
小
説
「
金
毘
羅
」
は
、
明
治
川
十
二
年
十
月
一
日
発
行
「
ス
バ
ル
」
第
十

号
に
発
表
さ
れ
た
。
原
稿
用
紙
（
四
百
字
詰
）
約
八
十
三
枚
の
作
品
で
あ
る
。

「
金
毘
羅
」
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、
鴎
外
の
「
明
治
四
十
二
年
日
記
」

か
ら
お
お
よ
そ
の
手
が
か
り
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
金
毘
羅
」
に
関

す
る
記
述
が
、
明
治
四
十
二
年
九
月
二
十
日
付
の
日
記
に
「
江
南
文
三
金
毘

羅
を
取
り
に
来
た
る
に
、
ま
だ
出
来
ざ
る
に
よ
り
て
、
椋
鳥
通
信
を
与
へ
て

帰
ら
し
む
」
と
あ
る
ほ
か
、
同
二
十
三
日
の
記
述
に
「
金
毘
羅
を
草
し
畢
る
」
、

同
二
十
五
日
「
金
毘
羅
印
刷
の
事
を
商
議
す
」
、
同
二
十
八
日
「
金
毘
羅
を

校
し
畢
る
」
、
同
十
月
三
日
「
昴
に
金
毘
羅
出
づ
」
と
い
っ
た
具
合
に
数
ヶ

所
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
「
金
毘
羅
」
は
、
明
治
四
十
二

年
九
月
二
十
三
日
に
脱
稿
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
日
記
に
同
年
九
月

①

三
日
、
前
作
に
あ
た
る
「
対
話
現
代
思
想
を
草
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
長

く
て
も
二
十
日
ほ
ど
の
執
筆
期
間
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
小
説
は
、
森
鴎
外
の
実
際
の
経
験
を
土
台
に
し
て
描
か
れ
た
作
品
で

森
脇
外
「
金
毘
羅
」
論

森
鴎
外
「
金
毘
羅
‐
｜
論

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
実
生
活
と
の
比
較
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
く
る
。
ま

ず
、
主
人
公
の
小
野
翼
博
士
の
足
ど
り
を
中
心
に
見
て
い
く
と
、
一
月
十
日

午
前
に
彼
は
高
松
市
で
の
一
週
間
の
心
理
学
の
講
演
を
終
え
て
、
そ
の
日
の

う
ち
に
琴
平
に
到
着
し
て
い
る
。
そ
の
日
は
「
琴
平
華
壇
」
に
泊
ま
る
つ
も

り
で
い
た
の
が
、
ふ
と
気
が
変
わ
り
、
金
毘
羅
様
に
参
詣
し
な
い
で
、
午
前

七
時
に
は
船
上
の
人
と
な
る
。
約
十
時
間
を
経
て
午
前
五
時
大
阪
に
到
着
、

午
前
八
時
三
十
分
梅
田
停
車
場
か
ら
二
等
の
急
行
に
乗
っ
て
、
夜
東
京
新
橋

停
車
場
に
着
き
、
人
力
車
で
駒
込
西
片
町
の
邸
に
帰
っ
て
く
る
。
そ
の
夜
、

細
君
か
ら
長
男
半
子
（
六
ヶ
月
）
の
咳
が
告
げ
ら
れ
る
。
翌
十
二
日
か
ら
は
駒

込
の
自
宅
が
舞
台
と
な
り
、
物
語
の
中
心
は
小
野
博
士
と
細
君
を
ど
ん
底
に

落
と
し
た
長
男
半
子
と
長
女
百
合
の
百
日
咳
と
の
闘
い
の
日
々
に
移
っ
て
い

く
。
そ
し
て
二
月
五
日
、
両
親
の
手
厚
い
看
護
も
む
な
し
く
半
子
が
死
に
、

悲
し
み
に
暮
れ
る
間
も
な
く
二
月
七
日
に
は
長
女
百
合
が
危
篤
状
態
に
な

る
。
八
日
に
は
主
治
医
の
広
沢
教
授
に
も
見
放
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
翌

日
か
ら
奇
蹟
的
に
病
状
が
回
復
し
て
く
る
。
そ
う
し
て
三
月
十
日
に
は
百
合

が
「
床
の
上
に
起
き
て
贈
わ
‐
｜
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
て
い

瀧
本
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る
。
こ
れ
以
後
、
小
野
博
士
の
細
君
は
そ
れ
を
金
毘
羅
様
を
毎
日
拝
ん
で
い

た
御
利
益
と
信
じ
て
ま
す
ま
す
信
仰
を
深
め
て
い
く
と
い
う
結
末
に
至
っ
て

い
る
。こ

れ
に
対
し
て
、
こ
の
作
品
の
題
材
と
な
っ
た
鴎
外
の
実
生
活
は
ど
う
だ

っ
た
の
か
。

「
明
治
四
十
一
年
日
記
」
に
よ
る
と
鴎
外
は
、
各
地
方
の
兵
営
病
院
や
兵

舎
等
の
視
察
の
た
め
、
明
治
四
十
年
十
二
月
二
十
九
日
午
前
八
時
東
京
を
発

っ
て
、
午
後
四
時
名
古
屋
に
到
着
。
翌
三
十
日
は
、
名
古
屋
の
兵
営
病
院
を

視
察
。
三
十
一
日
に
は
、
名
古
屋
を
発
っ
て
午
後
に
は
石
川
県
大
聖
寺
、
夕

方
に
は
山
代
に
到
着
。
明
治
四
十
一
年
の
「
新
年
を
加
賀
国
山
代
の
温
泉
宿

蔵
屋
」
に
て
迎
え
て
い
る
。
二
日
は
、
金
沢
の
兵
営
病
院
を
視
察
し
、
そ
の

日
も
山
代
で
泊
ま
っ
て
い
る
。
翌
三
日
午
後
六
時
大
聖
寺
を
発
ち
、
夜
汽
車

に
乗
っ
て
浜
寺
に
向
っ
て
い
る
。
四
日
午
前
七
時
浜
寺
に
着
い
た
鴎
外
は
、

さ
っ
そ
く
「
兵
営
病
院
の
仮
舎
」
を
視
察
し
、
午
後
七
時
に
は
浜
寺
を
発

ち
、
汽
車
と
船
を
乗
り
継
い
で
、
一
月
五
日
の
午
後
一
時
琴
平
に
到
着
し
て

い
る
。
そ
の
日
は
「
琴
平
華
壇
に
宿
」
を
と
っ
て
い
る
。
六
日
は
善
通
寺
に

赴
き
、
兵
営
病
院
を
視
察
。
夜
に
は
船
に
乗
り
、
翌
日
の
七
日
「
朝
、
大
坂

に
着
」
い
た
あ
と
汽
車
で
泉
州
堺
に
行
き
茅
海
楼
に
泊
ま
っ
て
い
る
。
八
、

九
、
十
日
と
大
阪
で
の
砲
兵
工
廠
、
兵
営
病
院
を
見
学
の
あ
と
、
十
日
の

「
夜
汽
車
に
て
帰
途
に
就
く
」
。
ま
た
、
こ
の
日
の
日
記
に
は
鴎
外
の
弟
の

死
を
つ
た
え
る
「
弟
篤
次
郎
耳
科
院
に
残
す
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。

一
月
十
一
日
午
前
九
時
新
橋
に
着
い
た
鴎
外
は
、
小
説
「
金
毘
羅
」
の
描
写

と
同
じ
く
一
‐
二
男
不
律
八
日
よ
り
咳
嗽
す
と
聞
く
」
と
日
記
に
書
い
て
い

る
。
十
四
日
に
は
、
弟
「
鱈
次
郎
を
向
鴫
弘
福
寺
に
葬
る
」
と
記
し
て
い
る
。

そ
の
後
の
二
男
不
律
と
長
女
茉
莉
の
病
状
に
関
す
る
も
の
は
、
二
月
五
日

（
水
曜
日
）
「
夕
に
不
律
死
す
」
、
三
月
十
日
（
火
曜
日
）
「
茉
莉
始
て
起
坐
す
」
、

三
月
十
五
日
「
家
人
等
不
律
の
遺
骨
を
弘
福
寺
に
葬
る
」
の
記
述
が
み
ら
れ

る
だ
け
で
あ
る
。

日
記
以
外
で
作
品
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
は
、
明
治
四
十
一
年
三
月
十

一
日
、
在
パ
リ
上
田
敏
宛
書
簡
に
、

前
便
一
寸
申
上
候
通
弟
死
去
の
後
長
女
茉
莉
二
男
不
律
百
日
咳
に
罹

り
二
人
共
犀
Ｏ
ｐ
ｏ
言
冒
の
ロ
日
○
日
の
〉
ｚ
ｇ
言
冨
印
な
ど
と
い
ふ
猛
悪
な

る
。
○
日
呂
ｏ
島
○
口
あ
り
不
律
は
死
去
し
茉
莉
も
助
か
ら
ぬ
も
の
と
医

師
に
宣
告
せ
ら
れ
し
に
幸
に
茉
莉
の
み
は
助
か
り
き
う
に
て
余
程
好
況

を
呈
し
候
併
し
一
月
来
今
日
ま
で
咳
嗽
止
ま
ず
候

と
い
う
文
面
が
残
っ
て
お
り
、
森
家
を
襲
っ
た
不
幸
な
近
況
を
簡
潔
な
文
章

で
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
鵬
外
の
母
峰
子
の
日
記
が
伝
え
る
森
家
の
様
子
は
、
こ
の
頃
（
明

治
四
十
一
年
一
月
）
の
記
述
の
大
半
が
、
篇
次
郎
の
病
状
に
費
や
さ
れ
て
い
て
、

母
峰
子
に
と
っ
て
の
息
子
篇
次
郎
の
存
在
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
一
月
二
十
一
日
を
も
っ
て
日
記
は
白
紙
と
な
っ
て
お
り
、
不
律
の
死
の

場
面
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
書
き
出
す
の
は
、
春
が
近
づ
く
と
共
に

②

「
年
来
（
よ
り
）
の
悪
し
き
こ
と
皆
忘
れ
た
る
様
」
な
心
持
ち
に
な
り
得
た
約

七
十
日
後
の
四
月
三
日
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
鴎
外
の
妹
小
金
井
喜
美
子
は
、
篇
次
郎
の
「
埋
葬
が
済
む
と
お

．
③

兄
い
様
は
」
「
世
話
す
る
人
達
に
挨
拶
し
て
急
い
で
お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
。
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其
頃
ま
り
子
さ
ん
や
不
律
さ
ん
が
重
く
煩
っ
て
居
ら
れ
た
の
で
す
。
や
が
て

不
律
さ
ん
は
お
気
の
毒
に
も
お
亡
な
り
で
し
た
。
其
時
の
事
は
お
兄
い
様
の

④

小
説
「
金
毘
羅
」
に
委
し
く
言
い
て
あ
り
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。

同
じ
く
鵤
外
の
長
男
森
於
菟
は
、
作
品
「
金
毘
羅
」
と
こ
の
間
の
事
情
と

の
関
係
に
さ
ら
に
詳
し
く
ふ
れ
て
、
「
こ
の
間
の
家
族
の
状
況
を
見
る
に
四

十
一
年
一
月
に
叔
父
篤
次
郎
が
未
だ
壮
齢
（
四
十
二
歳
）
で
神
田
小
川
町
の

賀
古
鶴
所
の
院
長
た
る
耳
科
院
に
入
院
中
喉
頭
の
腫
物
の
た
め
に
蝿
れ
た
。

父
は
非
常
に
力
を
落
し
て
そ
の
死
の
直
接
原
因
が
致
命
的
で
な
い
腫
物
か
ら

の
出
血
を
看
護
婦
が
仰
向
け
に
押
え
つ
け
て
吐
か
せ
な
か
っ
た
た
め
の
窒
息

な
の
で
「
可
哀
そ
う
な
事
を
し
た
。
」
と
し
き
り
に
悔
み
、
そ
の
病
理
解
剖

に
立
会
っ
た
時
は
父
と
し
て
は
珍
ら
し
く
平
静
を
失
っ
て
脳
貧
血
を
起
こ
し

た
。
同
年
生
ま
れ
た
次
男
不
律
は
乳
児
で
死
ん
だ
。
莱
莉
と
不
律
の
病
気
の

⑤

事
が
「
金
毘
羅
」
に
あ
」
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鴎
外
自
身
の
日
記
や
書
簡
を
は
じ
め
と
し
て
母
峰
子
の
日
記
、

妹
喜
美
子
の
証
言
、
長
男
於
菟
の
言
及
を
総
合
す
る
と
少
な
く
と
も
作
品

「
金
毘
羅
」
と
実
生
活
と
の
関
連
性
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
鴎
外
が
そ
れ
ら
を
作
品
と
し
て
形
象
化
す
る
と
き
、
何
を
描
き
何
を
描

か
な
か
っ
た
の
か
。

第
一
に
作
品
世
界
の
時
間
軸
と
重
な
っ
て
お
こ
っ
て
い
る
弟
篤
次
郎
の
病

と
彼
の
病
状
に
一
喜
一
憂
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
る
母
峰
子
や
妹
喜
美
子
た

ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
な
い
Ｑ

第
二
に
弟
篤
次
郎
の
死
も
ま
た
い
っ
さ
い
作
品
「
金
毘
羅
」
の
中
で
語
ら

⑤

れ
る
こ
と
が
な
い
。
篤
次
郎
の
死
は
鴎
外
に
と
っ
て
何
の
痕
跡
も
残
さ
ず
通

森
鴎
外
「
金
毘
羅
」
論

り
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
長
男
於
菟
の
証
言
か
ら

も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

第
三
は
母
峰
子
の
存
在
が
ま
っ
た
く
切
り
捨
て
ら
れ
て
こ
の
物
語
が
成
立

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
作
品
「
半
日
」
等
で
示
さ
れ
る
母
峰
子
と
嫁

志
げ
と
の
確
執
が
こ
の
小
説
で
は
描
か
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
母
峰
子
の
存
在

す
ら
も
語
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
い
る
。

第
四
に
長
男
於
菟
の
存
在
も
ま
た
こ
の
物
語
か
ら
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

第
五
に
鴎
外
は
陸
軍
軍
医
局
長
と
し
て
地
方
師
団
検
閲
の
た
め
名
古
屋
、

金
沢
、
浜
寺
、
琴
平
、
泉
州
堺
等
の
視
察
の
旅
に
出
か
け
て
い
る
の
に
、
こ

の
作
品
は
登
場
人
物
を
学
者
と
し
て
形
象
し
、
彼
の
講
演
旅
行
先
と
し
て
琴

平
を
設
定
し
て
い
る
。

以
上
鴎
外
の
実
生
活
と
小
説
「
金
毘
羅
」
の
内
容
を
み
た
結
果
明
ら
か
に

な
っ
た
の
は
、
こ
の
五
点
で
あ
る
。
い
っ
た
い
鴎
外
は
、
実
生
活
か
ら
琴
平

滞
在
と
次
男
不
律
の
死
と
長
女
茉
莉
の
病
気
の
顛
末
を
題
材
と
し
て
抽
出
し
、

作
品
中
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
い
何
を
描
こ
う
と
し
た
の

か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
作
品
化
さ
れ
て
い
る
の
か
。

小
野
博
士
の
経
歴
は
琴
平
を
発
っ
て
大
阪
に
向
か
う
船
の
中
で
語
ら
れ

プ
（
》
Ｏ

博
士
は
文
科
大
学
を
一
級
の
真
中
位
の
席
順
で
卒
業
し
て
、
籍
を
某

私
立
大
学
に
置
い
た
処
が
、
所
謂
頭
の
好
い
人
な
の
で
、
其
学
校
の
哲

学
科
丈
は
殆
ど
自
分
の
物
の
や
う
に
な
っ
て
、
間
も
な
く
洋
行
さ
せ
ら

四
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れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
そ
こ
で
下
宿
屋
の
二
階
に
寝
転
ん
で
、

其
頃
む
や
み
に
掘
り
出
さ
れ
る
「
青
い
花
」
の
文
学
に
耽
っ
た
。
（
中

略
）
小
野
君
が
、
羅
曼
底
格
の
思
想
と
い
ふ
論
文
を
土
産
に
持
っ
て
来

た
の
は
、
か
う
し
た
わ
け
で
あ
る
。

小
野
君
の
帰
朝
土
産
は
博
士
の
学
位
を
以
て
酬
い
ら
れ
た
。
併
し
小

野
博
士
に
堅
牢
な
哲
学
上
の
立
脚
地
の
な
い
こ
と
は
、
其
博
士
論
文
の

縁
起
か
ら
推
し
て
考
へ
て
見
て
も
、
別
に
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。

小
野
博
士
は
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
後
、
某
私
立
大
学
に
籍
を
置
い
た

が
、
間
も
な
く
ベ
ル
リ
ン
に
洋
行
し
、
そ
の
地
で
「
『
青
い
花
」
の
文
学
」
の

影
響
を
大
き
く
受
け
、
そ
の
影
響
の
下
に
書
い
た
論
文
「
羅
曼
底
格
の
思
想
」

に
よ
り
博
士
の
学
位
を
手
中
に
し
た
が
、
未
だ
に
「
堅
牢
な
哲
学
上
の
立
脚

地
」
を
持
ち
得
て
い
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

小
野
博
士
が
影
響
を
受
け
た
と
い
う
弓
青
い
花
』
の
文
学
」
と
は
、
ノ

ヴ
ァ
ー
リ
ス
を
代
表
と
す
る
ド
イ
ッ
ロ
マ
ン
主
義
を
さ
す
。
ド
イ
ツ
留
学
中

「
青
い
花
」
と
い
う
「
羅
曼
底
格
」
な
理
想
を
追
い
求
め
て
い
た
小
野
博
士

は
、
現
在
に
お
い
て
「
形
式
が
あ
っ
て
内
容
が
な
い
」
人
物
と
し
て
描
き
出

さ
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
作
品
の
中
で
彼
が
書
く
日
記
の
内
容
を
み
る
と

よ
く
わ
か
る
。

満
義
を
す
る
前
に
は
、
参
考
書
は
随
分
広
く
調
べ
る
。
そ
し
て
（
中

略
）
自
分
の
立
脚
地
か
ら
、
相
応
な
批
評
を
加
へ
る
。
（
中
略
）
そ
れ

で
あ
る
の
に
、
つ
ひ
ぞ
人
を
感
動
さ
せ
た
、
人
に
強
い
印
象
を
与
へ
た

と
思
っ
た
こ
と
の
な
い
の
が
、
気
に
入
ら
な
い
。
事
に
依
る
と
思
想
ま

で
が
紙
の
上
の
思
想
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
ば
な
い
か
と
思
は

れ
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
博
士
は
、
自
分
の
判
断
の
標
準
に
な
る
立
脚

地
と
い
ふ
も
の
に
満
足
し
て
ゐ
な
い
。

小
野
博
士
は
、
大
学
の
講
義
や
今
回
の
高
松
で
の
心
理
学
の
講
演
は
、
「
自

分
の
判
断
の
標
準
に
な
る
立
脚
地
と
い
ふ
も
の
」
の
な
い
「
紙
の
上
の
弁
舌
」

に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
小
野
博
士
の
日
常
生
活
で
も
同
じ
こ
と
が

い
え
る
。

博
士
は
自
分
の
書
斎
で
も
、
目
金
を
同
じ
処
に
置
く
の
で
あ
る
。
教

場
で
目
金
を
脱
し
た
時
は
、
極
ま
っ
て
白
墨
の
箱
の
脇
に
置
く
の
で
あ

る
。
（
中
略
）
火
箸
を
取
っ
て
炭
の
歪
ん
で
ゐ
る
の
を
直
し
て
、
火
箸

を
き
ち
ん
と
揃
へ
て
、
火
箸
の
隅
に
立
て
た
。
火
箸
一
つ
で
も
、
立
て

様
が
極
ま
っ
て
ゐ
る
。
立
て
る
場
所
も
極
ま
っ
て
ゐ
る
。

「
形
式
が
あ
っ
て
内
容
が
な
い
」
生
き
方
は
、
小
野
博
士
の
生
活
そ
の
も

の
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
小
野
博
士
は
そ
の
こ
と
に
対
し

て
自
覚
的
で
あ
る
。

何
だ
か
自
分
の
生
活
に
内
容
が
無
い
や
う
で
、
平
生
哲
学
者
と
名
告

っ
て
、
他
人
の
思
想
の
受
売
を
し
て
ゐ
る
の
に
係
な
い
や
う
な
心
持
が

す
る
。
（
中
略
）
妻
や
子
供
の
事
を
思
っ
て
見
る
。
世
に
は
夫
婦
の
愛

や
、
家
庭
の
幸
福
と
い
ふ
や
う
な
物
を
、
人
生
の
内
容
の
や
う
に
云
っ
て

ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
併
し
そ
れ
も
自
分
の
空
虚
な
処
を
充
た
す
に
は
足

ら
な
い
。
妻
も
子
供
も
、
只
因
襲
の
朽
ち
た
索
で
自
分
の
機
関
に
繋
が

れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
・
あ
画
、
寂
し
い
と
思
ひ
な
が
ら
博
士
は
寝
た
。

こ
こ
は
小
野
博
士
が
「
自
分
の
生
活
に
内
容
が
無
い
」
こ
と
を
告
白
し
て

⑦

い
る
箇
所
だ
が
、
そ
の
自
覚
は
博
士
に
と
っ
て
実
は
「
夫
婦
の
愛
‘
一
や
「
家

四
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庭
の
幸
福
」
が
一
ｉ
自
分
の
空
虚
な
処
を
充
た
す
に
は
足
ら
な
い
」
も
の
と
し

て
存
在
し
、
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
小
野
博
士
の
人
物
形
象
と
の
関
係
で
捉
え
て
お
き
た
い
人
物
に

小
川
光
が
い
る
。
小
川
は
高
松
で
の
講
演
の
際
、
小
野
博
士
を
招
待
し
た
有

志
者
の
一
人
で
、
四
国
で
中
学
教
員
を
し
て
い
る
男
で
あ
る
。

小
川
と
い
ふ
男
は
人
に
逢
っ
た
と
き
に
、
一
応
丁
寧
過
ぎ
る
程
な
挨

拶
を
し
て
そ
れ
か
ら
段
々
家
族
的
な
詞
を
遣
ふ
。
こ
れ
が
此
男
の
交
際

家
と
し
て
重
宝
が
ら
れ
て
ゐ
る
唯
一
の
性
質
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

併
し
ど
こ
か
頭
が
鈍
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
人
を
観
察
す
る
と
い
ふ
こ

と
が
出
来
な
い
。
人
に
う
る
さ
が
ら
れ
て
も
分
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
が
此
男
の
再
び
四
国
に
舞
ひ
戻
っ
た
原
因
で
あ
る
ら
し
い
。

こ
の
小
川
光
は
人
に
接
す
る
方
法
だ
け
は
身
に
つ
け
て
い
る
が
、
人
間
へ

の
観
察
眼
が
伴
っ
て
い
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
表
面
的
で
内
実

が
伴
わ
な
い
点
で
小
野
博
士
と
類
似
し
て
い
る
の
だ
が
、
博
士
と
の
決
定
的

な
違
い
は
、
自
分
自
身
ま
っ
た
く
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
形
式
が
あ
っ
て
内
容
が
な
い
」
生
き
方
を
し
な
が
ら
そ

れ
に
対
し
て
ま
っ
た
く
無
自
覚
で
あ
る
小
川
光
は
、
自
覚
的
で
は
あ
る
が
堅

固
な
立
脚
点
を
も
た
な
い
小
野
博
士
の
立
場
を
よ
り
一
層
明
確
に
す
る
役
刮

を
果
た
し
て
い
る
。

小
野
博
士
の
細
君
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

今
は
熊
本
に
隠
居
し
て
ゐ
る
、
一
頃
京
橋
辺
に
ゐ
た
人
の
娘
で
、
華

族
女
学
校
を
卒
業
し
た
の
だ
か
ら
ル
ビ
の
附
い
て
ゐ
な
い
新
間
位
読
め

る
。
算
術
も
、
此
方
に
極
不
得
手
な
博
士
よ
り
は
達
者
で
あ
る
。
併
し

森
鴎
外
「
金
毘
羅
」
論

物
の
道
理
を
考
へ
て
見
る
こ
と
は
教
へ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
見
え
て
、

理
性
の
方
面
は
頗
る
薄
弱
で
あ
る
。
博
士
の
処
へ
来
て
か
ら
同
じ
博
士

仲
間
で
、
隣
同
志
に
な
っ
て
ゐ
る
高
山
教
授
の
奥
さ
ん
と
心
安
く
な
っ

て
、
子
供
が
病
気
な
ぞ
を
す
る
と
、
そ
の
奥
さ
ん
に
勧
め
ら
れ
て
、
虎

の
門
の
金
毘
羅
へ
祈
祷
を
粒
み
に
行
く
。
そ
れ
も
念
の
入
っ
た
迷
信
を

し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
隣
の
奥
さ
ん
も
行
く
か
ら
、
自
分
も
行
く
の

で
あ
る
。
考
へ
て
見
て
行
く
の
で
は
な
い
。

彼
女
は
「
華
族
女
学
校
」
出
身
で
、
時
々
「
虎
の
門
の
金
毘
羅
」
に
詣
る

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
高
山
教
授
の
奥
さ
ん
」
に
誘
わ
れ
る
か
ら
で
、

「
念
の
入
っ
た
迷
信
を
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
隣
の
奥
さ
ん
も
行
く
か
ら
、

自
分
も
行
く
」
程
度
で
、
決
し
て
「
考
へ
て
見
て
行
く
の
で
は
な
い
」
の
で

あ
る
。
奥
さ
ん
は
、
目
の
前
に
起
こ
る
現
象
を
客
観
的
に
分
析
し
、
物
事
を

論
理
的
に
判
断
す
る
能
力
か
ら
は
縁
の
遠
い
、
「
理
性
の
方
面
は
頗
る
薄
弱
」

な
人
物
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
細
君
が
、
長
男
半
子
と
長
女
百
合
が
病
の
床
に
就
い
た
時
、
半
子
と

百
合
に
「
被
せ
て
あ
る
布
団
」
に
早
く
治
る
よ
う
に
と
「
金
毘
羅
様
に
御
祈

祷
を
し
て
戴
い
た
」
「
赤
い
フ
ラ
ン
、
不
ル
の
切
」
を
掛
け
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
小
野
博
士
は
、
金
毘
羅
様
を
迷
信
だ
と
し
て
一
蹴
す
る
他
の
信

仰
を
も
っ
て
い
な
い
が
た
め
に
、
細
君
の
行
為
に
対
し
て
叱
れ
な
い
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
哲
学
者
と
し
て
の
面
目
に
関
わ
る
か
ら
同
意
す
る
こ
と
も
出

来
な
い
。
「
そ
こ
で
博
士
は
黙
っ
て
聞
い
て
ゐ
」
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
小
野
博
士
自
身
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
哲
学
者
と
し
て
の
堅
固

な
立
脚
点
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
小
野
博
士
の
外
見
だ

四
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け
を
か
ろ
う
じ
て
整
え
よ
う
と
す
る
姿
が
、
彼
の
自
ら
の
立
脚
点
に
起
因
す

る
も
の
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

小
野
博
士
の
細
君
が
十
日
に
見
た
夢
の
こ
と
を
博
士
に
告
白
す
る
場
面
が

あ
る
。
一
月
十
日
の
夜
、
細
君
が
見
た
夢
の
内
容
は
、
二
人
の
子
供
が
湯
の

中
へ
落
ち
て
溺
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
水
難
」
で
、
姉
の
百
合
は
運
よ
く
助
か

る
が
、
弟
の
半
子
は
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
物
語
は
博
士
の
奥
さ
ん
が
見
た
夢
が
正
夢
で
あ
っ
た
こ
と
が
最

後
で
示
さ
れ
る
。

ど
ん
な
名
医
に
も
見
損
ふ
こ
と
は
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
奥
さ
ん
は
、

自
分
の
夢
の
正
夢
で
あ
っ
た
の
を
、
隣
の
高
山
博
士
の
奥
さ
ん
と
話
し

合
っ
て
、
両
家
の
奥
で
は
い
よ
い
よ
金
毘
羅
様
が
信
仰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

現
代
医
学
の
権
威
者
で
あ
る
広
沢
教
授
が
百
合
さ
ん
は
「
と
て
も
た
す
か

ら
な
い
」
と
診
察
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
女
百
合
が
助
か
っ
た
と
い
う

事
実
に
よ
っ
て
、
奥
さ
ん
に
と
っ
て
金
毘
羅
様
が
絶
対
的
な
意
味
を
持
つ
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
小
野
博
士
の
方
は
ど
う
か
。

博
士
は
百
合
さ
ん
の
被
布
団
の
上
に
掛
け
て
あ
る
迷
信
の
赤
い
切
を

信
じ
な
い
。
そ
ん
な
ら
医
者
の
ロ
か
ら
出
る
、
科
学
の
食
養
生
な
ら
、

絶
対
的
に
信
ず
る
か
と
い
ふ
と
、
さ
う
で
も
な
い
。
養
生
や
療
治
の
事

は
、
自
分
が
知
ら
な
い
か
ら
、
医
者
の
云
ふ
と
ほ
り
に
し
て
ゐ
る
。
併

し
絶
対
的
に
信
じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。

小
野
博
士
か
ら
み
れ
ば
、
長
男
半
子
が
「
咳
を
し
出
し
」
、
博
士
の
細
君

が
子
供
の
溺
れ
る
夢
を
見
た
一
月
十
日
の
夜
と
は
、
小
野
博
士
が
金
毘
羅
に

来
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
も
「
金
毘
羅
は
荒
神
だ
と
申
し
ま
す
か
ら
、
崇
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
な
ど
と
小
川
光
に
言
わ
れ
な
が
ら
、
参
詣
せ
ず
に
四
国

を
発
っ
た
日
の
夜
と
符
合
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
細
君
の
夢
は
子
供
が

「
溺
れ
る
と
い
ふ
水
難
ら
し
い
夢
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、

金
毘
羅
が
航
海
の
安
全
を
守
る
海
神
と
し
て
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
呼
応
す
る
。
し
か
し
、
細
君
の
夢
が
正
夢
で
あ
っ
て
も
博
士
は
金
毘
羅

様
を
信
じ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
か
と
い
っ
て
科
学
に
対
し
て
も

「
絶
対
に
信
じ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
」
。

こ
こ
で
も
博
士
の
生
き
る
上
で
の
立
脚
点
の
危
う
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
は

た
や
す
い
が
、
同
時
に
視
点
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
と
科
学
の
両
方
に

対
し
て
一
定
の
距
離
を
置
い
た
態
度
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
か
ら

見
れ
ば
博
士
の
懐
疑
的
な
態
度
は
、
一
方
で
相
対
的
な
も
の
の
見
方
が
示
さ

れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
態
度
が
、
医
者
が
禁
じ
て
い

る
「
牛
と
葱
」
を
長
女
百
合
に
与
え
る
契
機
を
作
り
出
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
小
野
博
士
の
態
度
に
注
目
し
、
作
品
の
主
題
に
つ

な
げ
て
論
じ
て
い
る
の
が
竹
盛
天
雄
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
「
『
人
生
の
内
容
』

を
求
め
つ
つ
、
た
え
ず
『
空
虚
』
感
を
確
認
し
つ
づ
け
る
べ
く
ア
ポ
リ
ア
を

③

課
せ
ら
れ
て
い
る
過
過
渡
的
な
存
在
」
で
あ
る
小
野
博
士
の
、
し
か
し
「
そ

の
た
め
に
「
因
襲
」
に
と
ら
わ
れ
ず
「
杓
子
定
木
」
に
走
ら
ぬ
処
方
を
と
つ

⑨

て
い
く
と
い
う
合
理
的
現
実
主
義
」
「
に
立
つ
知
識
人
と
し
て
の
姿
勢
に
支

⑩

え
ら
れ
た
思
想
小
説
」
と
し
て
こ
の
作
品
を
と
ら
え
て
い
る
。

し
か
し
、
「
金
毘
羅
」
は
、
小
野
博
士
の
思
想
的
な
立
脚
点
の
問
題
を
中

心
に
据
え
、
長
女
百
合
の
奇
蹟
的
な
回
復
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
小

四
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こ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
く
上
で
、
草
野
柴
二
訳
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン

ス
「
ピ
ュ
ー
ト
ァ
」
（
明
治
四
十
二
年
九
月
「
太
陽
」
）
と
い
う
作
品
と
そ
れ

に
つ
い
て
述
べ
た
石
橋
湛
山
の
論
評
は
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「
ピ
ュ
ー
ト
ア
」
と
い
う
作
品
は
、
浮
図
し
た
行
き
懸
り
か
ら
一
婦
人
の

言
い
出
し
た
架
空
の
名
前
が
、
段
々
実
在
性
を
得
て
来
る
経
過
を
書
い
た
も

の
で
、
畠
泥
棒
や
、
女
を
唆
し
た
人
間
の
知
れ
な
い
の
を
、
皆
ピ
ュ
ー
ト
ア

の
仕
業
に
持
っ
て
行
く
、
警
察
で
捕
縛
に
苦
心
し
出
す
、
満
都
の
人
が
騒
ぎ

出
す
、
終
に
は
初
め
に
言
い
出
し
た
婦
人
ま
で
が
、
其
の
実
在
を
信
ず
る
に

至
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
石
橋
湛
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑫

『
太
陽
』
に
ア
ナ
ト
ー
ル
配
フ
ラ
ン
ス
の
短
篇
「
ピ
ュ
ー
ト
ア
」
が

訳
出
せ
ら
れ
て
あ
る
。
草
野
柴
二
氏
の
筆
で
あ
る
。
（
中
略
）
私
の
考

で
は
、
ピ
ュ
ー
ト
ァ
は
独
り
歴
史
と
か
、
神
話
と
か
に
当
る
も
の
で
無

く
し
て
、
我
々
が
始
終
接
触
し
、
意
欲
し
て
お
る
一
切
の
実
在
の
性
質

の
説
明
で
あ
る
と
思
う
。

（
「
九
月
の
教
学
界
」
（
明
治
四
十
二
年
十
月
号
「
早
稲
田
文
学
」
）
）

そ
し
て
、
「
ピ
ュ
ー
ト
ア
」
と
鴎
外
の
「
金
毘
羅
」
と
を
結
び
つ
け
て
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

森
鴎
外
「
金
毘
羅
」
論

⑪

野
博
士
の
「
合
理
的
現
実
主
義
の
姿
勢
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
描
き
だ
す
こ

と
だ
け
を
意
図
し
た
作
品
な
の
だ
ろ
う
か
。

三

私
は
凡
て
の
実
在
と
い
う
も
の
は
此
ピ
ュ
ー
ト
ア
式
で
あ
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
吾
々
が
認
め
て
事
実
也
と
実
在
也
と
決
め
る
事
は
或
る

自
分
の
経
験
の
説
明
で
あ
っ
て
、
（
中
略
）
そ
う
説
明
し
な
く
て
は
他
に

マ
マ

説
明
の
仕
方
が
な
い
と
い
う
心
持
で
あ
る
。
前
の
「
金
比
羅
」
の
例
で

言
う
と
、
細
君
が
金
比
羅
を
信
ず
る
に
至
っ
た
の
は
、
そ
の
自
身
の
生

活
に
入
っ
て
来
た
、
夢
の
事
実
や
、
又
夢
の
通
り
の
出
来
事
に
対
す
る

説
明
と
し
て
、
金
比
羅
を
持
っ
て
来
た
訳
だ
。
（
中
略
）
故
に
他
の
信

ず
る
実
在
を
頭
か
ら
否
定
す
る
事
は
出
来
な
い
。
唯
何
物
を
実
在
と
認

め
る
事
が
、
最
も
此
生
活
に
適
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
、
道
徳
だ
の

宗
教
だ
の
が
銘
々
の
生
活
に
不
便
な
ら
ば
、
新
し
い
と
こ
ろ
に
現
実
を

求
め
て
行
く
が
可
い
。
だ
か
ら
、
過
去
の
も
の
は
空
想
で
役
に
立
た
な

い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
立
派
に
現
実
で
あ
り
、
実

在
で
あ
っ
た
の
だ
。

（
「
空
想
も
現
実
も
共
に
現
実
也
」
「
文
章
世
界
」
（
明
治
四
十
二
年
十
一
月
号
）
）

石
橋
湛
山
は
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
作
品
「
ピ
ュ
ー
ト
ア
」
で
、

ピ
ュ
ー
ト
ア
な
る
も
の
は
「
一
切
の
実
在
の
説
明
で
あ
る
」
と
し
て
、
私
た

ち
が
事
実
や
実
在
を
決
定
す
る
事
は
「
或
る
経
験
の
説
明
」
に
過
ぎ
な
い
も

⑬

の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
に
湛
山
の
プ
ラ
チ
カ
ル
な
認
識
を
み
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
、
湛
山
は
こ
の
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
プ
ン
ス
の
「
ピ

ュ
ー
ト
ァ
」
と
鴎
外
の
「
金
毘
羅
」
と
を
関
連
づ
け
、
小
野
博
士
の
細
君
に

と
っ
て
金
毘
羅
様
は
過
去
の
も
の
、
「
空
想
で
役
に
立
た
な
い
」
迷
信
で
は

決
し
て
な
く
、
彼
女
に
あ
っ
て
は
「
立
派
に
理
実
で
あ
り
、
実
在
」
と
し
て

機
能
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
小
説
で
の
細
君
の
描
か
れ
方
に
「
ピ
ュ
ー
ト

四
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1
ア
」
と
同
様
「
空
想
も
現
実
も
共
に
現
実
」
で
あ
る
と
す
る
プ
ラ
チ
ヵ
ル
な

認
識
を
示
し
た
作
品
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
金
毘
羅
」
は
、
琴
平
行
き
と
次
男
不
律
の
死
と
長
女
茉
莉
の
大
病
と
い

う
実
生
活
の
体
験
を
題
材
と
し
て
、
小
野
博
士
の
思
想
的
な
立
脚
点
の
危
う

さ
を
描
き
、
日
本
近
代
知
識
人
の
思
想
的
脆
弱
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

西
洋
医
学
に
も
心
酔
せ
ず
、
宗
教
心
も
も
た
な
い
小
野
博
士
を
描
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
近
代
主
義
と
し
て
の
科
学
、
封
建
的
遺
産
と
し
て
の
宗
教
、
そ
の

ど
ち
ら
に
も
一
定
の
距
離
を
置
く
相
対
的
な
も
の
の
見
方
、
態
度
を
提
示
し

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
長
男
半
子
の
死
と
長
女
百
合
の
奇
蹟
的
な
回
復
、
そ

れ
を
契
機
と
し
た
細
君
の
夢
の
話
、
そ
れ
ら
と
金
毘
羅
と
を
結
び
つ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
細
君
の
信
仰
に
至
る
過
程
を
描
き
だ
し
て
い
る
。
細
君
が
見
た

夢
の
顛
末
が
現
代
医
学
の
権
威
者
広
沢
教
授
に
も
見
放
さ
れ
た
百
合
の
回
復

と
い
う
事
実
に
よ
り
正
夢
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
以
後
細
君
に
と
っ
て

金
毘
羅
様
は
今
回
の
不
幸
な
事
件
を
全
て
説
明
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
、

現
実
生
活
の
な
か
に
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
細
君
の
描
か
れ
方

は
、
現
実
社
会
に
あ
っ
て
一
つ
の
空
想
世
界
が
現
実
性
を
も
っ
た
実
在
と
し

⑭

て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
鴎
外
の
プ
ラ
チ
カ
ル
な
認
識
を
指
し
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
、
細
君
の
金
毘
羅
様
を
信
仰
し
て
い
く
過
程
を
単
な

る
迷
信
で
は
な
く
「
現
実
で
あ
り
、
実
在
」
の
世
界
と
し
て
描
い
て
み
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
小
野
翼
博
士
の
近
代
科
学
と
宗
教
に
対
す
る
懐
疑
的
な
態
度

ま
で
を
相
対
化
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
「
金
毘
羅
」
に

あ
ら
わ
れ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
認
識
と
方
法
は
、
作
者
鴎
外
が
「
学

問
も
因
襲
を
破
っ
て
進
ん
で
行
く
。
一
国
の
一
時
代
の
風
尚
に
肘
を
型
せ
ら

⑮

れ
て
ゐ
て
は
、
学
問
は
死
ぬ
る
」
、
「
学
問
の
自
由
研
究
と
芸
術
の
自
由
発
展

⑯

と
を
妨
げ
る
国
は
栄
え
る
筈
が
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
価
値
観
を

押
し
付
け
よ
う
と
す
る
社
会
・
国
家
権
力
に
対
し
て
批
判
精
神
と
な
り
得
る

も
の
を
包
含
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
注
〕

①
「
現
代
思
想
（
対
話
）
」
と
題
し
て
「
太
陽
」
（
第
十
五
巻
第
十
三
号
・
明
治
四

二
年
十
月
一
日
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

②
山
崎
国
紀
編
『
森
鴎
外
・
母
の
日
記
』
（
一
九
八
五
年
十
一
月
一
一
二
書
房
）
。

③
④
小
金
井
喜
美
子
『
森
鴎
外
の
系
族
』
（
一
九
八
三
年
十
一
月
日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
）

⑤
森
於
菟
『
父
親
と
し
て
の
森
脇
外
』
（
一
九
六
九
年
十
二
月
筑
摩
書
房
）

⑥
弟
篤
次
郎
が
モ
デ
ル
と
し
て
登
場
す
る
作
品
に
「
本
家
分
家
」
（
昭
和
十
二
年
三

月
岩
波
書
店
『
鴎
外
全
集
』
第
三
巻
く
大
正
四
年
八
月
十
八
日
の
日
記
に
「
本

家
分
家
を
艸
し
畢
る
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
〉
）
が
あ
る
。

⑦
鴎
外
は
『
妄
人
妄
語
』
（
大
正
四
年
二
月
至
誠
堂
書
店
）
中
に
昂
○
日
四
昌
房

派
の
所
謂
青
い
花
は
、
ｚ
ｏ
く
島
の
の
小
説
を
読
ん
で
見
れ
ば
、
情
の
上
か
ら
其
勾

を
知
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
彼
派
が
智
の
上
か
ら
そ
れ
を
ど
う
説
い
て
居
た
か
と

い
ふ
こ
と
は
、
一
寸
文
学
学
な
ど
を
覗
い
て
見
て
も
分
か
ら
な
い
。
（
中
略
）
愛
と
い

ふ
も
の
が
人
生
の
大
事
で
、
こ
れ
に
特
別
な
説
明
が
下
し
て
あ
る
。
即
ち
・
己
路

、
胃
胃
胃
国
昌
摘
昏
匡
昌
号
の
胃
ｇ
ｍ
９
①
口
伊
呂
①
。
の
》
蝕
具
弓
①
言
言
日
号
門

角
堅
蔚
の
蔚
頭
○
①
耳
一
門
茜
①
の
①
胴
の
ｐ
Ｈ
巨
彦
行
ロ
】
丘
」
尉
隠
匡
逗
の
旨
ゴ
会
①
○
員
己
ら
四
頭
の

巨
匡
２
》
色
呉
急
堅
昏
①
呂
切
国
巴
号
Ｈ
ｏ
の
、
ｏ
ご
①
、
胃
胃
Ｅ
己
号
Ｈ
ｚ
具
５
国
①
己

四
八



ご
二
貝
員
“
言
一
こ
〕
①
一
胄
三
さ
ご
言
言
［
驚
偶
巨
の
己
Ｃ
目
巽
響
》
と
い
ふ
の
だ
。
夫
婦

の
愛
か
ら
母
子
の
愛
が
出
る
。
兄
弟
姉
妹
諸
巻
属
の
愛
が
出
る
。
こ
上
に
家
族
合

同
吋
僅
日
筥
の
ロ
ぐ
閂
伶
旨
が
成
り
立
っ
て
、
教
育
の
基
礎
が
据
わ
る
。
此
愛
に
伴
っ

て
来
る
も
の
が
、
感
奮
国
①
鴨
再
閂
昌
侭
と
係
恋
の
⑦
盲
目
、
胃
と
の
二
つ
だ
。

感
奮
は
彼
の
敵
願
心
な
ど
の
や
う
に
、
或
る
思
想
を
把
捉
し
て
兼
て
其
実
行
を
期

す
る
の
で
、
（
即
宮
閉
①
ロ
①
旨
①
ｍ
①
①
烏
蒔
①
ロ
圏
侭
亙
３
ｍ
見
、
の
旨
の
ぐ
⑦
Ｈ
‐

昌
牙
胃
言
〕
祠
鴨
吋
胃
冨
①
。
係
恋
は
只
管
向
上
の
道
を
践
む
の
だ
。
理
想
の
影
を

追
ふ
の
だ
。
そ
し
て
此
係
恋
の
対
象
が
即
ち
青
い
花
だ
、
不
可
思
議
の
碧
華
だ
。
」

（
明
治
三
七
年
二
月
十
日
「
萬
年
艸
」
巻
第
十
一
初
出
）
と
述
べ
、
「
青
い
花
」
に

代
表
さ
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
文
学
は
、
空
想
界
で
の
愛
と
い
う
も
の
を
第
一
義
（
「
人

生
の
大
事
」
）
と
し
、
そ
の
理
想
を
求
め
て
追
い
続
け
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
（
愛

と
い
う
）
理
想
の
象
徴
が
「
青
い
花
」
だ
と
分
析
し
て
い
る
。

③
⑨
⑩
⑪
竹
盛
天
雄
『
鴎
外
そ
の
紋
様
』
（
一
九
八
四
年
七
月
小
沢
書
店
）

⑫
鴎
外
は
「
新
思
潮
」
（
第
一
巻
第
二
号
・
大
正
三
年
三
月
）
に
「
舞
踏
」
（
ア
ナ

ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
原
作
）
を
訳
し
て
い
る
。

⑬
石
橋
湛
山
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
思
想
に
つ
い
て
は
、
上
田
博
「
石
橋
湛
山
論

ｌ
出
発
期
の
文
芸
・
社
会
批
評
ｌ
」
（
立
命
館
大
学
「
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
」
第

四
三
号
．
一
九
八
七
年
三
月
）
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑭
鴎
外
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
す
る
言
及
は
、
小
説
「
か
の
や
う
に
」
中
で

五
条
秀
麿
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。
「
君
の
か
く
画
も
、
ど
れ
程
写
生
し

た
と
こ
ろ
で
、
実
物
で
は
な
い
。
嘘
の
積
り
で
か
い
て
ゐ
る
。
人
生
の
性
命
あ
り
、

価
値
あ
る
も
の
は
、
皆
こ
の
意
識
し
た
嘘
だ
。
第
二
の
意
味
の
本
当
は
こ
れ
よ
り

外
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
か
う
云
ふ
風
に
本
当
を
二
つ
に
見
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト

が
元
祖
で
、
近
頃
プ
ラ
グ
マ
チ
ス
ム
な
ん
ぞ
で
、
余
程
卑
俗
に
し
て
繰
り
返
し
て

森
鴎
外
「
金
毘
羅
」
論

ゐ
る
の
も
同
じ
事
だ
・
噸
｜

こ
こ
で
鴎
外
は
、
ハ
ン
ス
・
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
『
ヂ
イ
・
フ
イ
ロ
ゾ
フ
イ
イ

・
デ
ス
・
ア
ル
ス
・
オ
ッ
プ
』
の
「
人
間
の
思
考
の
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
は
、
知
識

と
生
活
を
よ
ど
み
な
く
目
的
に
働
か
せ
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
く
補
助
概
念
〉
で

あ
り
、
〈
有
効
な
〉
擬
制
、
虚
構
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
り
、
一
般
に
経
験
界
は

〈
人
類
の
理
論
的
・
実
践
的
・
宗
教
的
擬
制
の
体
系
〉
の
う
え
に
た
て
ら
れ
た

ど
め
‘
○
一
〕
つ
ま
り
、
か
の
・
や
う
に
の
世
界
で
あ
る
」
（
岡
崎
義
恵
）
と
い
う
主
張
を

秀
麿
に
語
ら
せ
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
現
実
認
識
を
指
し
示
し
、
そ
れ
を

文
学
観
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
里
芋
の
芽
と
パ
動
の
目
」
（
「
ス
バ
ル
」
第
二
年
第
二
号
・
明
治
四
三
年

二
月
）
と
い
う
小
説
に
お
い
て
は
主
人
公
増
田
理
学
博
士
の
「
里
芋
を
選
り
分
け

る
や
う
な
」
も
の
の
見
方
を
と
お
し
て
プ
ラ
チ
カ
ル
な
生
き
方
を
提
示
し
て
い

る
。

⑮
「
沈
黙
の
塔
」
（
「
三
田
文
学
」
第
一
巻
第
七
号
・
明
治
四
三
年
十
一
月
）

⑯
「
文
芸
の
主
義
」
（
「
東
洋
」
第
五
号
・
明
治
四
四
年
四
月
）
〈
初
出
時
は
「
文

芸
談
片
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
た
〉

※
鴎
外
本
文
の
引
用
は
『
鴎
外
全
集
』
（
一
八
七
一
’
七
五
岩
波
書
店
）
に
よ
る

が
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
て
い
る
。

（
た
き
も
と
・
か
ず
な
り
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

四
九


