
鱗
の
か
た
ち
に
も
み
え
る
「
青
海
波
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ひ
そ
か
に
根
拠
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。

　

拙
稿
に
つ
づ
く
「
山
桜
」
論
は
、
宮
下
直
子

）
（
（

、
水
野
尚

）
（
（

、
山
口
俊
雄

）
（
（

の
三
つ
を
確

認
し
た
が
、
い
ず
れ
も
お
も
に
前
者
の
重
な
り
に
注
目
し
て
お
り
、
後
者
へ
の
言
及

は
乏
し
い
（
山
口
は
、
そ
も
そ
も
拙
稿
自
体
に
言
及
し
て
い
な
い
）
。
そ
の
せ
い
か
、
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こ
れ
ら
は
と
も
に
本
作
と
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
の
か
か
わ
り
を
前
景

化
し
、
拙
稿
で
後
者
の
参
照
枠
と
み
な
し
た
『
雨
月
物
語
』
就
中
「
夢
応
の
鯉
魚
」

の
作
者
、
上
田
秋
成
と
の
か
か
わ
り
の
可
能
性
を
閑
却
し
て
い
る
。
ま
た
、
水
野
に

は
石
川
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
受
容
を
歴
史
的
に
、
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
と

ら
え
る
姿
勢
が
み
ら
れ
た
が
、
宮
下
、
山
口
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
本
稿
は
二
つ
の
重
な
り
、
二
人
と
の
か
か
わ
り
を
と
も
に
ふ

ま
え
つ
つ
、
本
作
の
分
析
を
敷
衍
し
て
、
石
川
が
生
き
た
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

つ
な
げ
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

　
　
　
　
　
　
　

一

　

幻
影
が
二
つ
の
重
な
り
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
両
者
は
プ
ロ
ッ

ト
に
沿
っ
て
、
あ
い
つ
い
で
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
「
わ
た
し
」
は
物
語
の
最

初
に
、
過
去
の
京
子
と
の
関
係
へ
の
罪
悪
感
（
そ
の
息
子
の
顔
が
自
分
と
瓜
二
つ
に

み
え
た
た
め
）
と
と
も
に
、
夫
に
「
ぴ
し
や
り
」
と
打
た
れ
る
現
在
の
京
子
と
再
会

す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
や
は
り
夫
に
「
ぴ
し
や
り
ぴ
し
や
り
」
と
鞭
打
た
れ
る
実

在
の
緋
鯉
を
み
て
ふ
り
か
え
り
、
未
知
の
京
子
の
消
滅
に
遭
遇
す
る
。
も
っ
て
正
確

に
は
、
前
者
の
重
な
り
が
幻
影
の
生
成
に
か
か
わ
り
、
後
者
の
重
な
り
は
そ
の
消
滅

に
か
か
わ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
両
者
は
、
入
口
と
出
口
の
関
係
に
あ
る
。

　

そ
の
幻
影
へ
の
入
口
に
「
わ
た
し
」
を
誘
っ
た
の
が
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」

で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
の
マ
ン
ト
と
い
ふ
や
つ
に
は
格
別
の
仔
細
は
な
く
、
か
つ
て
読
ん
だ
あ

る
本
の
中
に
「
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
長
身
に
黒
ソ
フ
ト
、
黒
の

マ
ン
ト
を
ひ
ら
ひ
ら
と
夜
風
に
な
び
か
せ
…
…
」
と
あ
つ
た
、
そ
れ
だ
け
の
み

じ
か
い
文
句
が
不
思
議
に
も
体
内
に
沁
み
入
り
、
あ
た
か
も
わ
た
し
み
づ
か
ら

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
出
逢
つ
た
か
の
ご
と
く
と
き
ど
き
そ
の
光
景
を
想
ひ
見
る
の
だ

が
、
そ
の
お
り
に
は
た
ち
ま
ち
魔
法
に
か
か
つ
た
や
う
に
か
ら
だ
が
宙
に
吊
り

上
げ
ら
れ
て
、
さ
あ
か
う
し
て
は
い
ら
れ
な
い
ぞ
と
、
じ
つ
と
こ
ら
へ
る
す
べ

も
あ
る
こ
と
か
、
真
昼
深
夜
の
わ
か
ち
な
く
あ
や
し
い
熱
に
浮
か
さ
れ
て
外
へ

駆
け
出
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
、
こ
れ
は
何
と
も
え
た
い
の
知
れ
ぬ
あ
さ
ま
し
い
わ

た
し
の
発
作
な
の
だ
。

　

こ
の
「
発
作
」
に
よ
り
、
京
子
の
家
に
む
か
っ
た
「
わ
た
し
」
は
、
「
十
二
年
ば

か
り
前
」
山
桜
の
下
で
京
子
の
写
真
を
撮
っ
た
こ
と
を
想
起
し
、
「
先
刻
」
山
桜
の

下
に
た
た
ず
ん
だ
と
き
の
こ
と
を
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
想
起
す
る
。

わ
た
し
は
京
子
の
回
想
と
い
ふ
よ
り
も
思
ひ
が
け
な
く
写
真
機
の
亡
霊
に
取
り

憑
か
れ
て
し
ま
つ
た
。
つ
ま
り
突
然
た
れ
か
が
わ
た
し
の
背
後
に
忍
び
よ
つ
て

例
の
赤
裏
の
黒
布
を
頭
か
ら
す
つ
ぽ
り
か
ぶ
せ
、
う
ろ
た
え
る
眼
の
先
に
レ
ン

ズ
を
ぎ
ゆ
つ
と
押
し
あ
て
で
も
し
た
か
の
や
う
に
、
も
う
わ
た
し
は
宙
に
ち
ら

ち
ら
す
る
花
び
ら
よ
り
ほ
か
何
も
見
え
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
［
中
略
］
わ

た
し
は
頼
み
の
略
図
を
忘
れ
て
つ
い
ま
ぼ
ろ
し
に
釣
ら
れ
つ
つ
、
物
見
遊
山
に

で
も
出
て
来
た
や
う
な
浮
か
れ
ご
こ
ち
に
な
り
宛
も
な
く
ふ
わ
ふ
わ
こ
こ
ま
で

迷
ひ
こ
ん
だ
始
末
で
あ
る
。

　

「
黒
の
マ
ン
ト
」
と
「
赤
裏
の
黒
布
」
と
い
う
、
同
じ
「
黒
」
い
布
が
、
「
真
昼
深

夜
の
わ
か
ち
な
く
あ
や
し
い
熱
に
浮
か
」
し
、
「
浮
か
れ
ご
こ
ち
に
」
す
る
「
発
作
」

を
、
つ
づ
け
て
「
わ
た
し
」
に
促
し
て
い
る
。
そ
の
「
発
作
」
は
、
と
も
に
死
者
の

想
起
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
首
を
吊
っ
て
自
殺
し
た
。
そ
し
て
、
彼

に
「
出
逢
つ
た
か
の
ご
と
」
き
「
光
景
」
が
促
し
た
「
発
作
」
は
、
死
ん
だ
京
子
の

残
像
＝
「
写
真
機
の
亡
霊
」
＝
「
ま
ぼ
ろ
し
」
を
召
還
す
る
。
こ
こ
で
は
死
者
の
幻

影
が
、
べ
つ
の
死
者
の
幻
影
へ
の
入
口
に
「
わ
た
し
」
＝
読
者
を
導
い
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
き
の
引
用
部
で
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
を
述
べ
た
「
あ
る
本
」
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の
「
み
じ
か
い
文
句
」
の
出
典
に
つ
い
て
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
詳
し
い
水
野
は
、
「
引

用
で
は
な
く
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
い
う
名
前
を
実
体
化
す
る
た
め

に
考
え
ら
れ
た
、
石
川
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
姿
と
考
え
た
方
が

い
い
だ
ろ
う
」
と
し
た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
山
桜
」
の
著
者
が
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
い
う
名
前
で
喚
起
し
よ
う
と
し
た
文
学
的

形
象
は
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
に
よ
っ
て
定
着
さ
れ
た
象
徴
主
義
の
先
駆
者

と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
と
幻
想
の
重
な
り
の
上
に
作
品
を
置
き
、
現
在
と
過

去
の
記
憶
、
夢
と
現
の
間
で
揺
れ
動
く
詩
人
と
い
う
姿
を
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
文
学
的
形
象
」
を
あ
て
は
め
て
、
水
野
は
本
作
を
読
み
解
い
た
。
先
述
し

た
よ
う
に
宮
下
と
山
口
は
、
と
く
に
水
野
の
よ
う
に
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
顧

み
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
後
者
が
そ
こ
に
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
を
重
ね
み

て
い
る
こ
と

）
（
（

を
措
け
ば
、
両
者
が
本
作
か
ら
読
み
取
っ
た
「
自
体
幻
視
」（
宮
下
）
、「
死

ん
だ
者
も
生
き
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
論
理
」（
山
口
）と
い
っ
た
「
形

象
」
も
、
水
野
の
い
う
「
現
実
と
幻
想
の
重
な
り
」
に
包
括
さ
れ
よ
う
。

　

入
口
と
出
口
の
、
二
つ
の
重
な
り
を
前
提
と
す
る
と
き
、
水
野
の
「
重
な
り
」
は

前
者
の
み
に
対
応
す
る
。
も
っ
て
本
稿
で
は
、
ま
ず
水
野
が
ふ
ま
え
た
「
文
学
的
形

象
」
の
検
討
を
つ
う
じ
て
、
入
口
の
輪
郭
を
あ
き
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら

出
口
に
至
る
過
程
の
記
述
を
試
み
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
思
い
を
寄
せ
た
、
死
ん
だ

女
性
の
幻
影
が
、
じ
つ
は
ち
っ
ぽ
け
な
鯉
（
恋
？
）
の
錯
覚
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い

う
落
ち
に
、
す
な
わ
ち
水
野
の
い
う
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
意
匠
」
に
よ
る
ロ
マ
ン
的
な

幻
影
を
克
服
す
る
、
反
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
、
反
ロ
マ
ン
主
義
的
な
結
末
に
む
け
て
、「
わ

た
し
」
＝
読
者
を
導
く
も
の
で
あ
る
。

　

い
さ
さ
か
先
走
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
水
野
が
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
文
献

も
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
作
で
石
川
が
「
喚
起
し
よ
う
と
し
た
」
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
「
文
学

的
形
象
」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

二

　

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
形
容
し
た
「
み
じ
か
い
文
句
」
を
、
水
野
が
「
石
川
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」

だ
と
判
断
し
た
の
は
、
「
長
身
」
「
黒
の
ソ
フ
ト
」
「
黒
の
マ
ン
ト
」
と
い
う
三
つ
の

「
意
匠
」
が
そ
ろ
っ
た
「
あ
る
本
」
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
石
川
の
創
作
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
原
型
と
な

る
形
容
は
、
諸
文
献
の
記
述
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

　

や
は
り
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
詳
し
い
田
村
毅

）
（
（

は
、
水
野
も
参
照
し
た
ア
リ
ス
テ
ィ
ド
・

マ
リ
ー
に
よ
る
最
初
の
本
格
的
な
評
伝
か
ら
、
一
八
五
五
年
一
月
二
六
日
に
発
見
さ

れ
た
彼
の
遺
体
を
収
容
し
た
、
モ
ル
グ
の
公
式
記
録
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
遺
体
は
実
際
に
は
「
黒
い
帽
子
」「
黒
の
礼
服
」を
身
に
着
け
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

く
わ
え
て
田
村
は
、
死
の
四
日
後
に
書
か
れ
た
、
友
人
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ

の
「
死
体
が
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
（
オ
ペ
ラ
ハ
ッ
ト
）
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
と
い
う
」

記
事
が
、
以
後
「
数
多
く
の
証
言
」
に
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
友
人
マ
ク
シ
ム
・
デ
ュ
・
カ
ン
のSouvenirs littéraires

）
（
（

の
「
第

七
章　

幻
視
者
た
ち
」
は
、
自
殺
の
数
日
前
、
最
後
に
会
っ
た
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
「
黒

い
上
着
」
し
か
着
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
困
窮
の
た
め
「
外
套
」
は
売
り
払
っ
て
い

た
と
い
う
）
、
そ
し
て
「
私
が
見
た
黒
い
上
着
を
着
て
、
高
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
」
た

姿
で
深
夜
に
目
撃
さ
れ
、
翌
朝
縊
死
体
と
し
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
帽
子
と
上
着
の
種
類
、
色
の
限
定
の
有
無
を
措
け
ば
、「
黒
の
ソ
フ
ト
」

「
黒
の
マ
ン
ト
」
に
類
し
た
形
容
を
含
む
「
あ
る
本
」は
、け
っ
し
て
め
ず
ら
し
く
な
い
。

さ
ら
に
、
デ
ュ
マ
の
「
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
」
、
デ
ュ
・
カ
ン
の
「
高
い
帽
子
」
と
い
っ

た
形
容
は
、
「
長
身
」
と
い
う
脚
色
（
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
、
水
野
、
田
村
が
引
く
旅
券
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の
記
載
に
よ
れ
ば
身
長
一
六
八
セ
ン
チ
で
、「
長
身
」と
は
い
い
が
た
い
）
に
つ
な
が
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
水
野
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。

　

ま
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
「
石
川
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
原
型
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
記
述
が
、
す
べ
て
狂
気
の
果
て
に
自
殺
し
た
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
、
遺
体
の
形
容

に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
石
川
が
「
長
身
」「
黒
」「
マ
ン
ト
」

と
い
っ
た
脚
色
を
加
え
た
よ
う
に
み
え
る
こ
と
は
、
自
殺
し
た
狂
気
の
文
学
者
と
い

う
「
文
学
的
形
象
」
の
ロ
マ
ン
性
を
強
調
す
る
た
め
の
、
美
学
的
な
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」

だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
「
黒
の
マ
ン
ト
」
を
「
ひ
ら
ひ
ら
と
夜
風
に
な
び
」
か
せ

た
「
長
身
」
に
は
、
ぶ
ら
ぶ
ら
と
揺
れ
る
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
縊
死
体
が
重
ね
み
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
そ
の
幻
影
と
同
じ
縊
死
の
姿
勢
を
促
さ
れ
た
か
の

よ
う
に
「
か
ら
だ
が
宙
に
吊
り
上
げ
ら
れ
て
」
し
ま
う
「
わ
た
し
」
も
ま
た
、
自
殺

へ
の
誘
惑
に
苛
ま
れ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
ん
な
「
わ
た
し
」
は
、
本
作
の
前
後
に
書
か
れ
た
小
説
に
も
登
場
す
る
。
た
と

え
ば
「
佳
人
」
（
一
九
三
五
・
五
）
の
「
わ
た
し
」
は
、
「
催
眠
薬
に
依
つ
て
［
中
略
］

眠
か
ら
死
に
つ
な
が
ら
う
と
す
る
や
う
な
死
に
方
」
で
は
な
く
、
「
死
に
つ
つ
死
ぬ

こ
と
を
意
識
」
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
死
に
至
る
ま
で
意
識
の
明
晰
に
し
が
み

つ
こ
う
と
す
る
、
こ
の
切
実
さ
か
ら
は
、
「
発
作
」
的
な
意
識
の
喪
失
に
よ
る
自
殺

へ
の
誘
惑
の
つ
よ
さ
が
、
裏
腹
に
読
み
取
ら
れ
る
。
ま
た
「
普
賢
」
（
一
九
三
六
・
六

～
九
）
の
「
わ
た
し
」
は
、
「
黙
黙
と
死
に
つ
い
て
考
へ
」
つ
つ
、
深
夜
に
「
と
き

ど
き
」
「
突
然
「
死
な
う
」
と
さ
け
」
ん
で
は
、
そ
の
「
こ
と
ば
の
活
力
」
に
か
ろ

う
じ
て
救
わ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
学
生
時
代
か
ら
の
親
友
、
庵
文
蔵
は
救
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
物
語

の
最
後
で
モ
ル
ヒ
ネ
と
い
う
「
催
眠
薬
」
に
よ
る
自
殺
に
及
ん
で
し
ま
う
。
「
佳
人
」

や
「
普
賢
」
の
「
わ
た
し
」
が
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
「
山
桜
」
の
「
わ
た
し
」
も

が
、
あ
や
う
く
回
避
し
た
自
殺
へ
の
誘
惑
か
ら
、
つ
い
に
彼
は
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
意
味
で
、
彼
は
「
わ
た
し
」
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
分
身
で
あ
る
。
ま
た
、
早
熟
な

近
眼
の
文
学
青
年
く
ず
れ
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
耽
溺
す
る
蓬
髪
美
貌
の
結
核
患
者
と

い
う
、
通
俗
的
な
ま
で
に
多
く
の
ロ
マ
ン
的
な
設
定
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で

は
、
過
剰
に
ロ
マ
ン
化
さ
れ
た
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
人
物
で
あ
る

）
（
（

。
そ
し
て
「
わ
た
し
」（
た

ち
）
は
、
物
語
を
つ
う
じ
て
彼
に
接
近
し
、
か
ろ
う
じ
て
最
後
に
彼
か
ら
離
脱
す
る
。

あ
た
か
も
彼
が
体
現
し
た
ロ
マ
ン
を
克
服
す
る
か
の
よ
う
に
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
「
文
学
的
形
象
」
の
流
布
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
デ
ュ
・
カ
ン

の
回
想
が
影
響
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
梅
比
良
節
子

）
（
（

が
批
判
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で

彼
は
「
終
始
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
「
狂
人
」「
病
人
」
と
呼
ん
で
哀
れ
」
み
、
絶
筆
の
「
オ
ー

レ
リ
ア
」
に
さ
え
「
狂
気
の
症
例
の
記
録
と
し
て
の
価
値
」
を
し
か
認
め
よ
う
と
し

な
か
っ
た
。
デ
ュ
・
カ
ン
に
よ
る
こ
う
し
た
印
象
づ
け
は
、
蓮
實
重
彥
（
（1
（

も
批
判
的
に

詳
述
し
た
よ
う
に
、
彼
が
梅
原
の
い
う
「
実
利
的
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
精
神
の
体
現

者
」
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
に
君
臨
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
般
的
な
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
評

価
を
導
い
た
と
お
ぼ
し
い
。

　

さ
ら
に
、
や
は
り
学
生
時
代
か
ら
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
親
友
、
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー

チ
ェ
に
よ
る
回
想H

istoire du Rom
antism

e

）
（（
（

が
、
と
り
わ
け
「
黒
の
マ
ン
ト
」
と

い
う
「
意
匠
」
に
即
し
て
、
こ
う
し
た
方
向
性
を
い
っ
そ
う
強
化
し
た
可
能
性
が
あ

る
。
こ
れ
も
水
野
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。

　

と
き
に
「
発
作
」
的
に
狂
気
を
あ
ら
わ
す
若
き
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
、
「
黒
の
礼
服
」

す
な
わ
ち
燕
尾
服
か
ら
の
連
想
も
あ
ず
か
っ
て
か
、
し
ば
し
ば
ゴ
ー
チ
ェ
は
「
燕
」

に
た
と
え
た
。
ま
ず
「
一　

最
初
の
邂
逅
」
に
お
い
て
、
彼
の
来
訪
は
「
馴
れ
切
つ

た
燕
の
や
う
に
開
け
放
た
れ
た
窓
か
ら
這
入
つ
て
来
て
、
小
さ
な
叫
び
を
立
て
な
が

ら
部
屋
の
周
囲
を
飛
び
ま
は
り
、
程
な
く
又
出
て
行
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
「
八　

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
」
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
夢
想
に
耽
る

彼
が
描
か
れ
る
。
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彼
こ
そ
脚
の
な
い
燕
だ
つ
た
。
全
身
が
翼
で
あ
り
、
［
中
略
］
彼
は
行
つ
た
り

来
た
り
し
て
、
思
ひ
が
け
な
い
角
度
を
作
つ
た
唐
突
な
稲ジ

グ

ザ

グ

妻
形
を
描
き
、
上
つ

た
り
下
つ
た
り
、
否
寧
ろ
昇
つ
て
行
つ
て
、
悠
々
空
を
飛
翔
し
た
り
し
て
、［
中

略
］
こ
ん
な
様
子
を
し
て
夢
想
に
耽
つ
て
ゐ
る
彼
に
出
会
つ
た
時
に
は
、
私
は

唐
突
な
近
附
き
方
を
す
る
の
を
差
控
へ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
を
つ
む

つ
た
ま
ゝ
昏
々
と
睡
り
な
が
ら
屋
根
の
縁
を
歩
き
ま
は
る
夢
遊
病
患
者
を
急
に

起
し
た
場
合
の
や
う
に
、
彼
の
目
を
醒
ま
し
て
夢
想
の
高
み
か
ら
墜
落
さ
せ
て

は
な
ら
ぬ
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

「
わ
た
し
」
を
「
魔
法
に
か
か
つ
た
や
う
に
［
中
略
］
宙
に
吊
り
上
げ
」
、
「
あ
や

し
い
熱
に
浮
か
」
さ
れ
た
「
浮
か
れ
ご
こ
ち
」
の
「
発
作
」
に
誘
う
、「
山
桜
」
の
「
ネ

ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
に
は
、
こ
う
し
た
「
燕
」
の
「
翼
」
も
重
ね
み
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
奇
矯
に
ふ
る
ま
い
、
夢
の
世
界
に
遊
ぶ
「
燕
」
の
比
喩
を
、
ゴ
ー

チ
ェ
は
先
立
つ
「
追
悼
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル

）
（（
（

」
で
も
用
い
て
い
た
。
こ

の
追
悼
文
は
、
ゴ
ー
チ
ェ
が
編
集
し
て
没
後
す
ぐ
に
刊
行
さ
れ
た
、
「
オ
ー
レ
リ
ア
」

初
版
を
収
め
た
作
品
集
『
夢
と
人
生
』
の
序
文
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
広
く
読
ま

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
自
死
は
、
表
題
を
ふ
ま
え
て
「
夢
が
人

生
を
殺
し
た
」
と
形
容
さ
れ
、
こ
れ
を
引
用
し
た
坂
口
安
吾
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
牧
野

さ
ん
の
死

）
（（
（

」（
一
九
三
六
・
五
）
で
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
「
一
人
の
牧
野
さ
ん
」
と
呼
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
つ
ぎ
の
「
八
」
の
記
述
は
、こ
の
「
燕
」
を
い
っ
そ
う
黒
々
と
し
た
「
マ

ン
ト
」
＝
「
翼
」
に
包
ま
れ
た
「
烏
」
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

恐
ら
く
そ
の
い
ま
は
の
際
に
、
哀
れ
な
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
、

荘
厳
な
瞬
間
に
屡
々
見
ら
れ
る
思
想
の
飛
躍
に
よ
つ
て
、
船
橋
の
上
で
出
会
つ

た
烏
、
凝
然
た
る
預
言
的
な
眼
付
き
で
彼
を
呪
縛
し
た
あ
の
烏
の
こ
と
を
思
出

し
た
に
相
違
な
い
の
だ
。

　

こ
の
「
烏
」
は
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
南
方
で
「
宿
命
か
ら
直
接
彼
に
送
ら
れ
て
来
た

不
幸
の
使
者
の
や
う
に
」
思
い
込
ん
だ
「
烏
」
で
あ
り
、
彼
が
縊
死
し
た
鉄
柵
の
か

た
わ
ら
で
羽
ば
た
き
、
鳴
い
て
い
た
と
い
う
「
烏
」
で
も
あ
っ
た
。
後
者
は
、
前
掲

の
デ
ュ
・
カ
ン
の
回
想
に
登
場
す
る
し
、
田
村
に
よ
れ
ば
前
掲
の
デ
ュ
マ
ら
、
縊
死

の
現
場
を
訪
れ
た
友
人
た
ち
の
証
言
に
も
頻
出
す
る
と
い
う
。

　

デ
ュ
・
カ
ン
ら
の
形
容
に
く
わ
え
て
、こ
の
ゴ
ー
チ
ェ
の
「
燕
」
と
「
烏
」
の
比
喩
は
、

「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
の
三
つ
の
「
意
匠
」
就
中
「
黒
の
マ
ン
ト
」
の
象
徴
性
を
、

裏
打
ち
し
た
可
能
性
が
高
い
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
構
成
す
る
「
文
学
的
形
象
」

は
、
自
殺
、
狂
気
、
そ
し
て
夢
と
い
う
、
ま
こ
と
に
ロ
マ
ン
的
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
ば
か

り
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　

三

　

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
水
野
が
掲
げ
た
石
川
が
「
喚
起
し
よ
う
と
し
た
文
学
的

形
象
」
の
後
半
部
は
、
宮
下
、
山
口
の
そ
れ
と
と
も
に
、
大
き
く
修
正
さ
れ
る
。
そ

れ
は
「
現
実
」「
現
在
」「
現
」
と
「
幻
想
」「
過
去
」「
夢
」
の
「
重
な
り
」
や
「
間
」

で
、
た
ん
に
「
揺
れ
動
」
い
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
狂
気
に
と
ら
わ
れ
、
後

者
に
む
か
っ
て
墜
落
し
、
つ
い
に
自
殺
し
た
「
詩
人
」
＝
死
人
の
ロ
マ
ン
的
な
「
形

象
」
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
「
夢
が
人
生
を
殺
し
た
」
と
い
う
比
喩
の
と
お
り
に
。

　

で
は
「
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
に
よ
っ
て
定
着
さ
れ
た
象
徴
主
義
の
先
駆
者
と
し

て
で
は
な
く
」
と
い
う
、
前
半
部
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

　

一
九
一
三
年
に
岩
野
泡
鳴
訳
で
出
版
さ
れ
た
シ
モ
ン
ズ
のThe Sym

bolist 

m
ovem

ent in Literature

）
（（
（

に
お
け
る
紹
介
は
、
日
本
に
お
け
る
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
受
容

を
決
定
的
に
導
い
た
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
書
誌
に
詳
し
い
井
村
実
名
子

）
（（
（

は
、「
ネ
ル
ヴ
ァ

ル
は
［
中
略
］
シ
モ
ン
ズ
と
と
も
に
海
を
渡
っ
て
き
た
」
「
つ
つ
ま
し
い
無
名
作
家
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で
あ
っ
た
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
、
こ
の
よ
う
な
稀
有
な
書
物
の
最
初
の
章
に
特
別
に
《
象

徴
派
の
先
駆
者
》
と
し
て
の
席
を
与
え
ら
れ
、
象
徴
主
義
の
魅
力
に
幻
惑
さ
れ
き
っ

た
明
治
末
期
の
詩
壇
に
の
り
こ
ん
で
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
き
ら
か
な
誤
訳

を
含
み
つ
つ
も
、
そ
の
影
響
が
中
原
中
也
、
小
林
秀
雄
ら
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
は
、

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
、
象
徴
主
義
全
盛
の
現
在
か
ら
遡
行
し
、

一
九
世
紀
前
半
の
ロ
マ
ン
主
義
文
学
者
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
偉
大
な
「
先
駆
者
」
と
し

て
の
「
文
学
的
形
象
」
を
与
え
た
点
で
、
同
書
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
水
野
は
、
む
し
ろ
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
に
も
通
じ
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
二
〇
世
紀
文
学
的
な
「
理
知
」
を
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
認
め
る
観
点
か
ら
、
こ
う

し
た
「
文
学
的
形
象
」
を
退
け
て
み
せ
た
。
山
口
の
い
う
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
論
理
」
も
、

こ
の
「
理
知
」
と
あ
わ
せ
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

　

井
村
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
よ
う
や
く
一
九
三
〇
年
に
「
正
当
な
文
学
史
に
揺

ぎ
な
い
席
を
要
求
し
う
る
作
家
」
と
な
っ
て
以
降
、
水
野
が
と
り
あ
げ
た
プ
ル
ー
ス

ト
の
も
の
な
ど
、
優
れ
た
論
考
が
あ
い
つ
い
だ
こ
と
に
も
よ
り
、
た
し
か
に
ネ
ル
ヴ
ァ

ル
の
「
文
学
的
形
象
」
は
急
速
に
刷
新
さ
れ
て
い
っ
た
。
い
わ
ば
デ
ュ
・
カ
ン
、
ゴ
ー

チ
ェ
、
シ
モ
ン
ズ
的
な
「
形
象
」
か
ら
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
「
形
象
」
へ
と
。
そ
し

て
、
い
く
つ
か
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
を
参
照
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
「
無
意
志
的
な
記

憶
の
回
帰
を
再
現
す
る

）
（（
（

」
「
プ
ル
ー
ス
ト
に
も
影
響
を
与
え
」
た
「
精
神
を
扱
う
手

法
）
（（
（

」
の
文
学
者
と
い
っ
た
、
こ
の
後
者
の
「
形
象
」
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、

し
だ
い
に
日
本
で
も
定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
井
村
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
で
も

「
こ
の
小
作
家
」
へ
の
評
価
は
低
く
、
「
東
大
仏
文
科
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
『
フ
ラ
ン
ス

文
学
史
』
（1955

）
に
さ
え
も
無
視
さ
れ
」
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
戦
後
な
ら
ば
と
も
か
く
、
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
に
お
い

て
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
二
〇
世
紀
的
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
「
形
象
」
が
、
ひ
ろ
く
抱
懐

さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

た
と
え
ば
小
林
秀
雄
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
様
々
な
る
意
匠

）
（（
（

」
（
一
九
二
九
・
四
）
で
、

水
野
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
「
狂
詩
人
」
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
例
と
し
て
「
写レ

ア

リ

ス

ム

実
主
義
」

を
説
明
し
た
。
し
か
し
水
野
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
先
進
的
な
「
理
知
」
を

認
め
た
わ
け
で
は
、
け
っ
し
て
な
い
。
む
し
ろ
ぎ
ゃ
く
に
、
「
写レ

ア

リ

ス

ム

実
主
義
」
は
「
各

自
の
資
質
に
従
つ
て
、
各
自
の
夢
を
築
か
む
と
す
る
地
盤
」
「
最
上
芸
術
家
の
実
践

の
前
提
」
「
安
易
な
領
域
」
に
す
ぎ
ず
、
「
芸
術
家
」
の
本
当
の
「
困
難
」
は
「
こ
の

上
に
如
何
な
る
夢
を
築
か
む
と
す
る
か
に
存
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
つ

づ
け
て
小
林
は
、
そ
う
し
た
「
最
も
精
妙
な
る
「
写レ

ア

リ

ス

ム

実
主
義
」
の
問
題
」
は
、
じ
つ

は
「
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
よ
つ
て
継
承
さ
れ
、
マ
ラ
ル
メ
の
秘
教
に
至
つ
て
そ
の
頂
点

に
達
し
た
」
「
「
象サ

ン

ボ

リ

ス

ム

徴
主
義
」
の
問
題
」
と
一
致
す
る
と
も
述
べ
た
。

　

つ
ま
り
小
林
は
、
こ
こ
で
「
写レ

ア

リ

ス

ム

実
主
義
」
と
「
象サ

ン

ボ

リ

ス

ム

徴
主
義
」
を
と
も
に
克
服
し
た

「
こ
の
上
」
に
こ
そ
、
今
日
の
「
芸
術
家
」
の
「
夢
」
が
「
実
践
」
さ
れ
る
べ
き
「
困
難
」

を
認
め
て
い
る
。
「
脳
細
胞
か
ら
意
識
を
引
き
出
す
唯
物
論
も
、
精
神
か
ら
存
在
を

引
き
出
す
観
念
論
も
等
し
く
否
定
し
た
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
お
け
る
「
物
」
」

の
今
日
性
を
述
べ
た
、
こ
れ
に
つ
づ
く
有
名
な
く
だ
り
は
、
こ
う
し
た
認
識
と
パ
ラ

レ
ル
で
あ
る
。
こ
の
「
物
」
と
は
「
芸
術
家
」
の
「
夢
」
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　

小
林
は
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
マ
ラ
ル
メ
ら
と
と
も
に
、
克
服
す
べ

き
一
九
世
紀
文
学
の
範
疇
に
繰
り
入
れ
て
い
る
。
唯
物
史
観
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
ま
さ

に
シ
モ
ン
ズ
的
と
い
っ
て
よ
い
、
リ
ニ
ア
な
文
学
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
以
前
の
、
デ
ュ
・
カ
ン
、
ゴ
ー
チ
ェ

的
な
「
狂
詩
人
」
と
い
う
形
容
が
用
い
ら
れ
た
の
も
、
け
だ
し
当
然
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
石
川
の
「
普
賢
」
に
、
「
わ
た
し
」
と
表
裏
一
体
を
な
す
庵
文
蔵
と
い
う

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
詩
人
の
伝
記
執
筆
と
い
う
「
こ

と
ば
」
に
向
か
う
「
わ
た
し
」
と
、
「
こ
と
ば
」
を
失
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
に
耽
溺
す

る
文
蔵
（
ま
こ
と
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
命
名
で
あ
る
）
と
は
好
対
照
で
あ
り
、「
人
生
」
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と
「
夢
」
の
対
立
を
表
象
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
「
わ
れ
わ
れ
」
の
モ
ノ

ロ
ー
グ
と
化
し
た
両
者
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
な
か
で
、
「
わ
た
し
」
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
シ
モ
ン
ズ
に
言
及
す
る
。

欠
陥
。
欠
陥
が
あ
れ
ば
ど
う
し
た
と
い
ふ
ん
だ
。
ひ
と
は
そ
こ
か
ら
花
を
咲
か

せ
る
ほ
か
欠
陥
を
処
理
す
る
す
べ
は
な
い
ん
だ
。
シ
モ
ン
ズ
だ
か
だ
れ
だ
か
、

だ
れ
で
も
い
い
、
紙
に
ぱ
つ
と
花
が
咲
く
や
う
に
書
け
と
い
ふ
。
豚
に
な
め
ら

れ
た
や
う
に
万
遍
な
く
出
来
上
つ
て
ゐ
る
人
間
に
そ
ん
な
見
事
な
芸
当
が
で
き

る
と
思
ふ
の
か
。

　

最
後
の
一
文
に
、
夏
目
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
十
夜
」
の
影
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
は
触
れ
な
い

）
（（
（

。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
右
の
一
節
が
、
シ
モ
ン
ズ
が
ネ
ル

ヴ
ァ
ル
を
論
じ
た
、
つ
ぎ
の
部
分
を
ふ
ま
え
て
い
た
と
お
ぼ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
後

述
す
る
宍
戸
儀
一
の
訳
文
を
引
く
。

と
こ
ろ
で
、
ジ
ェ
ラ
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
全
世
界
に
先
ん
じ
て
見
抜
い
た

の
は
、
詩
は
奇
蹟
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
ふ
こ
と
、
美
へ
の
讃
歌
で
も
な
く
、
美

の
叙
述
で
も
な
く
、
美
の
鏡
で
も
な
い
、
紙
面
か
ら
ふ
た
た
び
咲
き
出
す
美
そ

の
も
の
、
色
、
匂
ひ
、
想
像
さ
れ
た
花
の
形
な
ど
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ

た
。
幻
想
は
、
す
な
は
ち
制
し
が
た
い
幻
想
は
、
彼
の
意
志
を
超
え
て
、
も
し

く
は
逆
ら
つ
て
、
彼
を
訪
れ
て
来
た
。
し
か
も
彼
は
、
幻
想
が
根
で
あ
つ
て
そ

の
根
か
ら
花
が
咲
き
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
た
。
幻
想
は

彼
に
象
徴
を
教
へ
た
。
し
か
も
、
彼
は
、
花
が
可
見
の
形
を
と
る
の
は
象
徴
に

よ
つ
て
の
み
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
た
。

　

詩
人
の
伝
記
を
つ
う
じ
て
、
女
性
の
「
象
徴
」
に
託
し
た
「
夢
」
＝
「
美
」
＝
「
花
」

を
あ
ら
わ
そ
う
と
苦
し
む
「
わ
た
し
」
は
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
よ
う
に
「
花
」
を
咲
か

せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
讃
歌
」
「
叙
述
」
「
鏡
」
し
か
書
け
な
い
現
状
を
嘆
い
て
い

る
。
ぎ
ゃ
く
に
文
蔵
は
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
よ
う
に
「
夢
」
に
陥
り
、
「
人
生
」
を
見

失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
両
者
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
＝

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
お
わ
り
に
、
お
互
い
の
首
を
絞
め
て
殺
し
あ
う
。
か
く
し
て
石
川

は
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
縊
死
を
お
も
か
げ
と
し
て
、
「
夢
と
人
生
」
の
相
克
を
、
自
殺

＝
心
中
（
未
遂
）
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
。

　

こ
の
「
普
賢
」
の
一
場
面
の
演
出
が
、
シ
モ
ン
ズ
に
よ
る
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
ロ
マ

ン
的
な
「
形
象
」
に
依
拠
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
先
立
つ
「
山
桜
」
の
「
ネ

ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
も
、
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら

水
野
が
い
う
「
文
学
的
形
象
」
の
前
半
部
を
真
逆
の
方
向
に
修
正
す
る
可
能
性
が
、

さ
ら
に
導
か
れ
る
。

　

「
普
賢
」
連
載
開
始
と
同
月
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
象
徴
詩
と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
」

（
一
九
三
六
・
六
、
の
ち
「
ヴ
ァ
レ
リ
イ
」
の
「
二
」
）
の
、
つ
ぎ
の
く
だ
り
が
、
こ

れ
を
裏
づ
け
て
い
る
。

一
八
八
五
年
と
い
ふ
の
は
［
中
略
］
、
ま
さ
し
く
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
発
展
の
道
標

と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
拠
つ
て
来
る
と
こ
ろ
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は

十
九
世
紀
中
葉
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
精
神
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
た
と
へ
ば
シ
モ
ン
ズ
は
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
を
論
ず
る
に
あ
た
つ
て
バ
ル
ザ
ッ

ク
か
ら
は
じ
め
て
ゐ
る
。

　

「
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
」
を
考
え
る
に
は
「
十
九
世
紀
中
葉
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
精

神
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
と
述
べ
る
石
川
が
、
こ
の
時
点
ま
で
シ
モ

ン
ズ
に
な
ら
い
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
ら
ロ
マ
ン
主
義
文
学
者
を
「
象
徴
主
義
の
先
駆
者
」

と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
も
は
や
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
「
シ
モ
ン
ズ
は
［
中
略
］
バ
ル
ザ
ッ
ク
か
ら
は
じ
め
て
ゐ
る
」
と

述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
岩
野
泡
鳴
訳
の
シ
モ
ン
ズ
は
、
ネ
ル

ヴ
ァ
ル
を
筆
頭
と
し
て
、
以
下
リ
ラ
ダ
ン
、
ラ
ン
ボ
ー
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
…
…
と
い

う
順
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
主
義
文
学
者
た
ち
を
紹
介
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
井
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村
は
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
「
最
初
の
章
に
特
別
に
《
象
徴
派
の
先
駆
者
》
と
し
て
の
席

を
与
え
ら
れ
」
た
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
泡
鳴
の
翻
訳
が
、
本
書

の
初
版
（
一
八
九
九
）
を
底
本
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
ル

ザ
ッ
ク
、
ゴ
ー
チ
ェ
ら
の
紹
介
は
、
初
版
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
第
一
部
と
し
た
う
え

で
、
増
補
版
（
一
九
〇
八
、
一
九
一
九
）
の
第
二
部
に
、
は
じ
め
て
加
え
ら
れ
た

）
（2
（

。

し
た
が
っ
て
石
川
は
、
遅
く
と
も
一
九
三
六
年
ま
で
に
は
、
も
は
や
シ
モ
ン
ズ
を
初

版
、
泡
鳴
訳
で
読
ん
で
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る

）
（（
（

。

　

し
か
し
、
た
ん
に
増
補
版
の
原
書
で
読
ん
だ
と
す
る
の
も
早
計
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
増
補
版
に
基
づ
く
は
じ
め
て
の
翻
訳
が
、
一
九
三
七
年
に
宍
戸
儀
一
訳
で
出

版
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

の
だ
が
、
同
書
は
原
書
の
一
部
、
二
部
の
構
成
を
解
体
し
、
文
学
者

の
生
年
順
に
再
構
成
す
る
と
い
う
、
独
自
の
編
集
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
ロ
マ
ン
主

義
、
写
実
主
義
か
ら
象
徴
主
義
に
発
展
す
る
リ
ニ
ア
な
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
史

は
、
最
年
長
（
一
七
九
九
年
生
）
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
か
ら
は
じ
ま
り
、
以
下
メ
リ
メ
、

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
、
ゴ
ー
チ
ェ
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
…
…
最
年
少
（
一
八
六
二

年
生
）
の
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
と
つ
づ
く
列
伝
と
し
て
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
可
視
化
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
石
川
は
、
同
書
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ

ク
を
第
二
部
で
と
り
あ
げ
た
増
補
版
の
原
書
だ
け
を
読
ん
だ
と
す
れ
ば
、「
バ
ル
ザ
ッ

ク
か
ら
は
じ
め
て
ゐ
る
」
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
不
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

宍
戸
は
、
同
書
の
「
訳
者
の
あ
と
が
き
」
に
「
特
に
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
」
山

内
義
雄
ら
へ
の
謝
辞
を
記
し
て
い
る
。
石
川
と
の
親
密
な
関
係

）
（（
（

を
鑑
み
る
な
ら
、
こ

の
山
内
を
介
し
て
、
出
版
前
の
同
書
に
石
川
が
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
同
書
の
出
版
は
、
当
時

の
石
川
の
ま
わ
り
で
、
シ
モ
ン
ズ
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
（
ま
だ
）
共
有
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
証
す
る
。
そ
こ
で
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
、
た
だ
一
人
「
特
別
」
の
「
先
駆
者
」

で
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
他
の
巨
星
た
ち
と
並
べ
ら
れ
、
む
し
ろ
「
先
駆
者
」
と

し
て
の
地
位
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
た
。

　

く
わ
え
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
他
方
で
シ
モ
ン
ズ
は
、
さ
ら
に
年
少
（
一
八
七
一

年
生
）
の
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
、
象
徴
主
義
文
学
者
と
し
て
と
り
あ
げ
な
か
っ

た
。
さ
き
の
石
川
の
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
「
象
徴
詩
と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
」
も
、
両
者

に
「
と
」
と
い
う
一
線
を
画
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
シ
モ
ン
ズ
的
な
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
延
長
線
上
に
、
水
野
が
示
唆
し
た
プ
ル
ー
ス
ト
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
レ

リ
ー
に
二
〇
世
紀
文
学
の
可
能
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
、
石
川
の
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ

だ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

四

　

当
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
シ
モ
ン
ズ
と
は
べ
つ
の
重
要
な
テ

ク
ス
ト
を
、
も
う
ひ
と
つ
視
野
に
お
さ
め
て
お
き
た
い
。
あ
ら
た
め
て
石
川
の
ま
わ

り
を
み
わ
た
し
て
み
よ
う
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
坂
口
安
吾
は
、
と
も
に
縊
死
し
た
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
牧
野
信
一
を

重
ね
み
て
い
た
。
「
牧
野
さ
ん
の
死
」
の
「
彼
［
牧
野
］
の
一
生
の
文
学
が
自
殺
を

約
束
さ
れ
た
、
自
殺
と
一
心
同
体
の
、
文
学
だ
つ
た
」
と
い
う
く
だ
り
に
は
、
デ
ュ
・

カ
ン
的
な
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
「
文
学
的
形
象
」
が
、
あ
き
ら
か
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
「
夢
が
人
生
を
殺
し
た
」
と
い
う
追
悼
文
の
一
節
が
引
か
れ
た
こ

と
は
、
そ
れ
が
ゴ
ー
チ
ェ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

こ
の
一
節
は
、
「
牧
野
さ
ん
の
死
」
と
同
時
期
に
起
筆
さ
れ
て
い
た

）
（（
（

、
長
篇
『
吹

雪
物
語
』（
一
九
三
八
・
七
）
の
副
題
「
夢
と
知
性
」
に
も
ふ
ま
え
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
く
、

牧
野
＝
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
影
響
の
大
き
さ
を
証
し
て
い
る
。
同
じ
く
牧
野
に
影
響
さ
れ

た
石
川
も
、
そ
の
死
に
際
し
て
エ
ッ
セ
イ
「
牧
野
信
一
氏
を
悼
む
」
（
一
九
三
六
・
五
、

の
ち
「
牧
野
信
一
」
）
を
書
き
、
牧
野
を
「
ど
ん
な
小
説
を
書
い
て
も
詩
に
し
か
な
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ら
ぬ
作
者
」
「
そ
の
は
て
は
詩
に
な
る
ほ
か
は
な
く
書
き
つ
づ
け
る
作
者
の
業
苦
が

い
た
ま
し
い
の
み
」
と
評
し
た
。
こ
の
「
小
説
」
を
「
人
生
」
「
知
性
」
に
、
「
詩
」

を
「
夢
」
に
、
さ
ら
に
「
死
」
に
も
重
ね
る
な
ら
、
石
川
の
牧
野
へ
の
評
価
は
、
両

者
の
相
克
に
「
自
殺
と
一
心
同
体
の
」
「
業
苦
」
を
認
め
て
い
た
点
で
、
ネ
ル
ヴ
ァ

ル
の
「
文
学
的
形
象
」
に
即
し
て
安
吾
と
一
致
す
る
。
し
て
み
れ
ば
、
エ
ッ
セ
イ
冒

頭
の
「
牧
野
信
一
氏
の
死
は
ま
さ
し
く
わ
た
し
の
血
管
の
中
で
の
事
件
に
相
違
な
い
」

と
い
う
吐
露
は
、
牧
野
＝
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
な
「
死
」
＝
「
詩
」
へ
の
誘
惑
に
、
石
川

も
ま
た
と
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
告
白
で
あ
っ
た
。

　

石
川
も
、
安
吾
と
同
じ
く
、
ゴ
ー
チ
ェ
か
ら
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
「
文
学
的
形
象
」
を

受
け
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
「
山
桜
」
に
お
け
る
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」

の
「
意
匠
」
が
、
ゴ
ー
チ
ェ
の
回
想
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
、
さ
き
に
示
し
た
可

能
性
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
る
。

　

ゴ
ー
チ
ェ
の
回
想
は
、
渡
邊
一
夫
に
よ
っ
て
『
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
誕
生
』
と
題
し

て
訳
さ
れ
、
中
島
健
蔵
の
評
論
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
つ
い
て
」
と
合
冊
で
、
青
木
書

房
の
「
ふ
ら
ん
す
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
叢
書
」
に
収
め
ら
れ
た
。
「
山
桜
」
の
三
年
後
、

一
九
三
九
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
叢
書
は
、
シ
モ
ン
ズ
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト

で
「
象
徴
主
義
の
先
駆
者
」
と
み
な
さ
れ
る
、
一
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
文
学
者
た

ち
の
著
作
を
集
め
て
い
た
。
中
村
真
一
郎
が
訳
し
た
、
短
篇
「
シ
ル
ヴ
ィ
」
を
含
む

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
作
品
集
『
火
の
娘
』
も
、
一
九
四
一
年
八
月
に
、
や
は
り
こ
の
叢
書

に
収
め
ら
れ
た
。

　

本
書
は
、じ
つ
は
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
回
想
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
。
渡
邊
の
「
解

説
」
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
彼
を
含
む
「
普
通
文
学
史
に
も
取
扱
は
れ
て
ゐ
な
い

や
う
な
無
名
の
人
々
」
に
光
を
当
て
、
守
旧
勢
力
の
妨
害
に
抗
し
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・

ユ
ゴ
ー
の
戯
曲
「
エ
ル
ナ
ニ
」
の
上
演
を
敢
行
し
た
事
件
に
お
い
て
ピ
ー
ク
を
迎
え

た
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
運
動
の
黎
明
期
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

渡
邊
は
、
原
題
のhistoire

を
、
普
通
に
「
歴
史
」
「
物
語
」
で
は
な
く
「
誕
生
」

と
意
訳
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
解
説
」
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
運
動
が
如
何
に
当
時
の
青
年
を
熱
狂
せ
し
め
た
か
を
、
又
こ
の

運
動
が
単
に
文
芸
美
術
の
領
域
内
に
止
ま
ら
ず
、
既
に
人
生
観
世
界
観
の
領
域

に
ま
で
革
命
的
な
振
動
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
、
本
書
は
明
か
に

示
し
得
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
［
中
略
］
こ
の
沸
騰
し
た
精
神
、
荒
れ
狂
ふ
奔

流
こ
そ
、
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
精
神
で
あ
り
、
そ
の
青
春
の
姿
で
あ
つ
た
。
か
ゝ

る
が
故
に
筆
者
は
、
敢
て
「
誕
生
」
と
改
題
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
精
神
」
を
「
熱
狂
」
「
青
春
の
姿
」
と
し
て
と
ら
え
る

観
点
は
、
戦
後
の
改
訂
に
際
し
て
、
渡
邊
が
本
書
を
『
青
春
の
回
想
』
と
改
題
し
た

こ
と
に
、
い
っ
そ
う
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
の
観
点
を
石
川
も
、

ま
ず
具
体
的
な
「
意
匠
」
と
し
て
、
本
書
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
「
わ
た
し
」
と
文
蔵
の
「
青
春
」
を
描
い
た
「
普
賢
」
と
、
ゴ
ー

チ
ェ
と
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
描
い
た
同
書
「
八
」
の
記
述
と
の
照
応
は
、
偶
然
と
は
思
わ

れ
な
い
。

・
夜
ご
と
に
誘
ひ
あ
つ
て
は
あ
ち
こ
ち
の
バ
ー
に
出
入
し
は
じ
め
た
が
、
一
方
わ

れ
わ
れ
の
関
心
は
本
よ
り
も
衣
裳
の
う
へ
に
移
り
、
独
特
の
考
案
に
係
る
変
り

型
の
服
を
つ
く
ら
せ
、
香
水
の
し
ぶ
き
の
立
つ
朱
裏
の
マ
ン
ト
を
ひ
る
が
へ
し
、

行
人
の
あ
き
れ
顔
を
あ
ざ
み
つ
つ
黄
昏
の
巷
を
闊
歩
す
る
有
様
で
、
か
く
汲
汲

と
し
て
酒
と
虚
飾
の
た
め
に
努
め
て
や
ま
な
か
つ
た
の
は
い
つ
た
い
ど
ん
な
情

熱
に
憑
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ら
う
か
。

・
誰
も
彼
も
が
、
ル
ー
ベ
ン
ス
風
の
柔
か
い
フ
ェ
ル
ト
帽
子
だ
と
か
、
肩
に
ひ
つ

か
け
た
天
鵞
絨
地
の
マ
ン
ト
だ
と
か
［
中
略
］
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
異
国
的
な
衣

裳
を
附
け
、
何
か
奇
妙
な
扮
装
を
凝
ら
し
て
、
人
目
を
惹
か
う
と
し
た
一
風
変

つ
た
時
代
に
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
極
め
て
簡
素
な
、
つ
ま
り
人
込
み
に
這
入
つ
て
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も
気
附
か
れ
ま
い
と
し
て
ゐ
る
よ
う
な
、
極
め
て
人
目
に
立
た
ぬ
服
装
を
し
て

ゐ
た
。

　

同
書
「
十　

赤ち

よ

つ

き

胴
著
の
伝
説
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
「
奇
妙
な
扮
装
」
を

好
み
、
派
手
な
長
髪
に
深
紅
の
チ
ョ
ッ
キ
を
ま
と
っ
て
「
エ
ル
ナ
ニ
」
事
件
の
伝
説

と
な
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ゴ
ー
チ
ェ
で
あ
っ
た
。
「
普
賢
」
の
文
蔵
が
「
ぼ
う

ぼ
う
と
煤
け
た
髪
」
で
「
棒
紅
」
を
愛
用
す
る
の
は
、
ひ
そ
か
に
こ
の
「
奇
妙
な
扮

装
」を
ふ
ま
え
た
「
意
匠
」だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
か
た
や
実
際
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
、

こ
と
服
装
に
か
ぎ
っ
て
は
「
燕
」
の
ご
と
く
、
ま
っ
た
く
反
ロ
マ
ン
的
だ
っ
た
よ
う

だ
が
。
ま
た
「
朱
裏
の
マ
ン
ト
」
が
、
「
山
桜
」
の
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
を
、

す
な
わ
ち
「
黒
の
マ
ン
ト
」「
赤
裏
の
黒
布
」
を
う
け
つ
ぐ
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
て
み
れ
ば
、
や
は
り
石
川
が
同
書
を
、
少
な
く
と
も
そ
の
記
述
を
ふ
ま
え
た
べ
つ

の
本
を
、
訳
出
さ
れ
る
前
に
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

さ
ら
に
、
同
書
が
も
た
ら
し
た
観
点
は
、
こ
う
し
た
美
学
的
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
渡
邊
は
、
ゴ
ー
チ
ェ
た
ち
の
運
動
を
「
人
生
観
世
界
観
の
領
域
に
ま
で
革

命
的
な
振
動
を
及
ぼ
し
た
」
と
述
べ
て
い
た
。
戦
時
下
ゆ
え
表
現
を
抑
制
し
た
と
お

ぼ
し
い
こ
の
一
節
は
、
戦
後
の
改
訂
版
で
は
「
十
八
世
紀
に
行
は
れ
た
重
大
な
変
革

フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
自
然
に
芽
生
え
た
文
化
運
動
、
精
神
運
動
」
と
改
稿
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
運
動
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
結
び
つ
け
、
小

林
と
同
様
に
「
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
」
と
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
る
観
点
も
、
こ
こ

に
は
明
白
な
の
で
あ
る
。

　

合
冊
さ
れ
た
中
島
健
蔵
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
つ
い
て
」
は
、
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

ロ
マ
ン
チ
ス
ム
に
就
い
て
特
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
の
中
に
、
旧

貴
族
の
没
落
と
、
第
三
階
級
の
上
昇
と
の
二
つ
の
因
子
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

文
学
に
於
け
る
此
の
二
因
子
は
、
や
が
て
小
市
民
と
い
ふ
一
つ
の
浮
動
階
級
に

と
け
込
み
、
頽
廃
に
向
か
ふ
消
極
面
と
、
権
力
に
憧
が
れ
る
積
極
面
と
を
形
成

し
た
と
云
へ
よ
う
。

　

唯
物
史
観
の
明
快
な
図
式
化
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
頽
廃
に
向
か
ふ
消
極
面
」
を

文
蔵
に
、
「
権
力
に
憧
が
れ
る
積
極
面
」
を
「
わ
た
し
」
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
そ
の

ま
ま
「
普
賢
」
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
説
明
と
も
な
ろ
う
。
こ
の
「
小
市
民
と
い
ふ
一
つ

の
浮
動
階
級
」
の
「
積
極
面
」
の
先
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

が
「
権
力
」
を
奪
取
す
る
（
の
に
「
小
市
民
」
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
が
「
積
極
」
的

に
参
与
す
る
）
未
来
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
、
石
川
の
ま
わ

り
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
た
ち
は
、
ゴ
ー
チ
ェ
を
介
し
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ロ

マ
ン
主
義
文
学
運
動
を
と
ら
え
て
い
た
。
シ
モ
ン
ズ
的
な
リ
ニ
ア
な
文
学
史
は
、
や

は
り
こ
う
し
た
進
歩
史
観
と
親
和
性
が
高
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
も
そ
の
圏
内
に
置
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
き
に
触
れ

た
『
火
の
娘
』
を
訳
し
た
中
村
真
一
郎

）
（（
（

は
、
学
生
時
代
に
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
傾
倒
し
た

お
も
な
理
由
を
、
「
純
粋
芸
術
家
で
あ
り
な
が
ら
、
常
に
現
実
政
治
に
参
与(

ア
ン

ガ
ー
ジ
エ)

し
て
い
た
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
」
に
「
「
政
治
と
文
学
」
と
の
相
克
」
を
認
め

た
か
ら
だ
と
、
の
ち
に
回
想
し
て
い
る
。
ま
た
澁
澤
龍
彥
（
（2
（

も
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
ら
「
小

ロ
マ
ン
派
」
の
運
動
は
、
つ
い
に
「
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
自
由
の
問
題
」
「
共

和
主
義
思
想
」
に
ま
で
及
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。
渡
邊
、
中
島
の
所
説
を
ふ
ま
え
る

と
き
、
こ
れ
ら
は
戦
後
的
な
評
価
と
ば
か
り
は
み
な
し
が
た
い
。
そ
こ
に
は
戦
前
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
透
視
さ
れ
て
い
る
。

　

渡
辺
一
民

）
（（
（

は
、
一
九
三
七
年
八
月
に
渡
邊
が
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
リ
テ
ラ
テ
ュ
ー

ル
！
」
か
ら
、
「
も
は
や
「
自
身
の
強
さ
以
外
に
凭
れ
る
も
の
は
な
い
」
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
ほ
と
ん
ど
希
望
の
な
い
反
抗
の
言
葉
を
語
る
こ
と
こ
そ
文
学
者
に
残

さ
れ
た
唯
一
の
道
だ
と
い
う
、
ま
さ
に
悲
壮
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
決
意
」
を
読

み
取
り
、
そ
れ
が
二
年
後
の
同
書
の
翻
訳
に
つ
な
が
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。
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す
で
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
壊
滅
し
、
国
体
明
徴
声
明
、
二
・
二
六
事
件

か
ら
中
国
と
の
開
戦
に
む
か
う
時
期
に
、
一
人
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
に
よ
っ
て
自
覚

さ
れ
た
こ
の
「
悲
壮
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
決
意
」
を
、
石
川
も
共
有
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
普
賢
」
の
「
わ
た
し
」
が
希
求
す
る
「
象
徴
」
が
、
殉
教

者
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
に
し
て
非
合
法
革
命
運
動
に
た
ず
さ
わ
る
女
性
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。
そ
の
の
ち
「
履
霜
」
（
一
九
三
七
・
一
〇
）
、
「
マ
ル
ス

の
歌
」
（
一
九
三
八
・
一
）
の
よ
う
に
、
時
局
に
「
ほ
と
ん
ど
希
望
の
な
い
反
抗
の
言

葉
」
を
投
げ
か
け
る
小
説
が
、
あ
い
つ
い
で
書
か
れ
た

）
（（
（

こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
な
ら

ば
、
こ
れ
ら
に
先
立
つ
「
山
桜
」
に
も
、
そ
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
「
文
学
的
形
象
」
に

も
、
そ
う
し
た
「
決
意
」
は
込
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

五

　

か
く
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
者
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
「
文
学
的
形
象
」
に
は
、
デ
ュ
・

カ
ン
、
ゴ
ー
チ
ェ
的
な
狂
気
と
夢
に
と
ら
わ
れ
た
自
殺
者
、
シ
モ
ン
ズ
的
な
「
象
徴

主
義
の
先
駆
者
」
に
重
ね
て
、
あ
ら
た
に
ゴ
ー
チ
ェ
的
な
小
市
民
共
和
主
義
者
と
い

う
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
む
し
ろ
渡
邊
一
夫
的

と
み
な
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
を
入
口
と
み
な
す
な
ら
、
正
気
を
保
っ
て
現
実
を
生
き
る
こ
と
、
ロ
マ
ン

主
義
か
ら
象
徴
主
義
に
至
る
一
九
世
紀
の
文
学
を
超
え
て
二
〇
世
紀
の
文
学
を
め
ざ

す
こ
と
、
そ
し
て
来
た
る
べ
き
革
命
に
参
与
す
る
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
出
口
の
ア

ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
と
な
る
。
「
山
桜
」
は
、
そ
う
し
た
出
口
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
た
寓

話
と
し
て
読
ま
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
は
、
到
達
す
べ
き
出
口
の
理

想
で
は
な
く
、
克
服
す
べ
き
入
口
の
文
学
者
の
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
本
作
は
、
一
面
ま
こ
と
に
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
な
作
品
で
あ
る
。
水
野
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
死
ん
だ
女
性
の
お
も
か
げ
を
主
題
と
し
て
い
る
点
で
、
そ
の
短
篇

「
シ
ル
ヴ
ィ
」
を
ふ
ま
え
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
同
作
に
つ
い
て
入
沢
康
夫

）
（（
（

が
指

摘
す
る
よ
う
な
、
語
り
の
現
在
と
過
去
を
往
還
す
る
「
き
わ
め
て
複
雑
な
時
間
的
場
」

が
本
作
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
む
か
し
の
拙
稿
で
触
れ
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
入
口
と
し
て
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
結
び
の
一
文

を
引
く
。

そ
の
と
き
は
つ
と
、
さ
う
だ
、
京
子
は
去
年
の
く
れ
肺
炎
で
た
し
か
に
死
ん
で

し
ま
つ
て
ゐ
る
の
だ
、
ま
つ
た
く
さ
う
だ
つ
た
と
、
ぴ
ん
と
鳴
ら
す
指
の
音
で

鼻
づ
ら
を
打
た
れ
た
ご
と
く
、
私
の
眼
路
の
か
ぎ
り
に
た
ち
こ
め
た
霧
は
今
と

ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
散
り
か
け
る
の
で
あ
つ
た
が
、
さ
て
そ
ん
な
に
も
明
る
い
光
線

の
下
で
ま
だ
か
た
く
な
に
鞭
を
ふ
る
つ
て
ゐ
る
善
作
［
京
子
の
夫
］
の
背
中
の

表
情
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
立
ち
至
つ
た
か
と
思
へ
ば
、
ほ
つ
と

一
息
入
れ
る
束
の
間
の
安
息
と
て
は
な
く
、
わ
た
し
は
襟
も
と
が
ぞ
く
ぞ
く
と

し
て
そ
の
場
に
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
つ
た
。

　

「
シ
ル
ヴ
ィ
」
は
、
忘
れ
え
ぬ
女
性
が
既
に
死
ん
で
い
た
こ
と
を
「
私
」
に
告
げ
る
、

第
三
者
の
言
葉
で
終
わ
る

）
（2
（

。
か
た
や
「
山
桜
」
の
結
末
に
は
、
死
の
想
起
の
の
ち
、

残
酷
な
現
実
に
「
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
立
ち
至
」
り
、「
束
の
間
の
安
息
」

も
許
さ
れ
ず
「
立
ち
す
く
」
む
「
わ
た
し
」
こ
そ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
出

口
に
注
目
す
る
と
き
、
本
作
は
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
な
「
夢
」
物
語
と
い
う
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
怪
奇
な
「
夢
」
か
ら
醒
め
て
、
苛
酷
な
「
人
生
」
に
「
直
面
」
す
る
物
語
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
出
口
へ
の
導
き
を
、
石
川
は
ど
の
よ
う
な
文
学
者
た
ち
に
求
め

て
い
た
の
か
。

　

ま
ず
、
や
は
り
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。
エ
ッ
セ
イ
「
象
徴
詩
と
ヴ
ァ

レ
リ
ー
」
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
ら
の
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
」
か
ら
「
サ
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ン
ボ
リ
ス
ム
」
へ
の
展
開
を
述
べ
、
「
も
つ
と
も
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
的
な
詩
人
」
が
マ

ラ
ル
メ
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ゾ
ス
的
性
格
」
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
克
服
し
た
「
ア
ポ
ロ
的
性
格
」
の
文
学
者
と
し
て
、
「
マ

ラ
ル
メ
の
す
ぐ
れ
た
弟
子
」で
あ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
ネ

ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
に
よ
る
「
デ
ィ
オ
ニ
ゾ
ス
的
」
な
「
発
作
」
を
克
服
す
る
た

め
の
「
ア
ポ
ロ
的
」
な
「
理
知
」
は
、や
は
り
プ
ル
ー
ス
ト
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー

に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
い
く
ら
か
の
留
保
を
つ
け
つ
つ
も
、
こ
こ

で
ゴ
ー
チ
ェ
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
デ
ィ
オ
ニ
ゾ
ス
」
た

ち
の
宴
を
「
ア
ポ
ロ
的
」
に
か
え
り
み
た
『
青
春
の
回
想
』
の
著
者
だ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
、
上
田
秋
成
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。
は
じ
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ば

個
別
の
テ
ク
ス
ト
対
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
、
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
と
本
作
が
照

応
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
の
ち
石
川
が
『
雨
月
物
語
』
『
春
雨
物
語
』
の
現
代
語
訳

に
取
り
組
ん
だ
こ
と
、
さ
ら
に
戦
後
に
秋
成
へ
の
深
い
傾
倒
を
語
っ
た
こ
と
な
ど
は
、

む
か
し
の
拙
稿
で
述
べ
た
。

　

付
け
加
え
る
な
ら
、
人
間
と
鯉
を
重
ね
み
て
本
作
の
幻
影
の
出
口
と
な
っ
た
「
夢

応
の
鯉
魚
」
の
ほ
か
に
、
そ
の
入
口
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
な
物
語
も

『
雨
月
物
語
』
に
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
再
会
し
た
義
兄
が
自
ら
の
死
を
告
げ
る
「
菊

花
の
契
」
、
牡
丹
灯
籠
の
説
話
を
ふ
ま
え
た
「
蛇
性
の
婬
」
な
ど
。
就
中
、
再
会
し

た
最
愛
の
妻
の
死
が
、
第
三
者
か
ら
最
後
に
告
げ
ら
れ
る
「
浅
茅
が
宿
」
は
、
「
シ

ル
ヴ
ィ
」
と
よ
く
似
て
い
る
。
本
作
と
「
夢
応
の
鯉
魚
」
が
、
つ
づ
け
て
『
雨
月
物
語
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
入
口
か
ら
出
口
に
至
る
「
山
桜
」
の
構
成
を
、
石
川

に
思
い
つ
か
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
レ
ベ
ル
を
含
む
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、
さ
ら
に
確
認
し
て
お
く
。
エ
ッ
セ

イ
「
短
篇
小
説
の
構
成
」
（
一
九
四
〇
・
三
）
か
ら
引
く
。

一
生
う
つ
く
し
い
コ
ン
ト
を
書
き
つ
づ
け
て
大
往
生
を
と
げ
た
と
い
ふ
や
う
な

仕
合
せ
者
は
昔
か
ら
多
く
は
見
当
ら
ぬ
。
わ
る
く
す
る
と
、
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
の

や
う
に
気
が
ち
が
つ
た
り
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
や
う
に
首
を
く
く
つ
た
り
す
る
。

秋
成
が
作
品
の
後
に
長
生
し
て
ゐ
ら
れ
た
の
は
、
晩
年
の
草
稿
を
わ
が
手
で
井

に
沈
め
た
功
徳
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
。

　

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
、
十
九
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
」
に
は

じ
ま
る
「
短
篇
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
に
、
「
コ
ン
ト
」
＝
「
文
学
」
か

ら
「
ヌ
ウ
ヴ
ェ
ル
」
＝
「
（
み
じ
か
い
）
小
説
」
に
至
る
発
展
過
程
を
想
定
し
、
そ

の
過
渡
的
な
「
中
間
領
域
」
の
様
相
を
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
を
対
比
し
な
が
ら
説

明
す
る
と
い
う
、
リ
ニ
ア
か
つ
パ
ラ
レ
ル
な
文
学
史
の
か
ま
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

「
十
九
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
」
が
ロ
マ
ン
主
義
文
学
運
動
を
指
す
の
は
あ
き
ら
か
で

あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、こ
こ
で
石
川
が
「
コ
ン
ト
」を
書
き
続
け
て
破
滅
し
た
ネ
ル
ヴ
ァ

ル
（
及
び
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
）
と
、
の
ち
に
生
き
な
が
ら
え
た
秋
成
を
対
比
し
た
こ
と

は
、「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
を
入
口
と
し
た
「
山
桜
」
が
、
秋
成
と
い
う
出
口
に
、

さ
ら
に
そ
の
秋
成
を
通
過
点
と
し
て
、
近
世
以
後
の
「
ヌ
ウ
ヴ
ェ
ル
」
と
い
う
、
い
っ

そ
う
大
き
な
出
口
に
む
か
っ
て
、
開
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

と
い
う
の
も
、
石
川
は
こ
の
前
後
の
記
述
の
な
か
で
、
近
世
の
「
短
形
式
文
学
」

を
「
コ
ン
ト
」
と
し
て
概
括
し
た
う
え
で
、
洒
落
本
に
つ
づ
く
為
永
春
水
の
人
情
本

を
「
ヌ
ウ
ヴ
ェ
ル
」
と
み
な
し
、
こ
れ
を
明
治
時
代
に
受
け
継
が
れ
た
「
唯
一
の
遺

産
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
後
の
講
演
の
記
録
で
は
あ
る

が
「
秋
成
私
論
」
（
一
九
五
九
・
八
）
で
は
、
最
晩
年
の
秋
成
が
著
し
た
『
春
雨
物
語
』

就
中
「
樊
噲
」
を
、
山
東
京
傳
の
洒
落
本
か
ら
人
情
本
を
経
て
「
後
世
の
近
代
小
説

に
通
ず
る
」
「
方
向
」
の
端
緒
と
し
て
称
揚
し
て
い
る
。
石
川
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

と
明
治
維
新
を
遠
く
重
ね
み
つ
つ
、
「
コ
ン
ト
」
か
ら
「
ヌ
ウ
ヴ
ェ
ル
」
へ
の
、
す

な
わ
ち
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
以
後
の
文
学
へ
の
発
展
を
、
秋
成
、
京
傳
、
春
水
の
系
譜
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に
認
め
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
社
会
史
と
文
学
の
様
式
史
を
照
応
さ
せ
た
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

進
歩
史
観
は
、
「
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
」
と
と
も
に
シ
モ
ン
ズ
的
な
文
学
史
を
受

容
し
た
世
代
ゆ
え
の
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
し
た
近
世
文
学
史
の
見

取
図
に
即
し
て
、
一
九
四
〇
年
前
後
の
石
川
が
「
今
日
の
小
説
の
書
き
方
」
を
追
究

し
て
い
た
こ
と
、
そ
こ
に
森
鷗
外
の
追
究
が
重
ね
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
べ
つ
の

拙
稿

）
（（
（

で
述
べ
た
。

　

最
後
に
、
秋
成
を
ゆ
か
り
と
し
て
、
本
居
宣
長
と
の
か
か
わ
り
の
可
能
性
に
触
れ

て
お
き
た
い
。
い
わ
ゆ
る
「
日
の
神
論
争
」
に
お
い
て
、
両
者
は
は
げ
し
く
対
立
し

た
。
そ
れ
は
、
天
照
大
神
の
唯
一
絶
対
を
い
い
つ
の
る
宣
長
と
、
世
界
の
国
々
に
そ

れ
ぞ
れ
の
神
々
が
存
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
秋
成
と
の
、
一
言
で
い
え
ば
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
の
対
立
で
あ
っ
た

）
（（
（

。
そ
し
て
、
そ
う
し
た

宣
長
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
端
的
に
あ
ら
わ
す
の
が
、
有
名
な
「
敷
島
の
大
和
心
を

人
問
は
ば
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
と
い
う
歌
で
あ
っ
た
。

　

本
作
の
出
口
が
、
秋
成
の
ほ
う
に
む
か
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
歌
の

克
服
を
、
す
な
わ
ち
「
大
和
心
」
の
幻
影
の
克
服
を
示
唆
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
て
み
れ
ば
「
山
桜
」
と
い
う
題
名
は
、
本
作
の
入
口
を
的
確
に
あ
ら
わ
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
先
述
し
た
渡
邊
一
夫
の
「
決
意
」
な
ど
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
こ
の
こ
と

は
（
ロ
マ
ン
主
義
と
あ
わ
せ
て
）
ロ
マ
ン
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
「
ほ
と
ん
ど

希
望
の
な
い
反
抗
」
と
い
う
、
同
時
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ

る
。
山
桜
と
結
び
つ
い
た
京
子
の
幻
影
に
、
舞
曲
「
青
海
波
」
を
想
起
さ
せ
る
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
「
優
美
華
麗
」
さ
を
認
め
た
宮
下
の
指
摘
も
、
そ
の
圏
内
に
含
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

な
お
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
、
本
作
の
こ
ろ
ま
で
に
石
川
が
宣
長
に
言
及
し
た
例
は

み
あ
た
ら
な
い
。
の
ち
の
戦
中
の
エ
ッ
セ
イ
「
生
活
と
言
葉
」
（
一
九
四
三
・
一
）
で

は
、
い
わ
ば
本
作
の
出
口
か
ら
入
口
に
退
却
し
、
「
合
理
主
義
」
を
退
け
て
「
皇
朝

の
道
を
宣
揚
す
る
」
『
直
毘
靈
』
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
肯
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
戦
後
の
「
本
居
宣
長
」
（
一
九
七
〇
・
五
）
で
は
、
あ
ら
た
め
て
山
桜
の
歌

を
「
ま
づ
い
歌
」
「
泥
だ
ら
け
の
歌
」
と
否
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
で
も
宣

長
の
い
う
「
た
ま
し
ひ
」
は
、「
や
ま
と
」
す
な
わ
ち
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
限
定
を
越
え
て
、

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
ク
ー
ニ
ン
の
い
う
「
魔
」
す
な
わ
ち
革
命
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

な
が
る
で
あ
ろ
う
と
、
あ
た
か
も
（
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
あ
わ
せ
て
）
宣
長
か
ら
秋
成
に

む
か
っ
た
本
作
の
プ
ロ
ッ
ト
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
、
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
結
論
づ
け

て
い
る
。

　

国
学
と
ア
ナ
キ
ス
ム
を
無
造
作
に
連
結
す
る
、
こ
の
い
さ
さ
か
強
引
な
ア
レ
ゴ

リ
ー
は
、
石
川
が
戦
前
か
ら
戦
後
に
ま
で
固
執
し
て
い
た
「
カ
ト
リ
ッ
ク
＝
コ
ム
ミ
ュ

ニ
ス
ム

）
（（
（

」
と
同
断
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
レ
フ
・
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
自
伝
や
ニ
コ

ラ
イ
・
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
粛
正
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
や
は
り
い
さ
さ
か
唐
突
に

「
わ
た
し
は
わ
た
し
な
り
の
宣
長
認
識
を
み
づ
か
ら
定
著
さ
せ
て
行
き
た
い
」
と
い

う
「
宿
題
」
の
提
言
で
結
ば
れ
る
エ
ッ
セ
イ
「
読
ま
れ
そ
こ
な
ひ
の
本
―
―
夷
齋
遊

戯
八
―
―
」
（
一
九
六
二
・
五
）
を
も
読
み
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
だ
が

）
（（
（

、
も
は
や
紙

幅
が
な
い
。
と
ま
れ
、
石
川
の
「
宣
長
認
識
」
は
、
「
山
桜
」
以
降
、
戦
中
に
い
っ

た
ん
時
局
に
迎
合
し
た
の
ち
、
戦
後
に
は
お
よ
そ
旧
に
復
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

「
山
桜
」
の
入
口
か
ら
出
口
に
、
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
そ
の
克
服
に
至
る
過
程
を
た

ど
っ
て
き
た
。
石
川
が
、戦
中
に
本
作
を
表
題
作
と
し
た
作
品
集
（
一
九
三
七
、
四
二
）

を
二
冊
上
梓
し
、
戦
後
の
自
選
作
品
（
一
九
七
一
）
の
巻
頭
、
選
集
（
第
一
巻
、

一
九
七
九
）
で
も
二
番
め
に
置
い
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
本
作
の
出
口
を
こ
そ
作
品
史
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の
入
口
と
し
て
、
の
ち
の
追
究
が
つ
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
戦
中
に
か
ぎ
っ
て
も
、
ず
い
ぶ
ん
広
が
り
を
み
せ
て
い

る
。
た
と
え
ば
狩
野
啓
子

）
（（
（

は
、
本
稿
が
た
ど
っ
た
そ
の
さ
き
を
み
す
え
る
か
の
よ
う

に
、
石
川
が
書
き
下
ろ
し
た
評
論
『
森
鷗
外
』
（
一
九
四
一
・
一
二
）
か
ら
「
抒
情
否

定
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
読
み
取
っ
た
う
え
で
、
蓮
田
善
明
、
三
島
由
紀
夫
を
介
し
て
、

そ
れ
を
日
本
浪
漫
派
の
美
学
と
対
比
し
て
い
る
。
こ
の
先
駆
的
な
指
摘
の
射
程
は
、

さ
ら
に
雑
誌
「
文
学
界
」
に
お
け
る
「
近
代
の
超
克
」
座
談
会
（
一
九
四
二
・
九
、
一
〇
）

を
焦
点
と
し
た
、
認
識
論
的
布
置
と
の
か
か
わ
り
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　

石
川
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
の
克
服
が
、「
山
桜
」
の
の
ち
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
超

克
」
に
む
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
的
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
と
ど
ま
っ
た
の
か

は
、
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
輻
輳
の
な
か
で
、
さ
き
に
み
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
様

相
な
ど
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

注
（
（
）
「
石
川
淳
「
山
桜
」
試
論
」
（
「
東
京
成
徳
短
期
大
学　

紀
要
」
（（
、
一
九
九
五
・
三
）

（
（
）
「
石
川
淳
「
山
桜
」
論
」
（
「
日
本
文
学
ノ
ー
ト
」
（（
、
二
〇
〇
二
・
一
）

（
（
）「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
に
誘
わ
れ
て
―
―
石
川
淳
「
山
桜
」
に
お
け
る
風
狂
の
詩
情
―
―
」（
「
國

語
と
國
文
学
」
二
〇
一
一
・
七　

『
言
葉
の
錬
金
術　

ヴ
ィ
ヨ
ン
、
ラ
ン
ボ
ー
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
近

代
日
本
文
学
』
所
収
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
・
一
〇
）

（
（
）「
石
川
淳
「
山
桜
」
論
―
〈
怪
奇
〉
が
生
じ
る
物
語
空
間
」（
「
日
本
女
子
大
学
紀
要　

文
学
部
」

（（
、
二
〇
一
五
・
三
）

（
（
）
ポ
ー
と
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
、
た
し
か
に
い
く
つ
か
の
共
通
点
を
有
す
る
が
、
本
作
と
の
か
か
わ

り
と
い
う
点
で
は
、
同
列
で
は
な
い
。
「
ポ
オ
の
書
い
た
あ
る
人
物
の
や
う
に
［
中
略
］
わ
が
身

が
独
楽
に
な
つ
た
と
思
ひ
こ
み
」
と
い
う
記
述
は
、
鈴
木
貞
美
が
「
山
桜
」
の
「
注
」
（
鈴
木
他

編
『
大
学
で
読
む
現
代
の
文
学
』
所
収
、
双
文
社
出
版
、
一
九
九
一
・
六
）
で
指
摘
し
た
と
お
り
、「
タ
ー

ル
博
士
と
フ
ェ
ザ
ー
教
授
の
療
法
」
と
い
う
一
作
品
を
ふ
ま
え
た
比
喩
で
あ
り
、
ま
ず
参
照
枠
は

限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
」
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
け
っ
し
て
そ

う
で
は
な
い
。

（
（
）
「
エ
ピ
ロ
ー
グ　

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
神
話
の
誕
生
」
（
『
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル　

幻
想
か

ら
神
話
へ
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
・
一
）

（
（
）
原
著
一
八
八
二
、八
三
、
戸
田
吉
信
訳
『
文
学
的
回
想
』（
冨
山
房
百
科
文
庫
、
一
九
八
〇
・
三
）

（
（
）「
普
賢
」
の
庵
文
蔵
の
自
殺
に
つ
い
て
は
、
山
口
俊
雄
「
石
川
淳
「
普
賢
」
論
―
そ
の
発

想
形
式
が
可
能
に
し
た
も
の
に
つ
い
て
」
（
上
）
（
中
）
（
下
）
（
「
愛
知
県
立
大
学　

説
林
」

二
〇
〇
〇
・
三
、
〇
一
・
三
、
〇
二
・
三　

『
石
川
淳
作
品
研
究
―
「
佳
人
」
か
ら
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」

ま
で
』
「
第
二
章　

「
普
賢
」
論
」
、
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
五
・
七
）
が
、
牧
野
信
一
と
芥
川
龍
之

介
の
自
殺
が
ふ
ま
え
ら
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
若
松
伸
哉
「
芥
川
龍
之
介
の
影
―
―
石

川
淳
「
普
賢
」
と
安
吾
・
太
宰
」
（
「
愛
知
県
立
大
学　

説
林
」
二
〇
一
六
・
三　

『
わ
た
し
と
世
界

を
象
る
こ
と
ば
―
―
昭
和
一
〇
年
代
の
石
川
淳
と
そ
の
周
辺
』
「
第
四
章　

芥
川
龍
之
介
の
影
を

追
う
［
副
題
略
］
」
、
翰
林
書
房
、
二
〇
一
九
・
一
〇
）
が
、
お
も
に
後
者
を
検
証
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
に
対
し
て
本
稿
は
、
「
普
賢
」
に
先
立
つ
「
山
桜
」
に
注
目
し
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
自
殺
が
、

牧
野
、
芥
川
の
自
殺
に
重
ね
て
、
も
し
く
は
先
立
っ
て
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
提
起
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
宮
本
顕
治
「
敗
北
の
文
学
―
―
芥
川
龍
之
介
の
文
学
に
つ
い
て
―
―
」

（
一
九
二
九
・
八
）
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
唯
物
史
観
の
認
識
論
的
布
置
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
芥

川
は
「
敗
北
」
し
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
階
級
を
代
表
す
る
文
学
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
掲
の
渡
邊
一
夫
、
中
島
健
蔵
の
文
章
か
ら
も
読
み
取

ら
れ
る
。
こ
の
布
置
の
具
体
的
な
検
討
は
、
別
稿
に
委
ね
た
い
。

（
（
）『
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
全
集
』
Ⅵ
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
三
・
三
）
の
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
め
ぐ
っ
て
―
―
証
言
・

批
評
・
研
究
」
に
収
録
さ
れ
た
前
掲
（
７
）
の
抄
訳
に
、
訳
者
と
し
て
付
し
た
コ
メ
ン
ト
。

（
（2
）
『
凡
庸
な
芸
術
家
の
肖
像　

マ
ク
シ
ム
・
デ
ュ
・
カ
ン
論
』
（
青
土
社
、
一
九
八
八
・
一
一
）

（
（（
）
原
著
一
八
七
四
、
渡
邊
一
夫
訳
『
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の
誕
生
』
（
青
木
書
店
、
一
九
三
九
・
一
）
。

本
文
で
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
書
は
一
九
四
七
年
の
飛
鳥
新
書
版
で
『
青
春
の
回
想
』
と
改
題

の
う
え
改
訂
さ
れ
、
五
一
年
の
角
川
文
庫
版
で
さ
ら
に
改
訂
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
角
川
文

庫
版
を
底
本
と
し
た
冨
山
房
百
科
文
庫
版
（
一
九
七
七
・
四
）
も
あ
わ
せ
て
参
照
し
た
。

（
（（
）
原
著
一
八
五
五
、
前
掲
（
９
）
『
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
全
集
』
Ⅵ
に
、
市
川
裕
史
訳
で
収
録
。

（
（（
）
参
照
、
引
用
は
『
坂
口
安
吾
全
集
』
2（
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
・
四
）
に
よ
る
。

（
（（
）
原
著
一
八
九
九
、
岩
野
泡
鳴
訳
『
表
象
派
の
文
学
運
動
』
（
新
潮
社
、
一
九
一
三
・
一
〇
）

（
（（
）
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
か
（
一
）
―
―（

（
（
2

年
ま
で
の
書
誌
的
考
察

―
―
」
（
「
東
京
女
子
大
学
附
属
比
較
文
化
研
究
所　

紀
要
」
（（
、
一
九
七
五
・
一
）

（
（（
）
田
村
毅
「
Ⅴ　

十
九
世
紀
」
（
田
村
他
編
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
五
・
一
）

（
（（
）
辻
昶
「
第
六
章　

ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
」（
河
盛
好
蔵
他
編
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
』
所
収
、
新
潮
社
、
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一
九
六
七
・
一
）

（
（（
）
参
照
、
引
用
は
、
『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
一
巻
（
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
・
四
）
に
よ
る
。

（
（（
）
ち
な
み
に
渡
辺
喜
一
郎
『
石
川
淳
傳
説
』
（
右
文
書
院
、
二
〇
一
三
・
八
）
に
よ
れ
ば
、

一
九
二
四
年
か
ら
二
五
年
ま
で
教
鞭
を
執
っ
た
福
岡
高
等
学
校
で
、
石
川
は
和
文
仏
訳
の
教
材
に

『
夢
十
夜
』
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
的
な
「
夢
」
物
語
へ
の
嗜
好
を
う
か
が
わ
せ

る
よ
う
で
あ
る
。

（
（2
）
増
補
版
を
も
と
の
構
成
の
ま
ま
で
訳
出
し
た
『
象
徴
主
義
の
文
学
運
動
』
（
国
文
社
、

一
九
七
八
・
三
）
の
樋
口
覚
「
訳
者
あ
と
が
き
」
を
参
照
し
た
。

（
（（
）
エ
ッ
セ
イ
「
岩
野
泡
鳴
」（
一
九
四
三
・
九
）
の
時
点
で
は
、
泡
鳴
は
「
舶
来
の
象
徴
主
義
」
を
「
霊

肉
一
致
と
い
ふ
思
想
と
し
て
誤
訳
」
し
た
の
だ
と
、
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
）
宍
戸
儀
一
訳
『
象
徴
主
義
の
文
学
』
（
白
水
社
、
一
九
三
七
・
三
）

（
（（
）
前
掲
（
（（
）
『
石
川
淳
傳
説
』
に
詳
し
い
。

（
（（
）
前
掲
（
（（
）
『
坂
口
安
吾
全
集
』
の
関
井
光
男
「
解
題
」
が
報
告
す
る
草
稿
の
メ
モ
に
よ
る
。

（
（（
）
「
六
十
年
前
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
」
（
『
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
全
集
』
Ⅴ
「
月
報
１
」
所
収
、
筑
摩
書
房
、

一
九
九
七
・
六
）

（
（（
）
「
小
ロ
マ
ン
派
群
像　

挫
折
し
た
詩
人
た
ち
」
（
「
ユ
リ
イ
カ
」
一
九
七
〇
・
八
、
九　

『
悪
魔
の

い
る
文
学
史　

神
秘
家
と
狂
詩
人
』
所
収
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
・
一
〇　

『
澁
澤
龍
彥
全
集
』

（（
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
・
四
）

（
（（
）
前
掲
（
（（
）
冨
山
房
百
科
文
庫
版
「
解
題
」

（
（（
）
拙
稿
「
石
川
淳
「
マ
ル
ス
の
歌
」
試
論
」
（
「
稿
本
近
代
文
学
」
（（
、
一
九
八
九
・
一
一
）
、
「
石

川
淳
「
履
霜
」
試
論
―
―
「
白
描
」
及
び
高
村
光
太
郎
「
堅
冰
い
た
る
」
と
の
関
係
を
中
心
に
―
―
」

（
「
金
沢
大
学　

国
語
国
文
」
（（
、
（（
、
一
九
九
八
・
二
、
一
九
九
九
・
二
）
を
参
照
。

（
（（
）
「
注
解
（
火
の
娘
た
ち
）
」
中
「
シ
ル
ヴ
ィ
」
（
前
掲
（
（（
）
『
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
全
集
』
Ⅴ
所
収
）

（
（2
）
前
掲
（
（（
）
『
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
全
集
』
Ⅴ
所
収
の
本
文
を
参
照
し
た
。

（
（（
）「
石
川
淳
『
森
鷗
外
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
岩
上
順
一
、
伊
藤
整
、
小
林
秀
雄
と
の
比
較
―
―
」（
「
文

学
」
８
―
２
、
二
〇
〇
七
・
三
、
四
）

（
（（
）
稲
田
篤
信
「
秋
成
の
学
問
」
（
秋
成
研
究
会
編
『
上
田
秋
成
研
究
事
典
』
所
収
、
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
六
・
一
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
（（
）
そ
の
反
復
、
持
続
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
一
九
四
七
年
の
革
命
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
、
ア

イ
ロ
ニ
ー
―
―
石
川
淳
、
林
達
夫
か
ら
大
西
巨
人
、
吉
本
隆
明
へ
―
―
」
（
「
埼
玉
大
学 

紀
要
（
教

養
学
部
）
」
（（
―
１
、
二
〇
一
八
・
九
）
を
参
照
。

（
（（
）
吉
川
宜
時
「
石
川
淳
と
本
居
宣
長
―
―
宣
長
を
学
ぶ
べ
く
奪
ふ
べ
し
」
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｊ
・

タ
イ
ラ
ー
／
鈴
木
貞
美
編
著
『
日
文
研
叢
書　

石
川
淳
と
戦
後
日
本
』
所
収
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
〇
・
四
）
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
注
目
し
て
石
川
の
「
宣
長
認
識
」
を
論
じ
て
い
る
が
、

ア
ナ
キ
ス
ム
や
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ム
と
の
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
連
結
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
触
れ
て
い
な

い
。

（
（（
）
「
戦
前
の
石
川
淳
に
お
け
る
抒
情
否
定
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
―
―
評
論
『
森
鷗
外
』
を

中
心
に
―
―
」
（
「
語
文
研
究
」
（（
・
（（
、
一
九
七
八
・
六
）

　

参
照
、
引
用
に
つ
い
て
、
元
の
頁
数
の
記
載
は
省
い
た
。
引
用
に
つ
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
あ
ら

た
め
、
注
記
は
［　

］で
示
し
た
。
石
川
淳
の
参
照
、
引
用
は
『
石
川
淳
全
集
』（
筑
摩
書
房
）
に
よ
っ
た
。




