
二
葉
亭
の
「
浮
雲
」
の
一
評
価
に
つ
い
て
は
今
日
、
定
説
ら
し
き
も
の
が
形
作

ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
「
浮
雲
」
の
革
新
性
を
な
す
と
こ
ろ
の
高
度
な

１

リ
ア
リ
ズ
ム
と
劃
期
的
な
心
理
柿
写
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
泉
は
こ

の
事
に
つ
い
て
ヨ
浮
雲
』
が
発
表
さ
れ
る
や
、
当
時
の
文
壇
は
評
論
家
石
橋
忍

月
を
は
じ
め
、
こ
ぞ
っ
て
最
大
級
の
讃
辞
で
こ
れ
を
迎
え
た
。
そ
れ
は
近
代
文

学
史
上
最
初
に
、
こ
こ
ろ
ゑ
ら
れ
た
大
胆
な
文
章
改
革
に
よ
る
精
到
な
写
実
主

義
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
「
浮
雲
』
は
、
ま
た
自
然
主
義
文
学
の

先
駆
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
が
こ
れ
は
大
方
の
評
を
端
的

に
要
約
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
浮
雲
」
は
Ⅲ
治
二
十
年
代
の
初
頭
を
飾
る
革
命
的
な
作
岫
と

し
て
絶
対
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。
今
こ
の
小
論
で
は
こ
の
よ
う
に
、
ほ
と

ん
ど
絶
対
化
さ
れ
た
「
浮
雲
」
に
対
し
、
断
片
的
な
が
ら
多
少
の
批
判
、
検
討

を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
．
つ
ま
り
「
浮
雲
」
の
マ
イ
ナ
ス
の
面
と
思
わ
れ
る

も
の
を
そ
の
中
心
的
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
ゑ
る
わ
け
で
あ
る
。

司

浮

雲
L－

一

山
人
物
形
象
の
分
析
＆

a

小

藝
珊

小
論
の
主
要
な
論
点
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
浮
雲
」
は
従
来
通
り
絶
対

的
な
位
置
に
鎮
座
し
て
い
て
、
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の

疑
問
は
「
浮
雲
」
を
構
成
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
領
域
に
及
ん
で
い
る
。

「
革
新
性
」
と
い
う
点
か
ら
「
浮
雲
」
を
み
た
場
合
確
か
に
当
時
と
し
て
は

稀
有
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
一
面
そ
の
「
革
新
性
」
の
故
に

こ
の
小
説
を
文
学
史
の
黄
金
の
席
に
据
え
、
以
後
時
を
経
る
に
従
っ
て
名
作
祝

し
て
き
た
点
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
吾
禽
研
究
者
は
文
学
作
品
に
対
す
る
時
、
文

学
史
的
地
点
か
ら
堀
盤
す
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
そ
の
地
点
か
ら
離
脱
し
た
位

置
で
、
即
ち
純
文
芸
的
、
芸
術
的
な
局
面
か
ら
考
究
す
る
態
度
を
失
し
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
勿
論
文
学
活
動
に
あ
っ
て
「
革
新
性
」
の
も
つ
意
義
は
大
き

い
。
旧
態
依
然
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
そ
れ
白
体
に
は
貴
重
な
価
値
が
あ
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。
が
「
革
新
性
」
の
故
に
、
そ
の
一
面
に
幻
惑
さ
れ
、
そ
の

作
品
に
対
す
る
正
当
な
分
析
を
あ
や
ま
り
、
そ
れ
を
必
要
以
上
に
偉
大
作
と
し

て
価
値
づ
け
る
こ
と
に
危
険
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
名
実
共
に
、
そ
の
作
品

を
名
作
祝
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
革
新
性
」
と
「
文
芸
性
」
と
が
破

綻
の
な
き
よ
う
し
つ
く
り
と
融
合
し
て
い
て
こ
そ
初
め
て
、
そ
れ
も
容
認
さ
れ

山
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成
程
、
文
体
改
革
に
示
し
た
二
葉
亭
の
業
績
は
近
代
文
学
成
立
に
大
き
く
貢

献
し
て
い
る
だ
け
に
十
分
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
あ
る
。
が
卒
直
に
言
っ
て

こ
の
「
浮
雲
」
で
示
さ
れ
た
言
文
一
致
は
戯
文
的
な
古
い
文
体
と
新
し
い
文
体

と
が
随
所
に
混
渭
し
合
っ
た
も
の
で
、
近
代
文
学
と
し
て
は
、
ま
だ
未
成
熟
な

段
階
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
文
体
に
対
す
る
論
述
は
省
く
）
。

②中
村
光
夫
は
「
浮
雲
」
の
表
現
方
法
に
つ
い
て

当
時
の
小
説
の
群
を
抜
い
て
作
者
の
思
想
や
好
悪
を
は
な
れ
た
客
観
的
リ
ア

リ
ズ
ム
で
あ
り
ま
し
た
。
（
巾
略
）
彼
が
自
然
主
義
の
先
駆
者
と
み
ら
れ
る

の
も
こ
の
よ
う
に
「
人
生
の
あ
り
の
ま
ま
」
を
柵
い
た
点
に
於
て
で
あ
り
ま

す
。

と
云
っ
て
い
る
。
‐
「
浮
雲
」
に
於
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
も
幾
多
の
研
究
者

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
後
の
硯
友
社
作
家
、
又
遁
遙
で
さ
え
表

面
は
客
観
的
な
写
実
を
標
傍
し
な
が
ら
や
や
も
す
れ
ば
作
者
の
主
観
が
加
わ
る

、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
が
多
か
っ
た
時
代
に
、
二
葉
亭
の
或
る
程
度
の
客
観
性
は
認
め
ら
れ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

が
あ
く
ま
で
も
或
る
程
度
の
客
観
性
で
あ
り
、
私
は
中
村
氏
の
言
っ
て
い
る
よ

う
な
「
群
観
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
「
浮
雲
」
の
中
に
無
条
件
に
容
認
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
・
表
現
方
法
に
於
て
或
る
程
度
の
客
観
的
写
実
を
認
め
る
こ
と
は

既
述
し
た
が
、
そ
れ
も
云
う
な
ら
作
中
人
物
達
の
日
常
動
作
の
拙
写
に
於
て
納

得
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
作
中
人
物
達
の
性
格
形
象
に
於
て
は
、
む
し
ろ
実
在

「
浮
雲
」
小
論

る
事
な
の
だ
。
私
は
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
「
浮
雲
」
を
考
察
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
浮
雲
」
に
濃
厚
に
附
帯
し
て
い
る
金
メ
ッ
キ
に
ふ
れ
な
が
ら
、
明

治
二
十
年
代
に
位
置
す
る
「
浮
雲
」
の
意
味
を
検
討
し
て
忠
よ
う
と
思
う
。

二

色

感
が
稀
薄
で
、
か
な
り
の
誇
張
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
》

小
説
作
成
の
常
奪
手
段
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
破
綻
の
な
き
よ
う
、
無

さ
せ
な
い
よ
う
に
仕
上
げ
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
対
照
的
な
性
格
の

か
触
れ
合
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
文
三
の
友
人
、

文
三
に
比
し
極
端
に
異
質
な
性
格
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

必
然
性
が
な
く
、
い
か
に
も
作
為
感
が
漂
う
て
い
る
。
文
三
の
一
見

弱
な
陰
湿
さ
に
対
し
、
卦
を
徹
底
的
に
狭
据
、
利
己
主
義
、
無
神
経

な
男
に
描
い
て
あ
る
。
こ
れ
で
は
存
観
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
疑
わ
ざ
る

「
あ
り
の
ま
ま
」
を
拙
く
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
文
三
の
内
面
ば
か

「
浮
雲
」
の
人
物
創
造
の
誇
張
も
こ
う
云
っ
た
と
こ
ろ
に
も
一
因
が

思
わ
れ
る
。
こ
の
人
物
形
象
の
誇
張
は
、
文
三
と
昇
と
に
岐
も
強
く

３

薄
に
な
っ
て
く
る
の
だ
。
長
谷
川
泉
氏
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る

「
浮
雲
」
の
創
作
モ
チ
ー
フ
は
ロ
シ
ア
文
学
に
あ
る
。
し
か
も
又

公
式
が
日
本
の
現
実
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の

も
の
か
ら
の
追
求
か
ら
昇
華
し
た
も
の
で
な
い
。

性
格
が
極
端
に
違
い
す
ぎ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
浮
き
上
っ
て
し
ま
い
、
実
在
感
が
稀

類
型
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
を
小
説
の
構
図
の
中
に
組
み
合
せ
た
時
、
相
互
の

だ
。
作
中
人
物
一
人
盈
煮
を
個
別
に
み
た
場
合
、
ど
こ
に
で
も
散
見
す
る
人
物

て
い
る
。

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
二
葉
亭
が
「
浮
雲
」
を
完
成
に
至
ら
ず
し
て
中
断
し

せ
ず
に
、

こ
れ
は
二
葉
亭
自
身
の
言
葉
に
長
谷
川
氏
が
見
解
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、

た
原
因
は
、
こ
の
性
格
形
成
の
誇
張
が
禍
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
の

の
点
、
卦
に
し
て
も
、
お
勢
に
し
て
も
、
表
現
描
写
が
平
撫
で
深
味

一
一

性
格
の
異
な
る
人
物
を
対
比
さ
せ
て
小
説
の
効
果
を
高
め
る
方
法
は
、

人
間
と
し
て
の
外
の
内
面
を
も
開
陳
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

『

●

一
れ
は
私
の
極
論
で

理
を
感
じ

中
に
も
何

本
田
昇
は

そ
こ
に
に

誠
実
で
軟

、
叉
非
情

を
得
な
い
・

り
に
拘
泥

た
か
。
そ

が
な
い
。

あ
っ
た
と

あ
ら
わ
れ

、
一
種
の

現
実
そ
の



外
を
表
現
す
る
に
、
只
、
文
三
に
対
比
し
た
性
格
と
し
て
描
与
し
た
だ
け
で
は
、

い
か
に
も
作
為
感
が
感
得
さ
れ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
否
定
し
た
く
な
る
。

文
三
と
外
は
朋
友
で
あ
る
と
文
中
で
言
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
「
朋
友
」

と
言
わ
れ
る
も
の
の
川
に
は
、
相
互
信
帆
、
親
和
感
、
同
情
の
観
念
等
女
が
内

在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
こ
の
両
人
の
間
に
は
、
そ
の
よ
う
な
心

性
は
微
塵
も
存
在
し
て
い
な
い
。
冒
頭
か
ら
終
末
ま
で
猜
疑
、
誹
誘
、
軽
侮
、

怨
念
の
意
識
で
満
さ
れ
て
い
る
。
文
三
の
如
き
、
鋭
敏
で
感
受
性
の
強
い
人
間

に
、
こ
の
卦
の
性
絡
が
交
友
当
初
か
ら
沼
取
出
来
な
い
筈
が
な
い
、
と
こ
ろ
が

さ
程
抵
抗
も
な
く
朋
友
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ら
あ
た
り
に
も
、
す
で
に

二
葉
亭
の
無
理
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
う
言
っ
た
私
の
疑
問
を
深
め
る
一
例
と
し
て
。
冊
頭
部
の
文
中
に
文
三
が

役
所
を
罷
免
に
な
り
、
外
と
話
し
な
が
ら
帰
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ

で
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
文
三
に
対
し
、
昇
は
一
・
へ
ん
の
思
い
遣
り
も
な
く
、

二
人
が
別
れ
る
直
前
の
会
話
で

「
グ
ガ
、
君
の
免
を
く
っ
た
の
は
柵
す
べ
く
も
ま
た
賀
す
べ
し
だ
ぜ
」
「
な

い
ろ

ぜ
」
「
な
ぜ
と
言
っ
て
、
君
こ
れ
か
ら
朝
か
ら
晩
ま
で
情
婦
の
そ
ば
に
へ
ば

り
付
い
て
い
る
こ
と
が
出
来
ら
ア
ネ
ア
ハ
ァ
ハ
ァ
こ
。
（
第
一
篇
・
第
一
回
）

と
外
に
言
わ
せ
て
い
る
。
二
葉
亭
は
朋
友
と
し
て
、
こ
こ
で
文
三
に
対
し
、
昇

の
鼓
舞
と
同
情
の
念
を
表
現
し
よ
う
と
思
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
前
後
の

会
話
を
通
じ
て
み
て
も
、
こ
の
会
話
か
ら
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
朋
友
と
し
て
の

温
い
同
情
や
真
剣
な
鼓
舞
の
感
情
で
は
な
く
、
あ
る
の
は
昇
の
優
越
感
で
あ
り
、

恐
し
く
陰
惨
で
野
卑
な
感
情
だ
け
で
あ
る
。
文
三
は
そ
れ
を
余
り
気
に
も
せ
ず

「
高
い
男
は
（
文
三
、
筆
者
注
）
顔
に
似
気
な
く
微
笑
を
含
み
、
さ
て
失
敬
の

あ
い
さ
つ
も
手
軽
く
」
（
第
一
篇
一
“
第
一
回
）
別
れ
て
い
る
。
既
述
し
た
知
く

2

非
常
に
繊
細
な
柔
紙
の
よ
う
な
神
経
の
持
主
で
あ
る
文
三
が
、
こ
の
外
の
言
辞

に
傷
つ
け
ら
れ
な
い
筈
が
な
い
。
実
に
不
可
解
な
事
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

文
三
が
退
職
に
な
り
、
お
政
、
お
勢
に
、
う
と
ん
じ
ら
れ
、
日
毎
悲
痛
な
思
い

に
慎
悩
し
て
い
る
時
で
も
、
外
に
き
こ
え
よ
が
し
に
お
勢
に
狼
讓
な
戯
れ
を
し

た
り
、
文
三
に
対
し
て
は

「
オ
イ
、
好
男
子
、
そ
う
苦
虫
を
く
い
つ
ぶ
し
て
ゐ
ず
と
、
ち
ょ
っ
と
こ
っ

ち
を
向
い
て
の
る
け
た
ま
へ
。
コ
レ
サ
丹
治
君
。
こ
れ
は
し
た
り
、
御
返
答

が
な
い
。
」
（
第
二
篇
。
第
十
回
）

と
言
っ
た
よ
う
な
罵
言
を
呈
す
る
事
し
か
な
い
。
こ
の
昇
の
非
情
さ
は
端
を
激

化
し
、
そ
れ
も
妙
に
湿
度
を
帯
び
た
執
勘
さ
で
文
三
を
追
い
つ
め
て
い
る
。
何

故
こ
こ
ま
で
昇
を
軽
薄
、
利
己
的
非
情
な
も
の
と
し
て
表
呪
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
官
僚
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
よ
う
と
し
た
の

だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
正
鵠
を
得
て
い
な
い
。
「
浮
雲
」
の
官
僚
批
判
は
課
長
の

性
格
の
中
に
十
分
う
か
が
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
二
葉
亭
は
文
三
の
課
長
を
次
の

よ
う
に
描
い
て
い
る
。

此
の
課
長
殿
と
い
ふ
方
は
、
曾
て
西
欧
の
水
を
飲
ま
れ
た
事
の
あ
る
だ
け
に

「
殿
様
風
」
と
い
ふ
事
が
キ
ッ
イ
お
嫌
ひ
と
み
え
て
、
常
に
口
を
極
め
て
、

御
同
僚
方
の
尊
大
の
風
を
御
誹
誘
遊
ば
す
が
、
御
自
分
は
詳
判
に
気
六
ヶ
敷

屋
で
、
御
意
に
叶
は
ぬ
と
な
る
と
、
項
細
な
事
に
ま
で
眼
を
剥
出
し
て
御
立

腹
遊
ば
す
、
言
は
ぱ
自
由
主
義
の
圧
制
家
と
い
ふ
御
方
だ
か
ら
、
哀
れ
や
属

官
の
人
之
は
御
気
嫌
の
取
様
に
迷
ひ
て
・
”
・
…
（
第
一
篇
。
第
六
回
）

こ
れ
は
勿
論
課
長
一
個
人
の
特
殊
な
性
格
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く

て
、
上
級
官
僚
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
官
僚
主
義
に
対
す
る
批
判
と
受
け

と
ら
れ
る
の
だ
。
よ
し
ん
ぱ
昇
の
性
格
創
作
に
作
者
の
官
僚
批
判
が
こ
め
ら
れ

4
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文
三
の
性
格
創
造
に
於
て
も
い
さ
さ
か
の
無
理
を
感
じ
る
。
二
葉
亭
の
岐
初

の
意
図
は
役
所
を
罷
免
に
な
っ
た
一
人
の
人
間
の
生
き
方
を
克
明
に
描
こ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
一
面
の
真
実
性
は
把
え
ら
れ
て
い
る
。
理
想
と
現

実
と
の
相
剋
、
そ
の
挫
折
に
よ
り
日
夜
苦
悶
す
る
人
間
像
の
追
求
、
そ
れ
自
体

に
は
当
時
と
し
て
は
見
る
べ
く
新
し
さ
は
あ
る
。
併
し
そ
れ
も
第
一
篇
あ
た
り

ま
で
は
納
得
出
来
る
が
、
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
文
三
の
性
格
も
段
々
と
内
部

分
裂
を
き
た
し
て
く
る
。
こ
こ
で
そ
の
文
三
の
言
動
を
追
っ
て
象
よ
う
。
文
三

の
罷
免
を
知
っ
た
母
か
ら
次
の
よ
う
な
手
紙
が
文
三
の
手
元
に
く
る
。

こ
う
申
せ
ば
、
そ
な
た
は
お
笑
ひ
な
さ
れ
候
か
は
存
じ
申
さ
ず
候
へ
ど
も
、

手
紙
の
着
き
し
当
日
よ
り
一
日
も
早
く
、
も
と
の
や
う
に
お
成
り
な
さ
れ
候

と
こ
ろ
ど
こ
ろ

よ
う
に
○
○
の
お
祖
師
さ
ま
へ
茶
断
ち
し
て
願
掛
け
い
た
し
居
り
候
ま

ま
、
そ
な
た
も
そ
の
職
り
に
て
油
断
な
く
御
奉
公
口
を
お
尋
ね
な
さ
れ
た
く

念
じ
ま
ゐ
ら
せ
候
。
（
第
二
篇
。
第
八
回
）

文
三
は
幼
く
し
て
父
を
失
い
、
母
の
手
一
つ
で
育
て
ら
れ
た
。
苫
学
時
代
も

「
父
の
死
後
た
よ
り
の
な
い
母
親
の
辛
苦
心
労
を
ゑ
る
に
つ
け
聞
く
に
つ
け
、

子
供
心
に
も
心
細
く
も
ま
た
悲
し
く
、
始
め
て
浮
世
の
塩
が
身
に
し
み
て
…
…

た
そ
く

こ
れ
か
ら
は
給
仕
な
り
と
も
し
て
、
母
親
の
手
足
に
な
ら
ず
と
も
、
せ
め
て
わ

「
浮
雲
‐
｜
小
論

て
い
た
と
し
て
も
、
あ
の
よ
う
な
悪
玉
的
性
格
を
強
調
し
す
ぎ
た
の
で
は
、
的

は
ず
れ
も
は
な
は
だ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
も
か
く
昇
に
よ
っ
て
、

文
三
の
誠
実
さ
又
は
炊
弱
性
を
対
照
的
に
浮
彫
り
に
し
よ
う
と
意
剛
し
た
の
か

も
知
れ
ぬ
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
作
品
の
容
観
性
と
い
う
点
か
ら
象
れ
ば
そ
の

誇
張
が
目
立
ち
、
作
雌
の
上
に
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
と
言
い
た
い
。

三

f

が
口
だ
け
は
：
：
．
．
」
（
第
一
篇
。
第
二
回
）
と
思
い
つ
づ
け
き
た
だ
け
に
、
母

の
心
痛
も
文
三
は
十
分
自
覚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
て

か
ら
も

「
・
・
・
：
．
薄
命
と
は
い
ひ
な
が
ら
私
の
身
が
き
ま
ら
ん
ば
か
り
で
と
し
よ
っ
た

母
に
ま
で
心
配
か
け
る
か
と
恩
へ
ぱ
、
随
分
…
・
・
・
た
ま
ら
な
い
・
・
・
…
」
（
鯆

二
篇
。
第
八
回
）

と
日
夜
そ
れ
を
気
に
病
ん
で
い
る
。
と
も
か
く
今
の
文
三
に
は
役
所
に
復
帰
す

る
こ
と
が
す
べ
て
を
好
転
さ
す
事
で
あ
る
と
骨
の
髄
ま
で
認
識
し
な
が
ら
、
外

の
官
庁
復
帰
へ
の
助
言
も
、
Ⅱ
前
の
感
情
の
為
に
拒
絶
し
、
そ
の
た
め
に
み
ん

な
の
刈
笑
の
Ⅱ
を
意
識
し
て
、
憤
怒
や
る
方
な
く
「
…
：
こ
の
ま
ま
お
め
お
め

と
退
く
は
残
念
、
何
か
い
っ
て
や
り
た
い
、
何
か
コ
ウ
品
の
い
い
悪
口
雑
言
、

一
言
下
に
昇
を
気
死
さ
せ
る
ほ
ど
の
事
を
い
っ
て
ア
ノ
鼻
づ
ら
を
ヒ
シ
す
シ
て

ア
ノ
者
面
を
あ
か
ら
め
て
…
…
」
（
第
二
篇
。
第
九
回
）
と
ひ
ど
く
狭
少
な
感

情
に
拘
て
っ
て
い
る
。
そ
し
叉
し
て
も

「
い
シ
そ
お
ば
の
意
見
に
つ
い
て
廉
恥
も
良
心
も
す
て
て
し
ま
っ
て
、
課
長

の
所
へ
い
シ
て
み
よ
う
か
知
ら
ん
。
依
頼
さ
へ
し
て
お
け
ば
、
た
と
へ
ぱ
今

が
ど
う
な
ら
ん
と
言
っ
て
も
、
お
ば
の
気
が
安
ま
る
。
さ
う
す
れ
ば
お
勢
さ

へ
心
変
り
が
し
な
け
れ
ば
ま
ず
大
丈
夫
と
い
ふ
も
の
だ
。
且
つ
お
つ
か
さ
ん

も
こ
の
ご
ろ
じ
や
茶
断
ち
し
て
心
配
し
て
お
い
で
な
さ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、

こ
れ
ば
か
り
で
犠
牲
に
な
っ
た
と
い
シ
て
も
あ
へ
て
小
胆
と
は
言
は
れ
ま
い

コ
リ
ア
い
シ
そ
お
ば
の
意
見
に
．
…
・
・
」
（
第
二
篇
。
鋪
十
一
回
）

と
「
猛
然
と
省
思
す
」
る
が
そ
れ
に
は
、
昇
に
頭
を
下
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
ん

な
事
は
文
三
に
は
「
死
し
て
も
出
来
ぬ
」
と
「
決
心
し
て
奉
れ
ば
、
お
ば
の
意
見

に
そ
む
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
お
ば
の
意
兄
に
そ
む
く
ま
い
と
す
れ
ば
昇
に
一

P



着
を
輪
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
も
い
や
な
り
、
こ
れ
も
い
や
な
り
で
二
時

間
ば
か
り
と
い
う
も
の
は
黙
坐
し
て
腕
を
く
ん
で
沈
吟
し
て
嘆
息
し
て
千
思
万

考
審
念
熟
慮
し
て
く
っ
た
く
し
て
み
た
が
詮
ず
る
所
は
も
と
の
木
阿
弥
・
」
へ
第

二
篇
。
第
十
一
回
）
こ
の
文
面
を
み
て
も
文
三
は
、
「
小
胆
と
言
は
れ
ま
い
」

「
お
勢
の
心
変
り
が
し
な
け
れ
ば
」
よ
い
と
言
っ
た
愚
劣
な
自
己
防
術
の
象
に

及
灸
と
し
て
い
て
、
人
間
と
し
て
、
又
男
と
し
て
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
大

義
名
分
を
完
全
に
放
榔
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
文
三
の
川
吟
は
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
「
・
・
・
…
今
、
私
さ
へ
我
を
折
れ
ば
、
わ
た
し
の
身
も
き
ま
る
シ
、
老
母
も

安
心
す
る
し
、
「
三
方
四
方
」
（
ト
こ
と
ば
に
力
こ
ぶ
を
入
れ
て
）
、
蓑
る
く
納

ま
る
事
だ
か
ら
わ
た
し
も
で
き
る
こ
と
な
ら
そ
う
し
た
い
が
シ
カ
シ
そ
う
し
よ

う
と
す
る
に
は
、
良
心
を
締
め
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
糾
渥
の
鼻
息
を
う
か

が
は
な
け
れ
ぱ
な
ら
ん
」
（
第
二
篇
。
第
十
二
回
）
と
又
も
や
同
じ
と
こ
ろ
を

逵
巡
し
て
い
る
。
全
く
「
詮
ず
る
所
は
も
と
の
木
阿
弥
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど

う
み
て
も
意
志
薄
弱
者
の
心
性
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
文
三
が
拘
泥
す
る
「
良

心
」
が
必
然
的
な
祝
榔
力
を
も
た
ず
、
空
転
と
し
か
受
け
と
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
こ
の
文
三
の
主
張
す
る
「
良
心
」
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の

か
、
母
親
を
心
配
さ
せ
る
こ
と
と
、
課
長
に
拘
泥
し
な
い
こ
と
と
、
こ
の
ど
ち

ら
に
「
良
心
」
の
存
在
意
義
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
際
、
む
し
ろ

母
親
を
心
痛
さ
す
こ
と
が
「
良
心
を
締
め
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に

結
び
つ
い
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
良
心
」
の
把
握
が
二
葉
亭
の
内
面

で
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
な
い
感
じ
も
す
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
文
三
の
心
理
状
況
は
回
を
追
う
に
従
い
熾
烈
に
な
り
、
「
真
つ

く
ら
な
ざ
し
き
に
、
し
ょ
ん
ぼ
り
と
始
終
何
事
か
考
へ
て
い
る
」
（
第
三
篇
。

第
十
六
回
）
状
態
が
つ
づ
き
遂
に
強
度
の
心
神
消
耗
的
症
状
を
呈
す
る
に
至

鷺

は
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
作
師
の
展
附
の
巾
で
文
三
の

性
格
を
吟
味
し
た
時
、
幾
多
の
矛
盾
に
つ
き
当
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

何
故
こ
う
ま
で
徹
底
的
に
軟
弱
な
生
活
不
能
者
と
し
て
の
文
三
を
描
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
。
文
三
の
挫
折
を
も
っ
て
当
時
の
官
僚
腐
敗
を
批
判
し
よ
う

と
す
る
な
ら
も
つ
と
文
三
が
権
力
と
闘
い
、
生
活
と
闘
い
、
な
お
か
つ
破
れ
去
っ

て
い
く
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
し
た
方
が
よ
り
真
実
性
も
あ
り
迫
力
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
浮
雲
」
の
文
三
は
そ
の
点
、
精
神
的
に
も
経
済
的

に
も
、
全
く
不
能
者
の
状
態
で
、
自
己
の
狭
い
殻
の
中
に
閉
じ
能
り
、
、
身
で

敗
北
に
追
い
や
っ
て
い
る
。
小
説
の
表
現
の
上
で
は
、
文
三
が
役
所
を
罷
免
に

な
っ
た
為
に
そ
の
よ
う
な
結
果
・
を
招
来
し
た
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
あ
る
が
、

一
四

る
。

始
終
お
勢
の
事
を
心
州
し
て
ゐ
る
う
ち
に
い
つ
か
ら
と
も
な
く
注
窓
が
散
っ

て
一
事
に
は
集
ら
ぬ
や
う
に
な
り
、
を
り
を
り
互
に
何
の
関
係
を
も
持
た
ぬ

ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
の
事
を
取
締
も
な
く
思
ふ
事
も
あ
っ
た
。
か
つ
て
両
手
を
か

し
ら
に
敷
き
仰
向
け
に
ふ
し
な
が
ら
天
井
を
み
つ
め
て
初
め
は
例
の
ご
と
く

お
勢
の
こ
と
を
か
れ
こ
れ
と
思
っ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
う
ち
ふ
と
天
井
の
木
目

が
眼
に
、
は
い
っ
て
突
然
妙
な
こ
と
を
思
っ
た
。
か
う
み
た
と
こ
ろ
は
水
の

流
れ
た
痕
の
や
う
だ
な
。
か
う
思
ふ
と
同
時
に
お
勢
の
こ
と
は
全
く
忘
れ
て

し
ま
っ
た
。
（
第
三
篇
。
第
十
九
回
）

そ
し
て
こ
の
木
Ⅱ
か
ら
「
オ
プ
チ
カ
ル
・
イ
ル
リ
ュ
ゥ
ジ
ョ
ン
」
を
連
想
し
物

即
学
を
思
い
出
し
、
そ
れ
を
教
え
た
教
師
や
、
学
生
の
顔
有
之
と
連
想
が
縦

横
に
移
っ
て
ゆ
き
最
後
に
「
サ
ル
レ
エ
の
脳
髄
」
の
事
を
考
え
突
然
何
の
連
絡

も
な
く
、
叉
お
勢
の
事
が
「
胸
を
突
い
て
」
出
た
り
す
る
。
確
か
に
、
こ
う
ま

で
一
人
の
人
間
の
心
理
を
執
勘
に
開
陳
し
て
桑
せ
た
二
葉
亭
に
は
当
時
と
し
て

■
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文
三
の
性
格
を
「
浮
雲
」
の
展
開
過
程
の
中
で
ゑ
て
い
く
と
、
そ
の
性
格
の
故

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
、
当
然
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
感
を
強
め
て
い
る
。
「
何
故
あ
あ
不
活
発
な

の
だ
ら
う
」
（
第
二
篇
。
第
八
回
）
と
お
勢
に
も
言
わ
せ
て
い
る
が
自
分
か
ら

苦
難
を
切
り
抜
け
て
、
希
望
を
求
め
よ
う
と
す
る
心
意
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ

な
い
・
自
分
に
は
ど
ん
な
こ
と
よ
り
も
母
親
を
安
心
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
と
、

党
し
て
い
な
が
ら
、
限
り
も
な
く
外
に
対
す
る
恢
怒
と
お
勢
に
対
し
て
は
綿
を

た
る
恋
情
に
ま
と
わ
れ
つ
か
れ
な
が
ら
、
Ⅲ
じ
と
こ
ろ
を
停
滞
し
川
吟
し
て
い

》
（
》
。

そ
し
て
一
層
不
可
解
な
の
は
、
お
勢
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
勢
の
上
づ

つ
た
軽
卒
な
動
作
や
媚
態
を
仰
己
流
に
解
釈
し
〃
お
勢
の
愛
情
は
吾
に
あ
り
″

と
思
い
込
み
第
二
篇
の
後
半
部
分
で
お
勢
と
卦
と
の
仲
を
疑
っ
て
興
奮
し
「
そ

れ
じ
や
…
…
そ
れ
じ
や
：
…
こ
う
し
ま
し
よ
う
。
今
ま
で
の
こ
と
は
す
っ
か
り

．
…
：
水
に
：
：
：
」
と
言
い
更
に
お
勢
の
と
ぼ
け
た
「
何
で
す
今
ま
で
の
事
と
は
」

と
言
う
こ
と
ば
に

「
こ
の
場
に
な
っ
て
さ
う
と
ぼ
け
な
く
て
も
い
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
い

っ
そ
別
れ
る
も
の
な
ら
…
…
き
れ
い
に
別
れ
よ
う
じ
や
…
…
あ
り
ま
せ
ん

か
」
（
第
二
篇
。
第
十
二
Ｍ
）

と
言
っ
て
い
る
。
完
全
に
お
勢
に
翻
弄
さ
れ
た
文
三
の
一
人
相
撲
で
あ
る
。
恋

の
一
人
思
案
と
言
う
の
は
よ
く
あ
る
。
し
か
し
文
三
の
場
合
は
、
お
勢
と
一
度

だ
っ
て
恋
を
語
っ
た
こ
と
も
、
恋
人
と
し
て
の
約
束
を
し
た
訳
で
も
な
い
。
だ

の
に
こ
こ
に
至
っ
て
「
水
に
流
さ
う
」
「
別
れ
よ
う
」
と
言
う
言
辞
は
全
く
文

三
の
精
神
状
態
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
男
と
し
て
罷
免
と
い
う
人
生
の
危
機

に
直
面
し
、
そ
れ
に
対
し
て
積
極
的
な
対
策
を
識
ぜ
ず
、
ど
ん
な
に
軽
侮
さ
れ

椰
楡
さ
れ
て
も
ジ
イ
と
停
滞
し
、
た
だ
し
て
い
る
こ
と
と
言
え
ば
、
お
勢
に
対

「
浮
雲
」
小
論

白

す
る
一
種
の
妄
想
だ
け
が
目
立
つ
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
文
三
の
性
格

に
欠
陥
が
あ
る
と
み
ら
れ
て
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
。
正
常
な
神
経
の
持
主
に
は

出
来
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
文
三
自
身
の
中
に
病
的
な
神
経
が
潜
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
正
常

な
判
断
と
行
動
力
を
喰
い
破
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
だ
け
に
文
三
の
潔
癖
性
又

は
批
実
性
が
、
雌
脹
な
神
経
の
上
に
立
脚
し
て
い
な
い
の
で
、
や
や
浮
き
上
っ

た
感
が
あ
り
、
作
為
感
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
二
葉
亭
の
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
、

文
三
は
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
・
・
こ
の
文
三
の
性
格
か
ら
し
て
、

必
ず
し
も
課
長
に
迎
合
的
で
な
か
っ
た
か
ら
、
役
所
を
罷
免
さ
れ
た
と
云
う
よ

り
、
文
三
の
嗽
弱
な
叉
は
病
理
学
的
な
性
格
の
故
に
、
自
然
陶
汰
的
に
官
庁
勤
め

か
ら
脱
落
し
て
い
っ
た
と
言
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
は
当
然

「
浮
雲
」
の
も
つ
悲
劇
性
に
接
触
し
て
く
る
。
「
浮
雲
」
の
悲
劇
性
に
つ
い
て

は
種
々
の
論
議
が
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
が
、
大
方
の
定
説
は
文
三
が
官
庁
を
罷

免
さ
れ
て
か
ら
惹
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
主
点
が
あ
る
よ
う
だ
。
併
し
私
の
論
法

で
す
る
な
ら
、
そ
う
言
っ
た
他
者
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
悲
劇
性
が
惹
起

さ
れ
る
の
で
な
く
、
す
で
に
文
三
自
身
の
性
格
の
中
に
、
悲
劇
的
資
質
を
内
在

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
浮
雲
」
の
筋
の
展
開
を
通
じ
て
文

三
の
悲
劇
性
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
蚊
早
や
そ
れ
以
前
に
文

三
、
身
の
病
的
な
神
経
に
よ
っ
て
自
身
を
悲
劇
の
中
に
追
い
込
ん
で
い
る
と
言

整
え
》
○
・

匹

お
勢
は
ど
う
か
。
文
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

…
・
・
・
そ
の
後
英
学
を
は
じ
め
て
か
ら
は
、
悪
あ
が
き
も
ま
た
一
段
で
、
じ
ゆ

一
五

冬

空



ば
ん
が
シ
ャ
ツ
に
な
れ
ば
唐
人
桶
も
束
髪
に
化
け
、
ハ
ン
ケ
チ
で
の
ど
を
し

め
、
う
つ
と
う
し
い
を
こ
ら
へ
て
眼
鏡
を
か
け
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
人
笑
は

せ
、
あ
っ
ぱ
れ
一
個
の
キ
ャ
ヅ
キ
ャ
に
な
り
済
し
た
。（

第
一
篇
。
第
二
Ⅲ
）

お
勢
な
る
人
物
を
、
当
時
軽
薄
な
（
と
み
ら
れ
て
い
た
）
欧
化
主
義
に
対
す
る
弧

刺
と
し
て
そ
の
人
物
設
定
を
し
た
と
す
る
な
ら
、
確
か
に
ま
だ
欧
化
主
義
が
社

会
の
表
面
を
浮
動
し
た
ま
ま
社
会
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
感
じ
を
、
お
勢
な

４

る
人
物
に
よ
っ
て
表
現
し
得
て
い
る
。
広
末
氏
も
お
勢
に
つ
い
て
「
文
明
語
辞

典
の
鵬
鵡
の
よ
う
な
軽
薄
な
、
そ
し
て
次
第
に
そ
の
付
焼
刃
で
あ
る
こ
と
を
糸

せ
る
お
勢
は
、
日
本
近
代
の
仮
面
を
暴
麗
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
が
併
し
「
浮
雲
」
の
中
で
み
る
お
勢
は
、
あ
く
ま
で
も
軽

薄
な
欧
化
主
義
を
観
念
化
し
形
懐
化
し
た
お
勢
に
過
ぎ
な
い
と
思
え
る
。
小
説

の
展
開
を
通
じ
て
軽
薄
な
欧
化
主
義
の
象
徴
と
し
て
の
素
材
で
あ
る
お
勢
が
、

根
無
草
の
よ
う
に
闇
歩
し
、
作
品
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
生
身
を
も
っ
た
人
間
ら

し
い
お
勢
の
姿
を
み
つ
け
る
事
が
出
来
な
い
。
即
ち
素
材
と
し
て
余
り
に
も
観

念
化
さ
れ
た
お
勢
が
、
一
貫
性
の
な
い
言
動
を
無
女
任
に
ま
き
散
ら
し
て
、
あ

わ
た
だ
し
く
素
通
り
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
、
自
然
な
る
人
間
と
し
て
の
休
川

を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
二
葉
亭
が
、
お
勢
を
柿
く
に
小
説
椛

成
上
素
材
と
し
て
の
お
勢
の
み
に
、
と
ら
わ
れ
、
真
の
人
側
と
し
て
の
表
尖
の

肉
付
け
を
怠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
第
一
篇
の
部
分
で
、
お
勢
が
文

三
の
罷
免
の
こ
と
で
母
親
と
口
論
し
て
ま
で
、
文
三
の
立
場
に
理
解
を
示
し
て

い
る
。
お
勢
が
そ
の
口
論
の
中
で
、

「
私
は
条
理
の
あ
る
と
こ
ろ
を
主
張
す
る
の
で
す
」
（
第
一
篇
。
第
五
回
）

と
再
三
に
亘
っ
て
文
三
の
弁
護
を
し
て
い
る
。
併
し
作
者
自
身
文
中
で

4

～
賠邑

&

…
：
・
新
主
義
と
時
代
お
く
れ
の
旧
主
義
と
衝
突
す
る
所
よ
く
眼
を
止
め
て
御

覧
あ
ら
れ
ま
し
ょ
う
（
第
一
篇
。
第
五
回
）

と
言
っ
て
い
る
よ
う
．
に
、
小
説
展
開
の
中
で
お
勢
自
身
の
心
意
か
ら
出
る
べ

く
し
て
出
た
言
葉
で
な
く
、
新
旧
対
立
を
表
現
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
場

面
を
設
定
し
た
も
の
と
推
察
出
来
る
。
実
際
作
者
自
身
も
後
の
回
憶
談
で
「
新

旧
両
思
想
の
衝
突
と
い
う
こ
と
も
↑
コ
ン
チ
ヤ
ロ
ッ
フ
が
名
著
『
頽
れ
岸
』
の
中

に
よ
く
か
い
て
あ
る
の
を
ぶ
て
日
本
に
応
用
し
て
象
た
の
で
す
。
『
浮
雲
』
は

す
っ
か
り
真
似
た
も
の
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
通
り
に
、
こ
の
お
勢
の
使
い
方

に
も
必
然
性
が
な
い
。
つ
ま
り
新
旧
対
立
を
表
現
す
る
た
め
の
単
な
る
媒
介
物

と
し
て
お
勢
な
る
人
物
を
使
用
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
こ
こ
に
余
り
に
も
意
識

さ
れ
た
素
材
と
し
て
の
お
勢
を
ハ
ッ
キ
リ
み
る
事
が
出
来
る
。
お
勢
は
文
三
の

罷
免
に
対
し
て
も
理
解
を
示
す
ど
こ
ろ
か
、
小
説
の
展
開
過
程
か
ら
み
て
い
く

と
、
む
し
ろ
無
関
心
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。
そ
れ
か
ら
考
察
す
る
と
お
政
と

お
勢
の
新
旧
対
立
を
強
調
す
る
た
め
に
、
こ
の
口
論
の
場
だ
け
に
素
材
と
し
て

の
お
勢
を
使
用
し
て
、
文
三
に
理
解
を
求
め
さ
せ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
こ
う

言
っ
た
と
こ
ろ
に
、
「
浮
雲
」
の
人
物
達
が
素
材
と
し
て
の
生
砿
さ
を
も
ち
、

作
仙
の
中
に
生
き
た
人
間
と
し
て
融
け
込
ん
で
い
な
い
欠
陥
を
認
め
る
こ
と
が
．

川
来
る
。
換
言
す
れ
ば
、
小
説
素
材
と
し
て
認
知
さ
れ
た
お
勢
が
、
小
説
展
附

の
中
で
粘
練
さ
れ
な
い
原
型
の
ま
ま
で
盗
場
さ
せ
ら
れ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
浮
雲
」
の
終
り
の
篇
中
に

「
ゆ
ゑ
な
く
し
て
文
三
を
は
づ
か
し
め
た
と
い
ひ
母
親
に
さ
か
ら
ひ
な
が
ら

い
つ
し
か
そ
の
い
ひ
な
り
に
な
っ
た
と
い
ひ
、
そ
れ
ほ
ど
ま
・
で
親
し
か
っ
た

昇
と
、
に
は
か
に
う
と
う
し
く
な
っ
た
と
い
ひ
ｌ
ど
う
も
常
事
で
は
な
く

思
は
れ
る
。
」
（
第
三
篇
。
第
十
九
回
）

▲
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と
二
葉
亭
は
叙
述
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
こ
そ
、
ま
さ
し
く
お
勢
の
性
格
描
写

に
ゆ
き
詰
っ
た
作
者
自
身
の
、
切
実
な
当
惑
の
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最

初
か
ら
お
勢
を
欧
化
主
義
に
対
す
る
批
判
の
象
徴
と
し
て
の
人
物
原
型
を
二
葉

亭
の
心
中
に
描
い
た
も
の
の
、
い
ざ
執
筆
に
と
り
か
か
り
、
そ
の
人
物
描
写
の

展
開
に
あ
た
っ
て
、
作
者
の
内
部
で
よ
く
咀
噌
さ
れ
て
な
か
っ
た
こ
と
が
禍
と

な
り
、
二
葉
亭
自
身
分
厚
い
壁
に
つ
き
当
っ
た
に
違
い
な
い
・

五

「
浮
雲
」
主
要
人
物
四
人
の
中
で
は
お
政
が
比
較
的
よ
く
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
文
三
が
罷
免
に
な
る
と
、
そ
れ
迄
の
柔
和
な
態
度
が
急
激
に
硬

化
し
、
底
意
地
の
汚
い
一
種
の
悪
女
に
描
か
れ
て
い
る
点
に
、
強
い
て
言
え
ば

誇
張
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
総
体
に
お
政
の
人
物
描
写
に
は
そ
う
無
理
が

な
い
。
当
時
の
東
京
下
町
の
功
利
的
で
利
発
で
、
し
か
も
威
勢
の
よ
い
お
か
象

さ
ん
タ
イ
プ
を
巧
く
表
現
し
得
て
い
る
。

た
だ
気
に
な
る
の
は
、
小
説
構
成
に
於
て
、
お
政
、
お
勢
、
昇
の
三
人
を
文

三
に
対
す
る
敵
対
者
の
よ
う
に
拙
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
文
三

が
生
来
の
虚
弱
な
性
格
を
端
を
倍
化
し
、
一
種
の
神
経
病
的
な
症
状
を
呈
す
る

だ
け
に
、
読
む
者
は
、
こ
こ
で
「
追
い
つ
め
る
者
」
と
「
追
い
つ
め
ら
れ
る

者
」
と
に
色
分
け
さ
れ
て
映
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
更
に
蒸
鰡
す
る
と
悪

者
と
善
者
に
類
別
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
諦
者
は
当
然
、
前
者
に
反
撲
を
も
ち
、

後
者
に
同
情
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
小
説
構
成
は
、
文
学
上
非
常

な
障
碍
と
な
る
。
通
常
、
文
学
に
於
て
、
啓
蒙
小
説
、
通
俗
小
説
特
に
犯
罪
小

説
等
食
以
外
に
作
中
人
物
を
劃
然
と
色
分
け
す
る
方
法
は
余
り
ほ
め
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
手
法
は
当
時
と
し
て
は
勧
善
徴
悪
的
な
戯
作
小
説
に
多
く

「
浮
雲
」
小
論

●

1

以
上
断
片
的
な
が
ら
作
中
人
物
の
性
格
創
造
を
主
点
に
し
て
「
浮
雲
」
の
欠

陥
と
思
わ
れ
る
も
の
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
次
に
こ
う
言
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
面

は
何
に
原
因
し
て
い
る
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ

こ
で
は
そ
の
一
つ
の
主
因
と
思
え
る
も
の
を
指
摘
し
た
い
。

二
葉
亭
は
明
治
二
十
年
代
初
頭
に
至
り
、
。
ヘ
リ
ン
ス
キ
ー
の
文
学
理
論
や
、

道
迩
な
ど
の
文
学
革
新
理
論
等
々
に
刺
仙
さ
れ
、
当
時
と
し
て
は
稀
有
な
革
新

文
学
意
識
を
燃
え
上
ら
せ
て
い
た
。
そ
し
て
ｎ
ら
そ
の
試
金
石
と
し
て
、
そ
の

理
論
を
文
学
上
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
先
駆
者
と
し
て
の
急
迫
な
意
識
を
も
っ

て
「
浮
雲
」
に
と
り
か
か
っ
た
も
の
と
ゑ
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
旺
ん
な
意
欲

に
反
し
て
、
作
中
人
物
達
の
把
握
が
、
二
葉
亭
自
身
の
内
部
で
ま
だ
咀
噛
し
得

な
い
残
津
を
残
し
た
ま
ま
執
筆
に
入
っ
た
為
に
、
小
説
の
稿
が
進
む
に
従
い
、

作
中
人
物
達
が
不
消
化
の
証
痕
を
露
呈
し
始
め
、
て
ん
で
の
方
向
に
頭
を
向
け

て
、
作
者
の
冒
頭
の
意
欲
に
背
中
を
向
け
て
し
ま
っ
た
と
思
え
る
の
だ
。
こ
う

一
七

翠
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
考
察
し
て
、
二
葉
亭
は
「
浮
雲
」
の
人

物
形
象
に
於
て
、
作
者
の
主
観
が
偏
寄
ら
な
い
公
正
な
地
点
に
立
っ
て
い
た
か

と
言
え
ば
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
仮
り
に
も
、
近
代
性
を
標
傍
し
、
時
代
の
先

駆
者
た
ら
ん
と
志
す
小
説
な
ら
ば
よ
り
容
観
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
真
に

客
観
的
地
点
に
位
置
し
て
人
間
を
表
白
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
間
の
も
つ

表
裏
を
も
抜
け
目
な
く
冷
静
に
観
察
し
な
け
れ
ば
、
中
村
氏
の
言
う
「
客
観
的

リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
尚
立
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
「
浮
雲
」
に
於
て
作
中
人
物
達
の

そ
れ
ぞ
れ
の
極
端
な
特
性
を
強
調
し
た
だ
け
で
は
、
ま
だ
無
条
件
に
リ
ア
リ
ズ

ム
文
学
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
は
川
来
な
い
。

一
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言
っ
た
と
こ
ろ
に
も
二
葉
亭
が
中
途
で
折
筆
し
て
し
ま
っ
た
原
因
が
あ
る
と
思

畢
え
》
③
。

私
は
小
論
で
「
浮
雲
」
に
抱
く
種
々
の
疑
問
点
を
羅
列
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
が
、
小
論
の
主
点
は
あ
く
ま
で
も
「
浮
雲
」
に
対
す
る
価
値
再
検
討
に
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。
既
に
陳
述
し
た
よ
う
に
従
来
か
ら
「
浮
雲
」
に
対
し
て
は
実

質
以
上
の
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
私
は
種
々
の
角
度
か
ら
「
浮
雲
‐
｜
を
検
討

し
て
象
て
、
そ
の
一
種
の
偶
像
視
に
対
し
、
い
さ
さ
さ
か
の
疑
問
を
持
た
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
一
個
の
文
学
作
肋
と
し
て
考
究
し
た
時
、
小
諭
で
述
べ
て
い

る
よ
う
な
欠
陥
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
「
浮
雲
」
に
対
す
る
従
来
か
ら
の
粕
を

過
大
一
評
価
気
味
な
定
説
を
そ
の
ま
ま
盲
従
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
革
新
性
の
故
に
そ
の
作
品
を
名
作
視
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
「
浮

'9
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雲
」
の
一
評
価
に
も
、
か
な
り
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
明
治
二
十
年
代
に
於
け
る

「
浮
雲
」
の
位
置
は
確
か
に
大
き
い
。
併
し
遁
遙
ら
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
文

学
革
新
理
論
が
二
葉
亭
仰
ら
「
浮
雲
」
に
火
が
つ
け
ら
れ
た
程
度
で
、
そ
れ
も

か
な
り
炎
上
し
た
部
分
も
あ
り
な
が
ら
、
結
果
に
於
て
は
不
燃
焼
の
ま
ま
火
が

弱
ま
っ
た
感
が
あ
る
の
だ
。

こ
う
言
っ
た
論
拠
か
ら
考
察
す
れ
ば
「
浮
雲
」
の
内
部
に
は
ま
だ
ま
だ
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

注
仰
長
谷
川
泉
「
二
葉
亭
四
迷
」
「
近
代
日
本
文
学
」
所
収

②
小
村
光
夫
「
現
代
Ⅱ
本
文
学
史
」
（
筑
座
版
）

③
長
谷
川
泉
「
近
代
日
本
文
学
」
所
収

側
広
末
保
。
一
葉
亭
四
迷
」
浮
雲
（
「
現
代
文
学
総
諭
」
Ｉ
所
収
）

凸


