
｜ﾛ
－

独
歩
の
作
品
の
中
で
、
「
非
凡
な
る
凡
人
」
と
『
日
の
出
』
は
、
上
昇
期

の
市
民
社
会
に
特
有
の
明
か
る
い
肯
定
性
を
反
映
し
た
、
一
系
列
の
作
品
と

見
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
事
実
そ
う
で
あ
ろ
う
。

大
体
、
こ
の
頃
書
か
れ
た
独
歩
中
期
の
作
品
群
に
は
、
「
少
年
の
悲
哀
』

の
ご
と
く
悲
哀
感
に
み
ち
た
杼
情
を
漂
わ
せ
た
作
品
と
か
、
『
運
命
論
者
』

『
酒
中
日
記
』
『
女
難
』
等
の
ご
と
く
、
暗
い
運
命
の
前
に
打
ち
ひ
し
が
れ

て
い
く
弱
小
な
る
人
間
を
扱
っ
た
作
品
が
多
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ

と
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
非
凡
な
る
凡
人
』
と
『
日
の
出
」
は
、
「
運
命
を

開
拓
し
っ
ｋ
進
ん
で
行
く
」
（
非
凡
な
る
凡
人
）
青
少
年
が
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
『
運
命
論
者
』
や
「
酒
中
日
記
」
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で

あ
る
。
そ
れ
も
、
数
少
な
い
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で

①

は
、
こ
の
二
作
が
．
見
不
思
議
と
思
は
る
與
二
篇
の
作
」
と
か
、
「
独
歩

②

と
し
て
は
、
む
し
ろ
意
外
な
よ
う
な
一
系
列
の
作
品
」
と
い
う
印
象
を
一
般

に
与
え
て
き
た
の
も
、
無
理
か
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ

国
木
田
独
歩
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
譜

国
木
田
独
歩
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
譜

＄

､

は
「
立
志
伝
中
の
人
物
と
い
っ
て
は
低
俗
す
ぎ
る
が
、
風
変
り
な
立
志
伝
と

⑧
、
、

考
え
て
さ
し
つ
か
え
の
な
い
物
語
り
」
と
受
け
と
れ
る
し
、
ま
た
、
「
明
治

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ｖ
、
、
、

的
立
身
出
世
主
義
を
否
定
し
つ
つ
も
、
健
康
で
明
る
く
、
自
由
独
立
を
願
望

４

す
る
資
本
主
義
初
期
の
精
神
の
み
が
、
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
ゐ
る
」
（
傍
点

は
引
用
者
）
も
の
と
し
て
、
独
歩
に
は
稀
有
の
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
作
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
一
評
価
は
、
必
ず
し
も
高
い⑤

と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
底
の
浅
い
健
康
さ
を
士
台
と
す
る
も
の
」

と
か
、
「
独
歩
の
理
想
が
社
会
的
反
省
な
く
織
り
込
ま
れ
て
、
現
在
私
達
が

ぼ
ん
や
り
読
む
と
き
に
講
談
社
的
理
想
主
義
の
匂
ひ
さ
へ
感
ぜ
ざ
る
を
得
な

⑥

い
程
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
評
が
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ

は
決
し
て
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
殊
に
後
者
な
ど
は
当
を
得

た
批
評
と
い
う
雷
へ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

「
僕
は
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
此
男
に
感
心
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
感

心
す
る
と
言
っ
た
処
で
、
秀
吉
と
か
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
か
其
他
の
天
才
に

ち
が

感
心
す
る
の
と
は
異
う
の
で
、
此
種
の
人
物
は
千
百
歳
に
一
人
も
出
る
か

出
な
い
か
で
あ
る
が
、
桂
正
作
の
如
き
は
平
凡
な
る
社
会
が
常
に
産
出
し

一
一
一
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ｰ

得
る
人
物
で
あ
る
、
又
た
平
凡
な
る
社
会
が
常
に
要
求
す
る
人
物
で
あ
る
。

ふ

で
あ
る
か
ら
桂
の
や
う
な
人
物
が
一
人
殖
へ
れ
ば
そ
れ
だ
け
社
会
が
幸
隔

な
の
で
あ
る
。
」
‐
（
非
凡
な
る
凡
人
）

と
い
っ
た
素
朴
な
肯
定
的
態
度
や
、
ま
た
、
『
日
の
出
』
に
お
け
る
二
宮
尊

徳
的
勤
労
主
義
と
、
私
有
財
産
の
蓄
積
と
、
社
会
事
業
と
い
う
三
者
の
単
純

な
結
び
つ
き
方
を
考
え
れ
ば
、
た
し
か
に
土
方
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
、

「
社
会
的
反
省
」
を
欠
い
た
「
講
談
社
的
理
想
主
義
」
の
そ
し
り
は
ま
ぬ
が

れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
、
中
島
健
蔵
氏
同
様
、
「
独
歩
の
こ
れ
ら
の

７

作
品
は
、
特
別
の
考
察
に
価
す
る
も
の
‐
｜
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
中
島
氏
の
重
視
の
し
か
た
と
私
の
重
視
の
し
か
た
と
で
は
、
や
や

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
が
「
特
別
の
考
察
に
価
す
る
」
と
考
え
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
こ
の
二
作
が
独
歩
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
、
へ
き
必
然
性
が
ど

こ
に
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
必
然
が
背
負
っ
て
い
る
問
題
性
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
「
運
命
を
開
拓
し
っ
奥
進
ん
で
行
く
」
新
時
代

の
．
ハ
イ
オ
’
一
ア
を
ヒ
ー
ロ
ー
と
す
る
二
篇
が
、
何
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な

「
社
会
的
反
省
」
を
欠
い
た
「
講
談
社
的
理
想
主
義
」
の
形
で
し
か
現
わ
れ

て
来
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
当
然
へ
そ
の
克
服

に
は
何
が
必
要
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
も
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
く
る
で

あ
る
差
（
ノ
。

第
二
は
、
こ
の
新
・
ハ
イ
オ
’
一
ァ
物
語
二
篇
と
、
『
運
命
論
者
』
を
は
じ
め

と
す
る
運
命
悲
劇
と
が
、
独
歩
の
創
作
主
体
内
部
の
深
層
に
お
い
て
ど
う
結

ひ

．
■
〃

び
つ
い
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
平
野
謙
氏
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
独
歩
中
期
の
作
品
に
は
、
「
『
酒
中
日
一
記
」
『
運
命
論
者
」
『
悪

魔
」
「
正
直
者
」
『
女
難
』
の
よ
う
な
、
暗
い
宿
命
的
な
作
品
群
」
と
、
「
「
日

の
出
」
『
非
凡
な
る
凡
人
」
「
馬
上
の
友
』
の
よ
う
な
上
昇
期
の
市
民
社
会
に

特
有
な
明
る
い
肯
定
的
な
作
品
」
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
当
然
、
「
そ
う
い
う

明
る
い
肯
定
的
な
作
品
系
列
と
、
先
の
哀
感
や
運
命
観
に
根
ざ
し
た
作
品
群

と
が
、
独
歩
個
人
の
な
か
で
ど
う
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
た
か
は
、
や
は
り
問

⑧

題
」
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

き
よ
し

独
歩
は
か
っ
て
『
潔
の
半
生
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
こ
と

が
あ
る
。

お
の
づ
か

「
さ
す
が
に
日
記
な
り
、
支
離
滅
裂
の
う
ち
、
自
ら
関
係
あ
り
、
聯
絡

、
、
、
き
よ
し
、
、
、
、
、

あ
り
、
照
応
あ
り
、
日
よ
り
日
、
月
よ
り
月
に
一
個
の
潔
の
生
け
る
生
命

、
、
、
、
、
、
、
、
、
し
る

こ
の
か
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
一
貫
し
て
現
は
る
。
誌
さ
れ
し
此
事
彼
事
、
何
の
関
係
な
き
に
似
て
、

」
ご
よ
し
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

潔
の
眼
と
心
と
を
通
じ
て
自
ら
聯
絡
の
あ
り
て
存
す
。
」
（
傍
点
は
引
用
者
）

ぎ
ょ
し

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
作
中
の
主
人
公
で
あ
る
「
潔
」
に
託
し
て
、
独

歩
が
自
ら
の
日
記
（
お
そ
ら
く
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
．
で
あ
ろ
う
）
に
対
す
る
省
察

の
こ
と
ば
を
書
き
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
中
に
お

け
る
「
日
記
」
に
「
誌
さ
れ
し
此
事
」
と
「
彼
事
」
と
の
「
関
係
」
を
、
そ

の
ま
ま
独
歩
の
作
品
相
互
間
の
有
機
的
な
「
関
係
」
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
平
野
氏
の
言
う
「
明
る
い
肯
定
的
な
作
舶
系

列
」
と
、
「
暗
い
哀
感
や
運
命
観
に
根
ざ
し
た
作
品
群
」
と
が
、
「
独
歩
個

人
の
な
か
で
ど
う
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
た
か
」
の
問
題
に
置
き
か
え
て
み
た

場
合
、
こ
の
文
章
は
、
そ
の
問
題
を
解
く
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
あ

七

一
一
一
一
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立
身
出
世
主
義
の
虚
妄
を
感
じ
て
「
天
地
生
存
」
を
求
め
、
所
謂
「
虚
栄

城
中
」
か
ら
脱
出
し
て
「
山
林
に
自
由
存
す
」
と
歌
い
あ
げ
、
「
山
林
海
浜

の
小
民
」
の
な
か
に
「
質
朴
な
る
生
活
、
天
真
の
人
情
」
を
求
め
て
い
っ
た

詩
人
独
歩
の
世
界
ｌ
そ
れ
と
「
非
凡
な
る
凡
人
』
の
世
界
と
は
、
一
見
は

な
は
だ
し
く
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
。

『
非
凡
な
る
凡
人
」
の
主
人
公
・
桂
正
作
は
、
明
治
的
立
身
出
世
主
義
の

教
書
と
し
て
当
時
の
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
『
西
国
立
志
編
』
一
冊
に

い
き

よ
っ
て
、
彼
自
身
の
人
生
を
決
定
す
る
。
「
桂
正
作
は
活
た
西
国
立
志
編
」

バ
イ
ブ
ル

で
あ
り
、
「
西
国
立
志
編
は
彼
の
聖
書
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
当
時
『
西
国

国
木
田
独
歩
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
譜

る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
「
暗
い
哀
感
や
運
命
観
に
根
ざ
し
た
作
品
群
」
と
、

「
明
る
い
肯
定
的
な
作
品
系
列
‐
一
と
は
「
何
の
関
係
な
き
に
似
て
」
そ
の
実
、

お
の
づ
か

作
者
の
「
眼
と
心
を
通
じ
て
自
ら
聯
絡
」
が
あ
り
、
そ
の
間
に
作
者
独
歩

の
「
生
け
る
生
命
は
一
貫
し
て
」
通
い
合
っ
て
い
る
、
と
観
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
よ
う
観
点
か
ら
、
今
度
は
我
々
の
「
眼
と
心
を
通
じ
て
」
、
「
暗
い

宿
命
的
な
作
品
群
」
と
「
明
る
い
肯
定
的
な
作
品
系
列
」
と
の
「
聯
絡
」
を

求
め
、
そ
こ
に
「
生
け
る
生
命
」
の
「
一
貫
し
て
現
は
」
れ
て
い
る
と
こ
ろ

を
た
ど
っ
て
行
け
ば
、
平
野
氏
の
提
示
し
た
問
題
に
対
す
る
何
ら
か
の
解
答

が
、
お
の
ず
と
得
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。
実
は
、
私
が
先
に
提
出
し
た
第
一

の
問
題
と
第
二
の
問
題
と
は
、
本
来
は
一
つ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
、

Ⅱ

、

立
志
編
」
の
愛
読
者
の
多
く
が
官
員
や
政
治
家
志
望
で
、
「
西
国
立
志
編
」

の
根
底
に
あ
る
科
学
的
実
証
精
神
や
経
済
的
合
理
主
義
へ
の
理
解
に
乏
し
く
、

も
っ
ぱ
ら
「
忍
耐
」
「
銀
難
、
辛
苦
」
「
倹
約
」
「
剛
毅
」
と
い
っ
た
モ
ラ

⑨

ル
の
中
に
立
身
出
世
の
教
義
を
読
み
と
っ
て
い
た
の
に
く
ら
べ
る
と
、
桂
正

作
は
最
も
忠
実
な
『
西
国
立
志
編
」
の
愛
読
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
実
践
者

で
あ
っ
た
。

「
工
業
で
身
を
立
つ
る
決
心
だ
。
」
と
言
っ
て
の
け
る
彼
に
と
っ
て
は
、

「
ワ
ヅ
ト
や
ス
テ
ブ
ン
ソ
ン
や
ヱ
ヂ
ソ
ン
は
彼
の
理
想
の
英
雄
」
で
あ
り
、

「
発
明
に
越
す
大
事
業
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
科
学
的
精
神
の

み
で
な
く
、
彼
は
経
済
的
合
理
主
義
を
も
こ
の
害
か
ら
学
び
と
っ
た
の
で
あ

マ
（
》
○

小
学
校
卒
業
と
同
時
に
銀
行
へ
就
職
、
そ
の
問
に
東
京
ま
で
の
旅
費
と
三

ヶ
月
分
の
生
活
費
を
貯
蓄
し
て
上
京
し
、
当
座
は
新
聞
売
と
砂
書
き
で
生
活

を
立
て
、
日
清
の
間
が
切
迫
す
る
や
号
外
で
儲
け
、
工
手
学
校
夜
学
部
に
入

学
す
る
。
工
手
学
校
を
卒
業
す
る
や
、
横
浜
の
会
社
の
電
気
部
技
手
と
な
る
。

こ
れ
が
桂
正
作
の
立
志
伝
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
の
父
が
「
殖
産
」
の
流
行
語
に
か
ぶ
れ
、
「
士
族
の
商
法
」

で
失
敗
し
て
破
産
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
む
ろ
ん
正
作
も
．
転
す

や
ま
ぎ

れ
ば
冒
険
心
と
な
り
、
再
転
す
れ
ば
山
気
と
な
る
」
気
性
を
父
か
ら
受
け
っ

一
虹
寺

い
で
い
る
。
し
か
し
、
正
作
が
「
西
国
立
志
綿
の
お
陰
で
、
此
気
象
に
訓
練

を
加
へ
、
堅
実
な
る
有
為
の
精
神
と
し
た
」
の
は
、
彼
が
『
西
国
立
志
編
」

か
ら
そ
の
科
学
主
義
の
み
で
な
く
、
市
民
的
モ
ラ
ル
や
経
済
的
合
理
主
義
を

も
学
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
一
一
一
一
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こ
の
よ
う
に
彼
は
自
ら
身
を
立
て
た
の
み
で
な
く
、
故
郷
を
飛
び
出
し
て

来
た
「
突
飛
者
」
の
弟
に
も
「
西
国
立
志
編
」
を
読
ま
せ
、
自
ら
の
給
料
で

弟
を
養
い
つ
つ
工
手
学
校
へ
入
れ
、
「
突
飛
者
」
を
真
面
目
な
技
手
に
仕
立

て
て
い
る
。

、
、
、
、
、

「
彼
（
桂
正
作
）
は
随
分
少
年
に
有
勝
な
空
想
を
描
く
け
れ
ど
も
、
計
画

を
立
て
＆
こ
れ
を
実
行
す
る
上
に
就
い
て
は
少
年
の
時
か
ら
今
日
に
至
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
で
、
少
し
も
変
ら
ず
、
一
定
の
順
序
を
立
て
坐
一
歩
点
を
着
有
実
行
し

、
、
｝
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
遂
に
目
的
通
り
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
は
引
用
者
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
彼
ほ
ど
虚
栄
心
の
少
い
男
は
珍
し
い
。
其
の
境
遇
に
処
し
、
其
の
信
ず

る
処
を
行
う
て
、
そ
れ
で
満
足
し
安
心
し
、
そ
し
て
勉
励
し
て
居
る
。
彼

は
決
し
て
自
分
と
他
人
と
を
比
較
し
な
い
。
自
分
は
自
分
だ
け
の
こ
と
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

為
し
て
、
運
命
に
安
ん
じ
て
、
そ
し
て
運
命
を
開
拓
し
っ
良
進
ん
で
行

、く
こ
（
傍
点
は
引
用
者
）

こ
こ
に
桂
正
作
の
、
所
謂
「
明
治
的
立
身
出
世
主
義
者
」
の
典
型
と
は
違

っ
た
タ
イ
プ
と
し
て
の
人
間
像
が
、
浮
か
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味

で
は
正
作
の
よ
う
な
存
在
は
、
「
産
業
立
国
」
「
殖
産
興
業
」
「
富
国
強
兵
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
明
治
政
府
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
政
府
の
嘱
望
す
る

忠
実
な
働
き
手
で
あ
り
、
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
彼
は
立
志
伝
中
の
人
物
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
巨
万
の
富
や
利
潤
を

追
う
実
業
家
で
も
な
け
れ
ば
、
官
途
に
高
位
や
虚
名
を
追
う
立
身
主
世
主
義

者
と
も
、
は
っ
き
り
別
物
な
の
で
あ
る
。

何
ゆ
え
、
独
歩
は
こ
う
い
う
人
物
を
彼
の
作
品
に
登
場
さ
せ
た
の
か
。

『
非
凡
な
る
凡
人
』
は
明
治
調
年
３
月
発
行
の
「
中
学
世
界
』
に
発
表
さ
れ

t

６

た
。
当
然
、
独
歩
は
発
表
誌
の
読
者
を
意
識
し
て
執
筆
し
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
独
歩
の
信
条
や
人
間
的
興
味
と
は
無
関
係
な
、

当
時
の
中
学
生
へ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
の
み
の
所
産
で
あ
う
か
。
そ
う
で
な
い

⑩

こ
と
は
、
岡
落
葉
の
次
の
直
話
録
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
桂
正
作
に
は
モ
デ
ル

が
あ
っ
た
。
独
歩
は
こ
れ
に
格
別
な
人
間
的
興
味
を
覚
え
た
ら
し
い
・
岡
落

葉
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。

「
作
で
は
、
主
人
公
は
梓
正
作
と
な
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
実
際
は
桂
糺
と
い

ひ
ま
す
。
私
と
は
遠
い
親
戚
に
な
る
の
で
す
が
、
家
が
近
く
て
、
小
学
校

に
も
一
緒
に
上
っ
た
の
で
、
私
に
は
幼
友
達
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
桂
の

こ
と
を
、
何
か
の
折
に
話
し
ま
し
た
ら
、
独
歩
は
非
常
に
面
白
が
っ
て
、

も
っ
と
精
し
く
し
て
く
れ
ろ
と
い
ふ
の
で
す
。
改
め
て
知
っ
て
ゐ
る
だ
け

を
話
し
ま
し
た
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
纒
め
た
の
が
こ
の
作
品
と
な
っ

た
の
で
、
こ
れ
な
ど
は
事
実
そ
の
ま
ま
で
、
小
説
と
い
っ
て
よ
い
か
ど
う

か
疑
問
な
位
で
す
。
（
中
略
）
独
歩
に
桂
の
話
を
し
た
時
に
は
、
桂
は
も
う

工
手
学
校
を
出
て
、
・
横
浜
の
船
渠
会
社
に
勤
め
て
ゐ
ま
し
た
。
と
に
か
く

立
志
伝
中
の
珍
ら
し
い
人
な
の
で
独
歩
は
す
っ
か
り
感
心
し
て
し
ま
ひ
、

会
ひ
た
い
か
ら
ど
う
か
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
、
な
ど
と
い
っ
た
の
で
し
た

⑪

が
、
そ
の
機
会
は
な
く
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
」

何
ゆ
え
に
独
歩
は
、
こ
の
一
‐
桂
正
作
」
的
人
間
像
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
興
味

を
ひ
き
つ
け
ら
れ
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
共
鳴
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
の
淵

源
を
た
ぐ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
独
歩
が
上
京
し
て
き
た
当
時
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、

そ
の
時
点
か
ら
始
ま
る
独
歩
の
精
神
史
的
歩
み
が
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
物
語
っ

て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。見

写
、
▲
■
）
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一

独
歩
が
徳
富
蘇
峰
の
『
将
来
之
日
本
」
や
『
新
日
本
之
青
年
』
に
心
酔
す

る
よ
り
以
前
、
彼
自
ら
が
『
西
国
立
志
編
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
彼
自
ら
が
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
「
功
名
心

⑫

が
猛
烈
な
少
年
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
政
治
家
を
志
し
て
上
京
し
て
か
ら

⑬

「
精
神
上
に
一
大
革
命
」
を
体
験
す
る
ま
で
の
問
は
、
『
西
国
立
志
編
」
の

励
起
し
た
立
身
出
世
主
義
的
風
潮
の
埒
外
に
居
た
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
、

確
か
で
あ
ろ
う
。

「
西
国
立
志
編
』
は
福
沢
の
「
学
問
の
す
す
め
』
と
と
も
に
、
旧
来
の
価

値
体
系
が
失
墜
し
た
維
新
変
革
後
に
、
新
時
代
の
生
き
方
と
栄
達
の
目
標
を

方
向
づ
け
る
書
物
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
年
代
層
に
歓
迎
さ
れ
た
。
し
か
も
そ

の
内
容
が
政
府
の
文
教
政
策
と
も
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
い
た
た
め
、
文
部
省
の

小
学
教
科
書
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
時
、
自
由
民
権
運
動
の
高
ま
り
に

政
府
が
対
抗
し
て
教
育
政
策
を
右
旋
回
さ
せ
た
た
め
、
教
科
書
リ
ス
ト
か
ら

姿
を
消
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
「
学
問
の
す
す
め
」
が
そ
の
後
ず
っ
と
教
科

書
リ
ス
ト
か
ら
消
さ
れ
た
の
に
対
し
、
『
西
国
立
志
細
』
は
、
明
治
皿
年
の

「
文
部
省
年
報
」
で
再
び
「
小
学
口
授
ノ
用
耆
二
限
り
」
と
い
う
制
限
つ
き

で
許
可
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
こ
の
害
は
そ
の
後
、
大
正
年
間
に
至
る
ま

⑭

で
ゞ
ヘ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
地
位
を
保
っ
た
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
西
国
立
誌
編
』
の
励
起
し
た
立
身
出
世
的
人
間
像
を
文
学
的
に
形

象
化
し
た
作
品
の
系
譜
を
、
前
田
愛
氏
は
以
下
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

「
立
身
出
世
を
め
ざ
す
青
年
達
を
取
り
上
げ
た
小
説
は
明
治
十
七
年
の

国
木
田
独
歩
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
譜

Ⅲ

｜
印

“
「
世
路
日
記
』
か
ら
、
明
治
二
十
三
年
の
「
帰
省
」
に
い
た
っ
て
一
つ
の

サ
イ
ク
ル
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
中
程
に
は
「
当
世
書

生
気
質
」
「
浮
雲
」
『
舞
姫
』
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
る
は
ず
で
あ
る
。
」

つ
ま
り
「
「
学
問
の
す
す
め
』
や
『
西
国
立
志
編
』
が
励
起
し
た
立
身
出

世
的
人
間
像
を
、
文
学
的
形
象
と
し
て
最
初
に
定
着
し
た
」
の
が
菊
亭
香
水

の
「
世
路
日
記
」
で
あ
り
、
主
人
公
の
小
学
教
師
は
地
方
教
育
界
の
腐
敗
を

憤
り
、
将
来
に
理
想
を
抱
き
、
教
え
子
の
女
生
徒
と
将
来
の
夫
婦
約
束
を
し

て
郷
里
を
出
立
し
、
立
身
出
世
を
め
ざ
し
て
こ
れ
に
成
功
す
る
。
「
彼
自
身

の
生
き
方
が
ま
さ
し
く
『
西
国
立
志
編
」
の
実
践
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

す
で
に
こ
の
作
品
に
「
故
郷
回
帰
」
の
心
情
が
く
り
返
し
述
懐
さ
れ
て
い
る

点
に
前
田
愛
氏
は
着
目
す
る
。

「
故
郷
の
自
然
は
都
会
の
苛
烈
な
生
存
競
争
が
強
い
る
絶
え
間
な
い
内
的

緊
張
に
休
息
と
慰
籍
を
も
た
ら
す
。
（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
故
郷
の
役
割
が

拡
大
さ
れ
、
立
身
出
世
主
義
の
虚
妄
を
脚
覚
す
る
契
機
に
転
化
し
て
い
る

の
が
宮
崎
湖
処
子
の
「
帰
省
」
で
あ
る
。
（
中
略
）
『
世
路
日
記
』
に
よ
っ
て

立
身
出
世
の
情
熱
を
か
き
立
て
ら
れ
、
笈
を
負
う
て
都
会
に
集
っ
た
青
年

、
、

達
が
出
会
う
は
ず
の
世
界
が
、
『
書
生
気
質
』
で
あ
り
、
『
浮
雲
』
で
あ

り
、
『
舞
姫
』
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
内
海
文
三
と
太
田
豊
太
郎
が
、
外

側
か
ら
は
官
僚
機
構
な
い
し
は
俗
物
的
世
間
に
よ
っ
て
、
内
側
か
ら
は
か

れ
ら
の
内
閉
的
な
個
性
そ
の
も
の
の
た
め
に
、
手
痛
い
敗
北
を
喫
し
、
惨

め
な
妥
協
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
内
海
文
三

や
太
田
豊
太
郎
の
背
後
に
は
、
自
由
民
権
運
動
の
退
潮
に
捲
き
込
ま
れ
、

生
活
の
目
標
を
見
失
っ
た
青
年
達
の
悲
劇
が
累
積
し
て
い
た
。
一
世
路
日

二
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記
」
が
提
示
し
た
立
身
出
世
の
設
計
図
は
、
明
治
二
十
年
前
後
の
現
実
に

⑮

曝
さ
れ
て
、
急
激
に
色
槌
せ
て
行
く
の
で
あ
る
。
」

『
世
路
日
記
」
ｌ
『
当
世
書
生
気
質
」
『
浮
雲
』
「
舞
姫
』
Ｉ
「
帰

省
』
ｌ
こ
れ
で
本
当
に
．
っ
の
サ
イ
ク
ル
を
終
え
た
」
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
明
治
卯
年
前
後
の
文
学
史
的
な
一
連
の
流
れ
と
し
て
の
「
サ
イ
ク

ル
」
は
終
っ
た
。
し
か
し
『
帰
省
」
か
ら
約
加
年
前
後
を
経
て
、
こ
の
「
一

つ
の
サ
イ
ク
ル
」
の
縮
図
が
、
今
度
は
国
木
田
独
歩
と
い
う
一
人
の
作
家
の

文
学
の
中
に
甦
生
さ
れ
、
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
今
、
仮
に
前
田
氏
の
設

定
し
た
「
サ
イ
ク
ル
」
に
基
づ
い
て
、
独
歩
の
「
サ
イ
ク
ル
」
を
設
定
し
て

み
よ
』
フ
。

ま
ず
、
「
『
西
国
立
志
編
」
の
実
践
」
と
も
い
う
ゞ
へ
き
「
世
路
日
記
」
の
位

置
に
重
な
る
も
の
と
し
て
、
「
馬
上
の
友
』
と
『
非
凡
な
る
凡
人
』
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
「
非
凡
な
る
凡
人
」
は
こ
の
系
譜
か
ら
外

し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
「
『
西
国
立
志
編
』
の
実
践
」
で
あ
り

な
が
ら
『
世
路
日
記
』
の
系
譜
か
ら
外
れ
て
い
る
点
こ
そ
、
私
が
重
視
し
た

い
点
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
に
「
当
世
耆
世
気
質
」
や
『
舞
姫
』
の
位
置
と
重
な
り
合
う
の
が
、
『
あ

の
時
分
』
で
あ
る
。
「
自
由
民
権
運
動
の
退
潮
に
捲
き
込
ま
れ
、
生
活
の
目

標
を
見
失
っ
た
青
年
達
の
悲
劇
」
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。

最
後
に
『
帰
省
』
の
位
置
に
く
る
の
が
『
帰
去
来
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

「
故
郷
の
役
割
が
拡
大
さ
れ
、
立
身
出
世
主
義
の
虚
妄
を
自
覚
す
る
契
機
に

転
化
」
し
て
い
る
。

こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
明
治
恥
年
前
後
の

、

心

１
」

一
一
一
ハ

文
学
史
の
中
の
「
サ
イ
ク
ル
」
に
お
い
て
は
、
「
世
路
日
記
」
の
世
界
は

『
浮
雲
』
や
『
舞
姫
」
の
出
現
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
独
歩
の

サ
イ
ク
ル
の
中
で
は
、
『
馬
上
の
友
」
は
一
概
に
『
あ
の
時
分
』
や
「
帰
去

来
』
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
世
界
だ
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

『
非
凡
な
る
凡
人
』
や
『
日
の
出
」
は
な
お
さ
ら
そ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
前
掲
の
あ
の
平
野
謙
氏
の
提
示
せ
る
問
題
を
考
え
る
上
の
、

留
意
点
と
す
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。

「
馬
上
の
友
」
「
あ
の
時
分
」
『
帰
去
来
」
ｌ
こ
れ
で
「
世
路
日
記
』

か
ら
『
帰
省
』
ま
で
の
系
譜
と
重
な
り
合
う
独
歩
の
サ
イ
ク
ル
は
終
る
。

だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
『
帰
去
来
』
の
終
点
か
ら
始
ま
る
そ
の
後
の
続

篇
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
空
知
川
の
岸
辺
」
「
武
蔵
野
」
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』

『
運
命
論
者
』
『
悪
魔
」
と
続
く
精
神
遍
歴
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
で
も
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
『
馬

上
の
友
』
は
、
『
空
知
川
の
岸
辺
』
以
下
「
運
命
論
者
』
や
「
悪
魔
」
に
よ

っ
て
一
概
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
『
非
凡
な
る
凡
人
『
や

『
日
の
出
』
と
も
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
そ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

も
平
野
氏
の
提
出
し
た
問
題
を
解
明
す
る
上
の
留
意
点
と
す
雫
へ
き
で
あ
ろ
う
。

『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
桂
正
作
に
せ
よ
、
『
日
の
出
』
の
池
上
権
蔵
や
大
島

先
生
に
し
て
も
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
功
名
の
舞
台
や
「
虚
栄
城
中
」
や
権
力

的
地
位
と
か
か
わ
ら
な
い
所
で
、
自
ら
の
「
事
業
」
に
従
事
す
る
「
小
民
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
現
今
の
政
党
も
此
の
ま
具
に
て
は
遂
に
吾
が
敵
た
る

を
知
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
妬
・
・
２
・
田
）
り
、
時
の
権
力
に
つ
な
が
る
も
の
を
す

尋
へ
て
「
虚
栄
」
（
同
）
と
し
て
退
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
独
歩
の
内
部
と
、
決

■

喝

ト
ー

I



し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
運
命
を
開
拓
し
つ
ふ
進
ん
で
行
く
」

「
自
主
独
立
」
の
生
活
と
、
功
名
心
や
虚
栄
心
や
権
力
欲
に
つ
な
が
る
立
身

出
世
主
義
の
拒
否
ｌ
こ
の
二
点
が
結
び
合
わ
さ
っ
た
地
点
に
、
『
非
凡
な

る
凡
人
』
と
「
日
の
出
』
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
独
歩
が

発
見
し
た
、
民
衆
の
中
の
一
つ
の
現
実
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
「
国
民
の
反
映
」
で
あ
る
篭
へ
き
ば
ず
の
政
界
が
「
政
治
的
、
即

ち
野
心
的
、
名
利
的
、
肉
慾
的
」
の
場
に
堕
落
し
た
現
実
を
批
判
者
の
視
点

か
ら
再
現
し
て
い
く
階
梯
を
一
気
に
飛
び
越
え
て
、
「
政
治
的
」
の
全
面
的

否
定
に
傾
い
た
地
点
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
「
山
林
海
浜
の
小
民
」
に
共
感
を
求

⑱

め
て
い
っ
た
独
歩
の
歩
み
を
考
え
れ
ば
、
『
非
凡
な
る
凡
人
』
や
『
日
の
出
』

の
中
に
、
こ
と
さ
ら
に
政
治
間
鼬
や
社
会
問
題
と
の
抵
触
点
が
省
か
れ
て
い

る
の
も
、
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
二
作
に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ

ク
ラ
ヅ
ト
と
し
て
の
生
へ
の
意
欲
か
ら
「
政
治
的
、
即
ち
野
心
的
、
名
利
的
、

肉
慾
的
」
が
放
莱
さ
れ
た
地
点
に
お
い
て
、
「
自
信
、
倹
約
、
労
働
、
真
面

⑰

目
の
道
徳
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
妬
・
２
・
田
）
と
い
う
実
践
倫
恥
や
、
「
愛
と
誠

⑱

と
労
働
の
真
理
」
（
同
妬
・
３
・
皿
）
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
「
立
身
出
世
主
義
の
虚
妄
を
自
覚
」
す
る
『
帰
去
来
』

前
後
の
独
歩
の
精
神
史
的
時
点
へ
戻
ろ
う
。

『
あ
の
時
分
』
『
帰
去
来
」
そ
し
て
再
上
京
‐
ｌ
こ
の
遍
歴
の
次
に
く
る

も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
あ
こ
が
れ
迷
」
い
で
あ
っ
た
。

「
吾
何
を
為
す
、
へ
き
か
◎
是
れ
昨
日
来
の
吾
が
苦
心
す
る
処
な
り
。
政
治

国
木
田
独
歩
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
譜

Ⅳ

丁

b

か
、
宗
教
か
、
教
育
か
、
文
学
か
、
哲
学
か
。
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
平
７
．
超
）

「
余
は
小
説
を
書
く
雲
へ
き
か
、
詩
を
作
る
べ
き
か
、
馬
に
の
り
て
人
を
殺

マ
マ

。
Ｃ

す
可
き
か
、
講
壇
に
立
ち
て
空
呼
す
べ
き
か
。
只
だ
尤
も
自
然
に
生
活
せ

ん
と
思
ふ
也
。
余
は
有
体
に
言
へ
ぱ
恒
産
あ
り
て
山
林
に
一
良
民
と
し
て

。
Ｏ

過
し
得
れ
ば
足
る
が
如
し
。
余
に
恒
産
な
し
。
故
に
生
活
の
方
法
に
あ
こ

が
れ
迷
ふ
・
」
（
中
桐
確
太
郎
宛
吾
簡
”
・
９
．
ｍ
）

独
歩
は
政
治
や
哲
学
や
宗
教
に
も
心
ひ
か
れ
な
が
ら
、
次
第
に
「
山
林
独

立
の
生
活
」
と
「
文
学
」
の
方
へ
向
か
っ
て
い
く
。
『
帰
去
来
』
に
お
い
て

⑲

故
郷
に
「
真
の
生
活
」
を
築
け
な
か
っ
た
彼
は
、
「
志
を
立
て
理
想
を
追
ふ

て
、
今
や
森
林
の
中
に
自
由
の
天
地
を
求
」
め
て
北
海
道
に
渡
る
。
そ
し
て

行
き
ず
り
の
旅
館
の
主
人
を
見
て
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
的
「
小
民
」
像
を
胸
に

－
－
Ｏ

拙
く

「
彼
は
よ
く
自
由
に
よ
く
独
立
に
、
社
会
に
住
ん
で
社
会
に
圧
せ
ら
れ
ず
、

無
窮
の
天
地
に
介
立
し
て
安
ん
ず
る
処
あ
り
、
海
を
も
山
を
も
原
野
を
も

は将
た
市
街
を
も
、
我
物
顔
に
横
行
淵
歩
し
て
少
し
も
屈
托
せ
ず
、
天
涯
地

角
到
る
所
に
花
の
香
し
き
を
嗅
ぎ
人
情
の
温
か
き
に
住
む
、
げ
に
男
は
す

、
へ
か
ら
く
此
の
如
く
し
て
男
と
い
ふ
令
へ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
（
空
知
川

の
岸
辺
）

こ
の
中
に
彼
は
「
自
由
独
立
」
「
天
地
生
存
」
「
天
真
の
人
情
」
と
い
う
、

彼
の
志
向
の
す
べ
て
を
満
足
さ
せ
る
理
想
的
人
間
像
の
原
型
を
み
る
わ
け
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
す
で
に
「
政
治
的
、
即
ち
野
心
的
、
名
利
的
、

肉
慾
的
」
の
渦
巻
く
舞
台
の
外
に
、
こ
の
理
想
像
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に

留
意
す
雫
へ
き
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
の
理
想
の
す
べ
て
を
満
足
さ
せ

二
七
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、



る
理
想
的
人
間
像
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
場
で
し
か
求
め
る
ほ
か
は
な
か

っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
北
海
道
の
「
空
知
川
の
岸
辺
」
に
も
「
自
由
の
天
地
」
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
ま
た
上
京
。
自
由
と
事
業
と
理
想
を
同
時
に
求
め
て
得
ら
れ

な
か
っ
た
彼
は
、
も
は
や
自
由
の
放
浪
ば
か
り
追
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
一

方
で
は
「
山
林
の
自
由
」
に
憧
れ
な
が
ら
も
、
ま
た
一
方
で
は
何
ら
か
の
生

活
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
「
虚
栄
」
の
巷
な
る
都
会
に
生
活

の
方
途
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
山
林
に
自
由
存
し
都
会
に
事

業
あ
り
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
僕
都
会
に
在
り
て
は
田
舎
を
恋
ひ
田
舎
に
帰
り
て
は
都
会
を
思
ふ
。
僕

が
性
に
両
極
あ
れ
ば
な
り
。
夕
に
大
静
寂
、
自
然
的
自
由
を
恋
ひ
こ
が
れ

朝
に
大
活
動
、
歴
史
的
事
業
を
欲
す
れ
ば
也
・
山
林
に
自
由
存
し
都
会
に

事
業
あ
り
。
」
（
大
久
保
湖
邦
宛
書
簡
”
・
９
・
”
）

生
活
の
必
然
を
都
会
に
求
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
都
会
生
活
が
好
ま
し
い

わ
け
で
は
な
い
。
虚
栄
の
巷
は
依
然
と
し
て
虚
栄
の
巷
で
あ
っ
て
、
彼
の
心

は
「
自
然
的
自
由
に
恋
ひ
こ
が
れ
」
る
。
か
く
し
て
彼
は
生
活
の
方
途
を
都

会
に
求
め
な
が
ら
も
、
「
都
に
程
近
き
田
舎
」
（
星
）
に
茅
屋
を
構
え
、
「
一

種
の
生
活
と
一
種
の
自
然
と
を
配
合
し
て
一
種
の
光
景
を
呈
し
て
居
る
場

所
」
に
「
詩
興
」
を
感
じ
る
。
そ
れ
が
「
武
蔵
野
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
あ
る
が
ゆ
え
、
彼
は
こ
れ
を
精
神
的
立
脚
点
と
し
て
一
応
東
京
生
活
に
定

着
し
、
彼
の
浪
漫
的
放
浪
生
活
は
こ
こ
で
終
る
の
で
あ
る
。
都
会
で
の
「
事

業
」
と
田
舎
の
「
自
然
的
自
由
」
を
交
互
に
思
い
な
が
ら
、
浪
漫
詩
人
も
つ

い
に
生
活
の
必
然
を
都
会
に
求
め
、
東
京
生
活
に
定
着
し
た
。

､

＊

■
巳
子

「
自
由
独
立
」
、
社
会
的
伝
習
的
隷
属
か
ら
の
解
放
、
「
天
地
生
存
」
の
理

想
、
「
名
利
追
争
」
の
外
に
有
っ
て
し
か
も
働
き
の
あ
る
人
生
ｌ
こ
う
し

た
理
想
的
人
間
の
原
像
を
、
先
の
「
空
知
川
の
岸
辺
」
に
出
て
く
る
歌
志
内

の
旅
籠
屋
の
主
人
に
見
た
の
だ
が
、
こ
の
歌
志
内
の
男
が
仮
に
生
活
の
場
を

都
会
に
求
め
た
と
し
て
、
そ
こ
に
生
き
ん
が
た
め
の
必
然
の
姿
を
と
っ
た
の

が
「
非
凡
な
る
凡
人
」
の
桂
正
作
的
人
間
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

吉
江
喬
松
は
「
日
の
出
』
と
「
非
凡
な
る
凡
人
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

．
人
（
『
日
の
出
』
の
大
鳥
校
長
）
は
自
然
の
無
限
の
生
育
力
を
体
現
し
て
、

幾
多
の
少
年
に
そ
の
力
を
鼓
吹
し
、
他
（
桂
正
作
）
は
社
会
生
存
の
中
に

於
て
、
小
さ
き
な
が
ら
に
強
固
な
生
く
る
途
を
開
い
て
行
く
人
間
で
あ
る
。

そ
し
て
此
等
の
非
凡
な
る
凡
人
が
作
者
独
歩
の
意
識
の
一
隅
に
存
続
し
て

ゐ
て
、
現
実
観
を
構
成
し
て
ゐ
て
、
無
窮
な
時
の
流
れ
、
広
大
な
自
然
の

、
、
、
、
、

開
展
と
の
対
照
の
標
準
に
な
ら
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ

こ
そ
は
、
封
建
組
織
の
破
壊
の
後
に
、
そ
の
崩
落
の
廃
吐
の
上
に
芽
を
伸

ば
し
だ
し
た
春
草
の
薊
え
出
る
力
で
あ
り
、
当
年
の
青
年
の
抱
い
た
プ
テ

ィ
ト
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ィ
の
生
き
ん
が
た
め
の
必
然
の
姿
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
こ
れ
だ
け
が
詩
人
独
歩
の
意
識
の
全
部
を
占
柧
す
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
等
の
必
然
に
生
き
る
姿
を
も
包
括
し
て
、
寧
ろ
そ
れ
を

、
、
、
、
、

‐
対
照
の
基
準
と
し
て
、
‐
空
ゆ
く
雲
の
自
在
を
求
め
、
無
窮
を
追
究
し
、
封

建
城
廓
か
ら
の
解
放
、
同
時
に
自
己
の
解
放
を
も
享
楽
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ

鋤
ノ

な
か
っ
た
。
」
（
傍
点
は
引
用
者
）

独
歩
は
よ
く
詩
人
の
敵
と
し
て
、
ま
た
「
新
時
代
の
要
求
」
に
敵
対
す
る

血
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も
の
と
し
て
、
「
社
会
習
慣
」
を
あ
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
新
時

代
の
要
求
」
の
敵
と
し
て
の
「
社
会
習
慣
」
に
は
二
相
が
あ
る
。
一
つ
は
旧

時
代
の
残
津
と
し
て
の
封
建
的
因
習
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
旧
時
代
は
も

ち
ろ
ん
、
新
時
代
が
ま
た
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
「
名
利
の
追
争
」
で
あ
り
、

そ
の
「
名
利
の
追
争
」
が
生
み
出
す
「
狂
態
」
の
悲
惨
や
「
社
会
の
不
平

等
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
当
然
で
あ
る
か
の
ど
と
く
正
当
化
す
る
社
会
の

虚
偽
・
虚
飾
・
偽
善
な
ど
の
一
切
で
あ
る
。
こ
れ
が
所
謂
「
近
代
の
妄
想
」

（
欺
か
ざ
る
の
記
”
・
６
・
’
８
）
で
あ
る
。
前
近
代
か
ら
の
封
建
的
因
習
と
「
近

代
の
妄
想
」
ｌ
こ
の
二
つ
が
独
歩
の
提
出
す
る
「
新
時
代
の
要
求
」
の

「
敵
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
「
敵
」
の
う
ち
の
前
者
、
す
な
わ
ち
封
建
的
因
習
の
対
極
と

な
る
第
一
の
新
時
代
の
規
範
が
「
不
蕊
、
独
立
、
自
由
」
の
生
活
で
あ
り
、

『
馬
上
の
友
』
や
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
主
人
公
は
こ
れ
を
実
践
し
、
そ
し

て
成
功
し
た
青
年
達
で
あ
る
。
彼
ら
が
と
も
に
封
建
時
代
の
生
き
残
り
と
も

い
う
雫
へ
き
父
親
と
の
対
決
の
形
を
と
っ
た
り
、
再
出
発
に
失
敗
し
た
父
親
の

限
界
点
を
踏
み
越
え
て
、
父
親
と
違
っ
た
方
向
へ
自
力
で
「
独
立
」
を
か
ち

と
っ
て
行
く
姿
と
し
て
描
か
れ
、
作
者
が
こ
れ
に
多
大
の
共
感
を
よ
せ
て
い

る
の
は
、
決
し
て
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
河
霧
」
「
一
、
一
少

女
」
『
酒
中
日
記
』
等
が
一
つ
の
歴
史
的
現
実
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ

の
歴
史
的
現
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
の
「
敵
」
の
う
ち
の
後
者
、
す
な
わ
ち
「
近
代
の
妄
想
」
の
対
極
に

く
る
第
二
の
規
範
は
何
か
。
そ
れ
は
「
我
国
政
を
も
て
自
由
な
る
政
治
た
ら

し
め
我
国
民
を
し
て
真
理
理
想
に
由
て
立
つ
の
国
民
た
ら
し
め
、
我
国
運
を

国
木
田
独
歩
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
譜

ﾛ

0

さ
き
が
け

し
て
世
界
人
類
進
歩
の
魁
た
ら
し
め
ん
と
す
る
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
記
・
２
．
四
）

ユ
ワ
↓

「
大
革
命
」
が
達
成
さ
れ
た
後
の
「
新
世
界
」
で
あ
り
、
「
人
類
社
会
」
の
未

ト
ピ
ア

来
像
で
あ
る
。
す
こ
ぶ
る
観
念
的
抽
象
的
な
表
現
だ
が
、
こ
れ
に
加
え
る
こ

と
の
で
き
る
確
実
な
注
釈
が
少
く
と
も
こ
こ
に
一
つ
あ
る
。
「
『
名
利
』
よ
り

も
他
に
『
人
間
存
在
」
を
価
す
る
者
を
見
出
し
」
（
社
会
と
人
）
て
、
「
「
名
利
』

を
虚
と
な
す
の
理
想
」
（
同
）
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
た
と
え
抽
象
的
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
目
標
を
も
ち
続
け
て
こ
そ
、

マ
マ

「
未
来
に
来
る
時
代
を
教
ゆ
る
こ
と
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
調
・
８
．
２
）
が
で
き
、

「
新
世
界
の
予
言
者
た
る
、
へ
き
任
を
有
す
」
（
同
訂
・
９
・
ど
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
、
と
考
え
て
い
た
。

け
れ
ど
も
、
独
歩
の
切
望
す
る
「
大
革
命
」
が
起
り
う
る
条
件
は
ど
こ
に

も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
名
利
追
争
」
の
「
狂
態
」
の
対
極
に
く
る

べ
き
規
範
を
、
現
に
存
在
す
る
個
之
の
人
生
の
中
に
求
め
た
の
が
「
山
林
海

浜
の
小
民
」
へ
の
共
感
で
あ
る
。
先
の
「
空
知
川
の
岸
辺
』
に
お
け
る
歌
志

内
の
旅
店
の
主
人
を
そ
の
原
像
と
し
て
、
『
源
叔
父
』
以
下
、
「
日
の
出
」

の
大
島
校
校
長
や
池
上
権
蔵
な
ど
、
独
歩
の
文
学
に
登
場
し
て
く
る
無
名
の

民
衆
が
そ
れ
で
あ
る
。
や
が
て
彼
の
描
く
「
小
民
」
は
、
「
山
林
海
浜
の
小

民
」
の
み
な
ら
ず
、
都
会
に
生
活
の
必
然
を
求
め
て
生
き
る
「
小
民
」
の
上
に

も
及
ぶ
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
権
勢
や
功
名
の
舞
台
に
お
け
る
「
名
利
の
追

争
」
な
ど
と
は
お
お
よ
そ
縁
遠
い
と
こ
ろ
で
、
各
人
各
様
の
人
生
を
精
一
杯

生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
一
口
に
い
え
ば
、
「
「
社
会
利
害
』
の
外
に
有
り
て
而

し
て
働
に
あ
」
（
社
会
と
人
）
る
「
人
生
の
真
意
」
の
具
現
者
で
あ
り
、
「
愛

と
誠
と
労
働
の
真
理
」
の
具
現
者
な
の
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
桂
正
作
も
こ
の

二
九

。



独
歩
は
桂
正
作
の
よ
う
な
「
西
国
立
志
編
』
の
実
践
者
だ
っ
た
と
は
必
ず

し
も
い
え
な
い
・
彼
は
文
学
者
と
し
て
自
ら
の
－
１
運
命
を
創
造
」
し
た
が
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
は
、
政
界
を
振
出
し
に
北
海
道
開
拓
事
業
の
夢
に
い
た
る

ま
で
、
理
想
を
何
ら
か
の
現
実
的
存
在
と
し
て
地
上
社
会
に
具
現
し
よ
う
と

し
た
試
み
は
、
み
の
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
数
々
の
挫
折
の
体
験
は
、
彼

の
内
に
暗
い
宿
命
的
な
運
命
観
を
巣
食
わ
せ
二
ゞ
運
命
論
者
」
「
酒
中
日
記
」

『
女
難
』
『
悪
魔
』
な
ど
の
作
品
を
生
ん
だ
幻
し
か
し
、
こ
う
し
た
暗
い
宿

命
的
な
運
命
観
の
み
が
、
独
歩
の
運
命
観
の
す
べ
て
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
吾
人
の
日
常
逆
遇
す
る
總
て
の
出
来
事
を
以
て
、
直
に
単
純
な
る
事
実

と
の
み
に
解
釈
し
了
る
事
能
は
ず
。
事
実
以
上
、
吾
人
の
力
を
以
て
予
測

し
難
き
運
命
の
存
す
る
事
を
認
む
。
（
中
略
）
吾
人
の
智
力
の
未
だ
到
底
予

測
し
得
ざ
る
何
等
か
神
秘
不
可
思
議
な
る
力
の
存
す
る
あ
り
て
、
吾
人
の

一
生
の
半
は
そ
の
手
に
操
ら
る
る
に
非
ざ
る
乎
。
余
は
此
力
を
以
て
運
命

と
解
す
な
り
。
故
に
余
は
吾
人
日
常
の
總
て
を
通
じ
て
単
に
事
実
と
の
み

解
し
、
運
命
の
力
も
否
定
し
去
る
能
は
ず
。
然
れ
ど
も
又
總
て
を
運
命
の

力
な
り
と
断
定
し
て
、
運
命
の
力
以
外
全
然
人
間
の
権
威
を
認
め
ず
と
言

ふ
に
非
ず
、
所
詮
、
吾
人
一
生
の
起
伏
を
通
じ
て
、
事
実
と
運
命
と
は
相

中
に
は
い
る
。
前
に
も
の
ゞ
へ
た
よ
う
に
、
一
心
非
凡
な
る
凡
人
』
も
『
日
の
出
」

も
、
「
自
主
独
立
」
の
生
活
と
、
立
身
出
世
主
義
の
否
定
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
二
作
の
主
人
公
は
節
一
の
規

範
と
第
二
の
範
囲
と
を
共
に
満
足
さ
せ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
・
・

V

●
凸
、
・
も
写
工

一

三
○

半
ば
す
る
な
り
。
さ
れ
ば
余
は
半
面
運
命
論
者
に
し
て
、
半
面
事
実
論
者

た
る
な
り
。
人
間
の
権
威
能
く
運
命
を
作
る
事
を
否
定
せ
ざ
る
と
同
時
に
、

或
点
以
上
人
力
を
以
て
運
命
に
抗
す
べ
か
ら
ず
、
運
命
の
力
に
、
人
間
は

服
従
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
ざ
る
事
を
肯
定
す
。
」
（
病
淋
録
）
‐

人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
か
ら
み
合
っ
て
い
て
、
簡
単
に
割
り
切
っ

て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
明
る
い
面
も
あ
れ
ば
暗
い
面
も
あ
り
、
自
由
な

面
も
あ
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
面
だ
っ
て
あ
る
。
こ
の
両
極
を
代
表
す

る
の
が
「
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
列
と
「
運
命
論
者
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
運
命
論
者
』
が
「
人
の
力
を
以
て
杭
す
る
事
能
は
ざ
る
運
命
の
力
」
に

「
服
従
せ
ざ
る
、
へ
か
ら
ざ
る
」
一
方
の
極
を
示
す
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
人
間

の
権
威
能
く
運
命
を
作
る
」
も
う
一
方
の
極
の
範
型
と
し
て
、
「
非
凡
な
る

凡
人
』
『
日
の
出
』
「
馬
上
の
友
」
が
書
か
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
正
反

対
の
極
に
あ
る
両
系
列
の
作
品
が
、
と
も
に
短
篇
集
『
運
命
』
の
一
冊
の
中

に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
意
味
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

独
歩
は
こ
の
「
運
命
を
作
る
」
局
面
と
、
運
命
に
「
服
従
せ
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
」
局
面
と
に
共
に
眼
を
向
け
、
こ
の
両
極
の
間
に
お
け
る
自
由
と
必
然
、

創
造
と
服
従
、
理
想
と
現
実
な
ど
の
矛
盾
律
を
認
め
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
包

括
的
、
全
体
的
な
相
の
も
と
に
大
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「
一
生

の
起
伏
を
通
じ
て
、
事
実
と
運
命
と
は
相
半
ば
す
る
」
と
こ
ろ
の
、
人
生
の

実
相
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
彼
は
一
第
三
者
』
「
夫
婦
』
「
恋
を

恋
す
る
人
』
『
少
年
の
悲
哀
』
に
愛
の
不
調
や
別
離
の
も
た
ら
す
運
命
を
観
、

「
女
難
』
『
正
直
者
」
で
は
、
人
間
を
運
命
的
に
支
配
す
る
肉
慾
と
い
う
自

然
力
の
実
体
を
観
る
。
ま
た
、
「
富
岡
先
生
』
一
酒
中
日
記
』
「
悪
魔
』
『
竹

A

､

、



の
木
戸
』
な
ど
で
は
、
性
格
と
客
観
的
現
実
の
状
況
と
が
運
命
的
に
か
ら
み

合
う
悲
劇
を
描
く
。

つ
ま
り
、
『
運
命
論
者
」
と
『
非
凡
な
る
凡
人
』
と
は
、
．
生
の
起
伏

を
通
じ
て
、
事
実
と
運
命
と
は
相
半
ば
す
る
」
人
生
の
全
体
的
な
相
の
中
の
、

両
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
特
に
「
運
命
論
者
」
は
、
こ

の
両
極
の
中
程
に
位
す
る
「
事
実
と
運
命
の
相
半
ば
す
る
」
か
ら
み
合
い
を
、

意
図
的
に
捨
象
し
て
図
式
化
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
、

独
歩
に
と
っ
て
は
人
生
の
あ
る
一
側
面
と
し
て
切
り
取
っ
て
示
す
べ
き
真
実

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
余
は
空
想
家
に
し
て
、
又
空
想
の
実
行
家
な
り
。
日
夜
空
想
を
夢
み
て
、

其
空
想
を
実
行
せ
ん
と
欲
せ
り
。
而
も
そ
を
実
行
す
、
へ
く
余
は
餘
り
に
現

実
に
対
し
て
執
着
の
心
薄
し
。
之
れ
余
が
奈
何
な
る
事
業
に
も
成
功
せ
ざ

り
し
根
本
原
因
な
り
。
」
（
捕
躰
録
）

晩
年
に
自
ら
を
こ
の
よ
う
に
回
顧
し
た
独
歩
が
、

、
、
、
、
、
、
、
勺
、

「
彼
は
随
分
少
年
に
有
勝
な
空
想
を
描
く
け
れ
ど
も
、
計
画
を
立
て
呉
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
を
実
行
す
る
上
に
就
い
て
は
（
中
略
）
一
定
の
順
序
を
立
て
具
一
歩
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

々
着
々
実
行
し
て
遂
に
目
的
通
り
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
は
引

用
者
）

と
い
う
桂
正
作
の
人
間
像
に
心
ひ
か
れ
た
こ
と
は
、
充
分
に
う
な
ず
け
る
で

あ
ろ
う
。
特
に
正
作
の
よ
う
に
、
人
知
れ
ぬ
所
で
、
い
か
な
る
対
面
上
の
虚

偽
虚
飾
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
く
ま
ず
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
に
対
し

・
同
木
田
独
歩
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
譜

Ⅵ

』

＆

て
忠
実
に
純
粋
に
生
き
な
が
ら
、
し
か
も
社
会
に
有
用
な
働
き
を
な
す
こ
と

ｌ
そ
れ
は
か
っ
て
独
歩
の
求
め
た
、
ま
た
は
求
め
つ
つ
あ
っ
た
生
き
方
と
、

一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
独
歩
は
桂
正
作
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
「
人

間
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
「
事
業
に
も
成
功
せ
ざ
り
し
」
独
歩
と
、
「
着
食
実
行
し
て

遂
に
目
的
通
り
に
成
就
す
る
」
正
作
、
こ
の
両
者
の
差
は
、
単
に
個
性
的
な

相
違
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

何
よ
り
も
ま
ず
、
両
者
の
描
く
理
想
や
事
業
の
目
標
が
ま
る
で
違
う
。
独

歩
の
描
く
「
理
想
の
事
業
」
は
、
「
我
国
政
を
し
て
自
由
な
る
政
治
た
ら
し

め
我
国
民
を
し
て
真
理
理
想
に
由
て
立
つ
の
国
民
た
ら
し
め
」
「
世
界
人
類

進
歩
」
の
一
翼
を
に
な
う
こ
と
で
あ
り
、
「
山
林
独
立
の
生
活
」
に
「
自
由
」

と
「
仕
事
」
と
「
文
学
」
を
併
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
未
開
の
大
地
を
切

り
拓
い
て
「
自
由
の
郷
」
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
虚
栄
の
巷
」
に
渦

巻
く
名
利
野
心
・
栄
辱
得
喪
の
「
狂
態
」
か
ら
一
線
を
画
し
て
、
「
我
が
心

霊
の
独
立
」
と
一
‐
自
由
」
を
保
証
す
る
「
真
の
生
活
」
を
打
ち
建
て
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
「
人
間
革
命
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

り
、
同
志
を
必
要
と
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
現
実
の
俗
物
的
世
間
と
の
戦
い

や
、
ま
た
現
実
か
ら
の
手
痛
い
復
讐
に
あ
う
こ
と
も
不
可
避
と
し
た
。
あ
る

い
は
ま
た
究
極
に
お
い
て
は
社
会
の
中
に
相
捗
っ
て
自
己
の
理
想
を
具
現
し

て
い
く
の
が
目
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
理
想
の
拠
り
所
と
す
べ
き
自
己
の

純
粋
性
を
保
持
す
る
た
め
、
現
実
の
汚
醜
か
ら
自
己
を
隔
絶
す
る
と
い
う
矛

盾
を
も
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

だ
が
、
正
作
の
「
事
業
」
は
も
っ
と
即
物
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
明

一
一
一
一
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治
政
府
の
殖
産
興
業
、
富
岡
強
兵
政
策
と
み
ご
と
に
一
致
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
彼
は
決
し
て
「
不
礪
、
独
立
、
自
由
／
、
人
は
此
地
上
に
於
て
其
十
分

を
享
有
す
↓
へ
き
約
束
を
持
て
居
な
い
」
（
帰
去
来
）
な
ど
と
は
叫
ば
な
い
で
あ

ろ
う
。
『
世
路
日
記
』
に
よ
っ
て
立
身
出
世
熱
を
か
き
た
て
ら
れ
た
青
年
た

ち
が
出
会
う
は
ず
の
世
界
が
、
『
書
生
気
質
」
や
「
浮
雲
』
や
『
舞
姫
』
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
正
作
に
は
無
縁
で
あ
る
矛
。
彼
は
外
側
か
ら
の
官

僚
機
構
や
俗
物
的
世
間
を
相
手
に
戦
っ
た
り
、
敗
北
の
痛
手
を
な
め
た
り
す

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
差
異
の
間
に
介
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
点
に
つ
い
て
、
「
非
凡
な
る
凡
人
』
で
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら

ず
、
正
作
の
正
き
方
が
た
だ
単
純
に
「
社
会
の
幸
福
」
と
結
び
つ
け
て
肯
定

さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
作
品
の
大
き
な
弱
点
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題

追
究
の
可
能
性
は
、
作
者
が
作
者
自
身
の
半
生
の
歩
み
と
、
正
作
の
歩
み
を

距
離
測
定
す
る
、
そ
の
中
に
こ
そ
潜
ん
で
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
１
．

同
様
の
こ
と
は
「
日
の
出
』
に
も
い
え
る
。
、
桂
正
作
の
弓
西
国
立
志
編
」

の
実
践
」
を
、
二
宮
尊
得
流
の
勤
労
主
義
に
置
き
か
え
て
み
れ
ば
「
日
の

出
」
と
か
な
り
似
通
っ
た
構
造
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

独
歩
が
桂
正
作
の
人
間
像
に
ひ
か
れ
た
の
は
、
そ
の
理
想
に
対
し
て
で
は

な
く
、
そ
の
実
践
形
態
の
面
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
独

歩
は
己
れ
の
理
想
と
正
作
の
理
想
の
距
離
か
ら
派
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
問
題

を
捨
象
し
て
、
己
れ
に
真
似
の
で
き
な
か
っ
た
そ
の
実
践
形
態
の
面
で
、
か

ん
た
ん
に
共
鳴
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ま
た
、
「
天
地
生

存
」
の
理
想
が
現
実
的
存
在
と
し
て
社
会
の
中
に
成
立
し
え
な
い
苦
し
み
を

体
験
し
た
独
歩
に
と
っ
て
は
、
理
想
を
地
上
の
現
実
に
具
現
し
て
い
く
人
間

ひ

咋
垂

一
一
一
一
一

像
を
描
く
場
合
、
こ
の
よ
う
に
「
理
想
」
な
る
も
の
が
社
会
問
題
に
抵
触
し

な
い
範
囲
内
の
理
想
で
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い

う
点
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
（
躯
・
９
．
Ⅳ
）

〔
諸
註
〕

⑩
吉
江
喬
松
「
国
木
田
独
歩
研
究
」
（
昭
７
・
新
潮
社
版
日
本
文
学
講
座
第
蝿
巻
．

明
治
時
代
下
篇
）

②
中
島
健
蔵
「
国
木
田
独
土
望
亜
（
昭
訓
・
筑
摩
書
房
版
現
代
日
本
文
学
全
集
印

「
国
木
田
独
歩
集
」
所
収
）

③
⑨
に
同
じ
。

⑳
吉
田
精
一
「
自
然
主
義
の
研
究
」
下
巻
（
昭
和
調
・
東
京
堂
）
第
五
部
第
二
章
。

⑥
片
岡
良
一
「
自
然
主
義
時
代
の
独
歩
」
（
「
文
学
」
１
９
５
２
．
３
）

⑥
土
方
定
一
「
近
代
日
本
文
学
評
論
史
」
第
Ⅲ
章
（
昭
哩
・
西
東
書
林
）

②
③
に
同
じ
。

鐸
⑥
平
野
謙
「
国
木
田
独
歩
集
」
（
昭
諏
・
講
談
社
版
日
本
文
学
全
集
翌
の
作
品

解
説
。

。
⑥
前
田
愛
「
明
治
立
身
出
世
主
義
の
系
譜
ｌ
『
西
国
立
志
編
』
か
ら
『
帰
省
』

ま
で
ｌ
」
（
「
文
学
」
１
９
６
５
．
４
）

⑩
岡
落
葉
は
独
歩
と
親
交
の
あ
っ
た
画
家
で
、
『
小
春
』
の
小
山
の
モ
デ
ル
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
。

⑪
森
銑
三
「
独
歩
の
小
説
と
そ
の
モ
デ
ル
」
（
「
国
文
学
ｌ
解
釈
と
鑑
賞
」
昭

記
・
７
）
こ
れ
は
直
話
録
で
、
は
じ
め
に
次
の
よ
う
な
こ
と
わ
り
害
き
が
し
て
あ

る
。
「
晩
春
の
一
日
、
岡
落
葉
画
伯
を
訪
う
て
、
国
木
田
独
歩
の
小
説
に
就
い
て

の
話
を
聴
い
た
。
以
下
は
そ
れ
を
纒
め
た
の
で
あ
る
ｌ
」
と
。

⑫
⑬
「
我
は
如
何
に
し
て
小
説
家
と
な
り
し
か
」

⑭
⑮
以
上
は
前
掲
の
側
の
論
文
に
よ
る
。

⑮
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
国
木
田
独
歩
の
『
理
想
の
事
業
』
と
『
小
民
史
』

＆

¥



！

⑰
⑬
⑰
は
幻
滅
し
た
自
由
党
の
党
員
に
対
す
る
倫
理
的
批
判
の
拠
り
所
で
あ
り
、

⑱
は
政
治
家
に
代
る
「
予
言
者
」
に
設
定
し
た
文
学
者
た
る
べ
き
自
負
の
、
第
一

⑲
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
独
歩
の
浪
曼
主
義
と
『
帰
去
来
』
の
位
置
」
（
「
立
命

⑳
吉
江
喬
松
「
国
木
田
郡

明
治
時
代
下
編
に
所
収
）

（
独
歩
の
原
文
引
用
は
、
一

声
で
あ
る
。

館
文
学
」
岳
震
・
己
を
参
照
さ
れ
た
い
。

吉
江
喬
松
「
国
木
田
独
歩
研
究
」
（
昭
７

の
文
学
的
創
造
」
（
「
論
究
日
本
文
学
」
第
泌
号
・
昭
“
・
１
）
を
参
照
さ
れ
た

、
。

国
木
田
独
歩
『
非
凡
な
る
凡
人
』
の
系
譜

す
べ
て
学
習
研
究
社
版
の
独
歩
全
集
に
拠
っ
て
い
る
。
）

1
新
潮
社
版
日
本
文
学
講
座
第
喝
巻
．

､

Ⅱ

‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
■
■
Ｉ
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