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序

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
悲
劇
の
解
釈
と
口

u

蛙ら

西
洋
古
典
学
の
根
幹
を
形
成
す
る
の
は
、

や
は
り
テ
キ
ス
ト
批
評
に
よ
っ
て
信
頼
し
う
る
原
典
を
確
立
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
ろ

う
(
1
)
。
そ
の
校
訂
作
業
の
素
材
と
な
る
原
典
写
本
を
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
遺
し
た
の
は
、
地
中
海
東
西
の
修
道
僧
た
ち

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
写
本
筆
写
と
い
う
行
為
は
、

そ
れ
自
体
が
彼
ら
に
と
っ
て
典
礼
的
な
修
行
の
一
部
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う

が
、
現
在
の
古
典
文
献
学
界
で
は
、

そ
の
点
、
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
略
記
さ
れ
た
写
本
の
文
字
が
、

ど
れ
だ
け

ギ
リ
シ
ア
・
ロ
!
マ
の
原
著
者
の
言
葉
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
と
い
う
点
の
み
が
評
価
の
対
象
と
な
り
、
修
道
僧
た
ち
の
「
生
L

そ
の
も
の
は
ま
っ
た
く
視
野
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
ら
の
遺
し
た
写
本
群
の
正
当
な
評
価
の
た
め
に

は
、
そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
価
値
評
価
の
み
か
ら
裁
き
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
総
じ
て
彼
ら
が
生
き
抜
い
た
神
学
的
な
地
平
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と
そ
の
理
解
か
ら
、
古
典
写
本
の
筆
写
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
意
味
守
つ
け
る
試
み
が
な
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ま
「
テ
キ
ス
ト
批
評
」
に
関
し
て
述
べ
た
が
、
「
批
評
」
と
い
う
語
業
は
、

テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
「
文
芸
批

評
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
西
洋
古
典
学
の
意
義
・
目
的
と
し
て
は
、
上
述
の
よ
う
な
「
文
献
学
的
精
神

泉
た
る
霊
性
を
く
み
取
り
、

に
よ
る
テ
キ
ス
ト
編
纂
方
法
の
確
立
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

i
マ
の
詩
人
た
ち
か
ら
そ
の
創
作
活
動
の
源

わ
れ
わ
れ
も
そ
の
系
譜
に
連
な
る
、
す
な
わ
ち
古
代
地
中
海
世
界
の
詩
人
た
ち
の
霊
性
を
継
承
す
る
と

い
う
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
っ
文
芸
批
評
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
古
代
詩

人
の
霊
性
の
継
承
」
と
し
て
の
古
典
学
に
お
い
て
は
、
通
常
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
る
中
世
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
と
は
、

ひ
と
ま
ず
中

世
を
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
時
代
、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
を
古
典
古
代
田
帰
の
時
代
と
規
定
す
る
に
せ
よ
、

そ
の
場
合
中
世
は
、
例
え
ば

旧
約
の
預
一
一
一
一
問
者
以
来
継
承
さ
れ
て
い
る
ル

l
ア
ッ
ハ
(
霊
)
/
ダ
i

パ
i

ル
(
ニ
一
一
口
)
の
伝
統
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
両
者
は
必



ず
し
も
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
相
通
ず
る
面
を
多
く
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
察
が
成
立
す
る
。

本
一
禍
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
う
い
っ
た
形
で
批
評
を
行
う
場
合
、

そ
こ
に
要
求
さ
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
姿
勢
と
わ
れ
わ
れ
が
被
る
地
平

の
変
容
を
問
う
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
本
稿
で
扱
わ
れ
る
の
は
文
芸
批
評
に
お
け
る
批
評
家
の
地
平
と
批
評
か
ら
原
作
へ
の
移
行
の

あ
り
方
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
は
、
さ
ら
に
テ
キ
ス
ト
批
評
の
際
に
も
応
用
で
き
る
も
の
に
し
た
い
と
考
え
る
。
技

術
的
な
面
は
さ
て
お
き
、

テ
キ
ス
ト
批
評
の
際
に
要
求
さ
れ
る

J
批
評
家
」
の
あ
り
方
が
、
も
っ
と
間
い
な
お
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
し
て
、
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
悲
劇
詩
人
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
(
∞
-
h
・
ぉ
。
ー
や
ま
)
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

す
る
。

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
は
、

そ
の
措
辞
が
そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
代
に
お
い
て
も
原
典
講
読
の
演
習
な

の
見
解
が
ひ
と
ま
ず
参
考
に
な
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
批
評
家
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
(
∞
・
。
・
ぃ
∞
ず
い
M
M
)

『
詩
学
¥
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ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を
読
む
際
に
、
原
作
そ
の
も
の
を
味
読
す
る
他
に
、
文
芸
批
評
家
た
ち

偽
ロ
ン
ギ
ノ
ス
(
紀
元
後
一
世
紀
?
)
口

U

崇
高
に
つ
い
て
何
回
な
ど
が
含
ま
れ
よ
う
が
、
本
稿
で
は
ヱ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
ほ
と
ん
ど
問
時
代

人
と
し
て
ア
テ
ナ
イ
に
活
躍
し
た
喜
劇
詩
人
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
(
出
・
の
・
主
ヤ
昆
C
)

の
声
を
参
照
し
て
み
た
い
。

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス

は
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
下
に
あ
っ
て
反
戦
詩
人
と
し
て
生
き
、
数
多
く
の
喜
劇
作
品
を
発
表
し
て
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
笑
い
を
誘
う

と
向
時
に
、
戦
争
の
愚
か
さ
を
訴
え
、

ま
た
当
時
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
新
世
代
的
な
教
育
(
ソ
ク
ラ
テ
ス
)
や
文
学
傾
向
(
エ
ウ
リ
ど

デ
ス
)
を
批
判
し
た
(
2
)
。
そ
し
て
彼
は
特
に
句
蛙
』

N
N
3
2
3・の・ゃ
C
M

上
演
)
の
故
に
「
文
芸
批
評
家
の
祖
」
と
称
さ
れ
る
。
こ

の
劇
に
お
い
て
彼
は
、
酒
神
が
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
悲
劇
の
没
落
を
嘆
き
、
従
者
ク
サ
ン
テ
ィ
ア
ス
と
と
も
に
、
前
年
四

O
六
年
に

世
を
去
っ
た
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を
冥
界
へ
と
迎
え
に
行
く
と
い
う
設
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
『
蛙
nu

は
ヱ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
許
報
を
耳

に
し
た
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
に
よ
る
作
品
で
あ
る
た
め
、

そ
れ
以
前
の
『
女
だ
け
の
祭
n

b

(

出
・
の
・
主
円
上
演
)
な
ど
に
お
け
る
よ
う
な



徹
底
的
な
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
郷
撒
と
は
違
っ
て
、

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
対
す
る
比
較
的
真
撃
な
批
評
の
芦
を
聞
き
取

り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
諮
る
。

J
具
の
詩
人
が
入
用
な
の
だ
っ
日
)
。
'

何
か
こ
う
い
う
大
胆
き
わ
ま
る

こ
と
を
あ
え
て
行
う
詩
人
が
(
g
N
)
」。

と
こ
ろ
が
劇
冒
頭
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
の
決
意
と
は
裏
腹
に
、
劇
末
で
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ

ス
と
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
敗
れ
(
エ
コ
)
、
地
上
へ
の
再
生
の
望
み
を
絶
た
れ
た
ば
か
り
か
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
無
き
後
の
冥
界
の
悲
劇

の
王
座
を
も
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
に
奪
わ
れ

(
5
2
)、
居
場
所
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
翻
意
は
、
時
と

し
て
吋
蛙
n
b

全
体
の
評
価
に
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
こ
と
も
あ
り
得
る
(
3
)
。
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
は
本
当
に
意
を
翻
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を
ど
う
扱
お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
と
ろ
で
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
喜
劇
は
、

そ
の
作
品
構
造
上
悲
劇
と
向
じ
く
演
劇
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
い
る
。

コ
ロ
ス
の
構
成
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人
数
な
ど
の
点
で
相
違
が
あ
る
と
は
言
え
、
悲
劇
と
同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
喜
劇
も
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
を
讃
え
る
奉
納
祭
詑
的
な
行
事

で
あ
っ
た
こ
と
に
は
代
わ
り
が
な
い

7)O
そ
れ
故
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
偽
ロ
ン
ギ
ノ
ス
な
ど
の
散
文
に
よ
る
批
評
と
は
異
な
り
、

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
も
、
批
評
の
対
象
で
あ
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
あ
る
意
味
で
同
じ
地
平
に
わ
れ
わ
れ
を
招
い
て
い
る
と
言
え
る
。
す

な
わ
ち
悲
劇
・
喜
劇
の
講
読
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
劇
神
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
の
霊
性
に
む
け
て
内
在
的
な
あ
り
方
で
与
り
う
る
可

能
性
が
関
か
れ
る
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
本
稿
で
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
批
評
を
参
照
す
る
に
際
し
て
、

ま
ず
こ
の
点
を
念
頭
に
置
い

て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
文
芸
批
評
活
動
に
お
け
る
善
き
批
評
と
は
、
批
評
家
の
個
性
を
打
ち
出
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
原
作
者
の
優
れ

た
点
を
十
分
に
評
備
し
、
ま
た
読
者
(
観
客
)
に
対
し
て
も
そ
の
原
作
に
招
く
役
割
を
十
全
に
果
た
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
は
、
中
世
教
父
た
ち
が
神
学
の
展
開
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
以
来
の
一
皆
既
性
を
忠
実
に
伝
承
し
続
け
た
態
度
は
、
あ
る
意
味
で
善
き



批
評
家
の
位
置
づ
け
を
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
(
之
、

写
本
の
筆
写
に
専
念
し
た
修
道
僧
た
ち
も
、
結
果
的
に
現
代
に
ま
で
古
典
を

伝
え
た
功
績
か
ら
言
え
ば
、
総
じ
て
善
き
批
評
家
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
『
蛙
与
に
お
い
て
善
き
批
評
家
た

り
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

ヱ
ウ
リ
ピ
デ
ス
お
よ
び
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
解
釈
の
た
め
に
、

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
吋
蛙
』
の
他

に
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
の
証
言
を
も
勘
案
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
悲
劇
詩
人
と
旧
約
の
預
一
一
一
一
向
者
の
共
通
性
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
批

評
家
と
詩
人
・
預
一
言
者
が
互
い
に
ど
の
よ
う
な
地
平
に
立
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

2 

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
『
蛙
ら
に
お
け
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
像
(
6
)

酒
神
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
、
奴
隷
の
ク
サ
ン
テ
イ
ア
ス
と
連
れ
立
っ
て
冥
界
へ
の
旅
に
出
る
。

へ
ラ
ク
レ
ス
が
か
つ
て
三
つ
頭
の

- 27-

で
は
『
娃
』
の
構
成
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

冥
界
の
番
犬
ケ
ル
ベ
ロ
ス
を
冥
界
か
ら
連
れ
戻
し
た
こ
と
に
あ
や
か
り
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
風
の
変
装
を
し
た
上

で
、
ま
ず
へ
ラ
ク
レ
ス
の
家
に
立
ち
寄
っ
て
冥
界
へ
の
道
を
尋
ね
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
悲
劇
詩
人
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
死
を
悼
む

旨
を
告
げ
、
彼
を
ア
テ
ナ
イ
に
連
れ
戻
す
べ
く
冥
府
行
を
実
行
す
る
と
の
意
向
を
伝
え
る
。

へ
ラ
ク
レ
ス
の
指
示
に
従
い
二
人
は
出

発
す
る
が
、

ク
サ
ン
テ
イ
ア
ス
が
重
一
い
荷
に
不
平
を
鳴
ら
す
の
で
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
「
死
者
」
に
片
棒
を
担
ぐ
よ
う
に
要
請
す

る
。
「
死
者
」
が
不
当
に
高
い
賃
金
を
要
求
す
る
た
め
、

ク
サ
ン
テ
イ
ア
ス
が
再
び
棒
を
担
ぐ
。

一
行
は
ス
テ
ュ
ク
ス
の
川
に
着
く
。

渡
し
守
カ
ロ
ン
が
ク
サ
ン
テ
ィ
ア
ス
を
渡
す
の
を
拒
ん
だ
た
め
、

ク
サ
ン
テ
ィ
ア
ス
は
歩
い
て
対
岸
に
向
か
う
の
に
対
し
、
デ
イ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
は
船
に
乗
る
(
円

iMg
。
フ
ロ
ロ
ゴ
ス
)
。
こ
こ
で
、
冥
界
の
蛙
か
ら
な
る
コ
ロ
ス
の
合
唱
歌
(
N
3
1
芯
第
一
パ
ロ
ド
ス
)
が

あ
り
、
こ
の
コ
ロ
ス
が
本
作
品
の
題
名
の
起
源
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。



ス
テ
ュ
ク
ス
の
対
岸
に
二
人
は
到
着
す
る
。
冥
界
の
恐
ろ
し
げ
な
状
況
が
諮
ら
れ
る
エ
ペ
イ
ソ
デ
イ
オ
ン
(
ミ
ア
出
ど
に
続
き
、

第
二
パ
ロ
ド
ス
(
訟
や
i
h
E
ゆ
)
で
は
、
秘
儀
を
授
か
っ
た
第
二
コ
ロ
ス
が
登
場
し
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
讃
歌
を
歌
う
。
そ
の
他
の
神
々

二
人
は
冥
界
の
主
の
館
の
戸
口
に
着
く
。

へ
の
讃
歌
も
交
え
ら
れ
る
う
ち
に
、

デ
ィ
オ
一
一
ュ
ソ
ス
が
冥
府
の
館
を
ノ
ッ
ク
す
る
と
、
冥
府
の
審
判
者
の
一
人
ア
イ
ア
コ
ス
が
登
場
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
へ
ラ
ク

レ
ス
と
取
れ
ン
違
え
、
彼
を
窃
盗
の
罪
で
捉
え
る
べ
く
仲
間
を
呼
ぶ
。
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
恐
れ
を
な
し
て
ク
サ
ン
テ
ィ
ア
ス
と
衣
装

を
取
り
替
え
る
。
す
る
と
今
度
は
ペ
ル
セ
ポ
ネ
!
の
召
使
た
ち
が
ク
サ
ン
テ
ィ
ア
ス
を
へ
ラ
ク
レ
ス
だ
と
思
っ
て
歓
避
し
に
く
る
。

再
び
衣
装
を
取
り
替
え
る
と
、
今
度
は
館
の
女
主
人
が
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
を
へ
ラ
ク
レ
ス
だ
と
錯
覚
し
、
治
賃
を
払
わ
な
か
っ
た
こ

と
を
訴
え
る
と
脅
す
の
で
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
ク
サ
ン
テ
ィ
ア
ス
は
も
う
一
度
衣
装
を
交
換
す
る
(
7
)
O

ア
イ
ア
コ
ス
が
再
度
登

打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
双
方
が
悲
鳴
を
挙
げ
た
た
め

ア
イ
ア
コ
ス
は
二
人
を
冥
府
へ
連
れ
て
い
く
こ
と
に
す
る

3
8
1ミ
ω

エ
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場
し
、

ク
サ
ン
テ
イ
ア
ス
が
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
引
き
渡
そ
う
と
す
る
た
め
、
溜
神
は
正
体
を
明
か
す
が
、
確
認
の
た
め
双
方
が
鞭

ペ
イ
ソ
デ
イ
オ
ン
)
。
続
く
パ
ラ
パ
シ
ス
(
ミ
キ
1
3
3
の
中
で
は
、

コ
ロ
ス
の
長
に
よ
り
「
聖
な
る
わ
れ
ら
コ
ロ
ス
が
、
ポ
リ
ス
に

対
し
て
高
貴
な
こ
と
ど
も
を
勧
め
ま
た
教
え
る
の
は
正
し
き
こ
と
」

(
S
?吋
)
と
い
っ
た
見
解
が
披
露
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
前
半
部
と
は
一
転
し
て
、
後
半
部
で
は
冥
界
に
お
け
る
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
競
演
(
ア
ゴ

i
ン
)
の
場
面
が
中
心
と
な
る
。
ま
ず
ア
イ
ア
コ
ス
が
登
場
し
、
真
の
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
判
別
す
る
う
ち
に
喧
騒
の
音
が
関
こ
え
、

こ
れ
か
ら
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
競
演
が
始
ま
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
。
冥
界
で
の
悲
劇
の
王
座
に
は
こ
れ
ま
で
ア

イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
座
っ
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
新
参
、
冥
界
の
低
俗
な
社
会
層
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
味
方
し

て
世
評
に
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
も
う
一
人
の
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
は
早
々
に
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
席
を
譲
っ
た
た
め
、
デ
イ
オ
ニ

ユ
ソ
ス
が
審
判
官
と
な
っ
て
、
競
演
は
二
人
が
交
互
に
自
分
の
詩
句
を
公
に
し
て
腕
く
ら
べ
を
す
る
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
こ
と



に
な
る
。
こ
こ
で
コ
ロ
ス
は
ム

i
サ
に
加
護
を
祈
り
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
デ

i
メ
i
テ
i
ル
に
祈
る
が
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
新
奇

な
神
ア
イ
テ

i
ル
に
祈
る
(
芯
∞
i

∞
玄
エ
ペ
イ
ソ
デ
イ
オ
ン
)
。

ま
ず
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
対
し
て
、
登
場
人
物
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
な
い
こ
と
や
黙
り
役
者
を
頻
用
す
る
作

劇
法
に
つ
い
て
批
判
し

3
3
1む)、

そ
の
長
く
難
解
な
詩
句
、
大
言
壮
語
、
暖
味
か
つ
大
げ
さ
で
長
す
ぎ
る
コ
ロ
ス
の
朗
読
を
攻
撃

す
る
(
お
や
l
u
c
)
。
逆
に
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
対
し
て
、

そ
の
登
場
人
物
が
卑
し
く
、
扱
う
題
材
が
非
倫
理
的
で
あ

る
こ
と
を
批
判
し
、
卑
し
い
民
を
舞
台
に
上
げ
、
英
雄
を
疑
め
た
こ
と
は
穂
衆
に
良
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
攻
撃
す
る

(54γ

日{)∞∞〉。

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
詩
人
の
務
め
は
市
民
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
(
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
白
く
)
、

オ
ル
フ

エ
ウ
ス
は
わ
れ
わ
れ
に
神
秘
を
語
り
、
人
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
た
。
ま
た
ム
サ
イ
オ
ス
は
病
の
癒
し
と
神
託
を
告
げ
、

ヘ
シ
オ
ド
ス

は
野
良
仕
事
、
実
り
の
時
期
、
農
耕
の
仕
方
を
伝
え
た
。
そ
し
て
神
に
も
比
す
べ
き
ホ
メ
ロ
ス
が
栄
誉
と
名
声
を
得
た
の
は
、
高
貴
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な
こ
と
す
な
わ
ち
戦
の
列
、
武
勇
、
武
装
の
方
法
を
教
え
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
」
(
芯
己
1
3
0

「
(
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
日
く
)
、
実

に
、
詩
人
と
は
悪
し
き
も
の
は
隠
し
、

自
の
許
に
さ
ら
し
た
り
舞
台
に
の
ぼ
せ
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
者
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
幼

い
子
供
た
ち
に
は
事
柄
の
わ
け
を
説
明
し
て
く
れ
る
先
生
が
い
る
の
に
対
し
て
、
若
者
た
ち
に
対
し
て
そ
の
役
割
を
努
め
る
の
は
詩

人
な
の
だ
か
ら
。
わ
れ
わ
れ
(
詩
人
た
ち
は
)
高
貴
な
こ
と
ど
も
し
か
語
つ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」
(
呂
お
1
3
0

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に

よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
愛
国
的
姿
勢
に
対
し
、

日
常
性
を
尊
ぶ
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
国
民
を
堕
落
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
「
返
答
せ
よ
、
詩
人
は
何
を
も
っ
て
人
を
嘆
賞
さ
せ
る
べ
き
か
?
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
も
「
そ
の
巧
み
さ
と
説
論
を
も
っ
て
だ
。
そ
れ
は
ポ
リ
ス
の
人
々
を
よ
り
善
き
者
に
す
る
た
め
だ
」

(Hog-H20)

と
答
え
て
お
り
、
詩
人
と
し
て
の
務
め
の
認
識
に
関
し
て
は
双
方
に
一
致
が
見
ら
れ
る
と
42P
え
る
(
以
上

g
u
i
gお
ア
ゴ

i
ン)。

次
い
で
文
体
の
優
劣
に
論
点
が
移
行
し
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
対
し
て
、

そ
の
プ
ロ
ロ
ゴ
ス
が
暖
味
で
繰
り
返



し
の
多
い
こ
と
を
攻
め
る
の
に
対
し
(
ニ
芯
i

手
)

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
プ
ロ
ロ
ゴ
ス
の
詩
行
に
は
、
す
べ
て

例
え
ば
「
油
瓶
を
失
っ
た
」

(
}
D
W
3
7
5
ロ

8
2
2
8
)
と
い
う
句
が
加
え
ら
れ
う
る
こ
と
を
実
演
し
て
皮
肉
る
(
H
N
O
M
-
主)。

ア
イ
ス

キ
ュ
ロ
ス
の
音
楽
が
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
攻
め
る
と
(
芯
怠

iS)、
逆
に
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
エ
ウ
リ
ピ

デ
ス
の
音
楽
の
狼
雑
さ
、
新
奇
な
様
を
批
判
す
る
(
お
O
か
18)
。
こ
こ
で
勝
負
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
秤
が
運
ば
れ
、

互
い
に
得

意
な
詩
句
を
乗
せ
て
重
さ
を
計
る
こ
と
化
な
る
。
そ
の
結
果
、

エ
ワ
リ
ピ
デ
ス
の
軽
々
し
い
詩
句
に
対
し
て
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
重

厚
な
句
、
が
血
を
押
し
下
げ
、
三
回
の
勝
負
に
悉
く
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
勝
つ
。
こ
こ
で
ハ
i
デ
!
ス
は
勝
負
あ
っ
た
と
し
た
が
、
デ

イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
ま
だ
決
着
付
け
、
が
た
く
「
二
人
と
も
私
の
友
人
だ
。
私
に
は
ど
っ
ち
に
す
べ
き
か
決
し
か
ね
る
。
ど
っ
ち
に
も
敵

と
は
な
り
た
く
な
い
。

一
人
は
賢
明
、
ま
た
一
人
を
私
は
愛
好
し
て
い
る
の
だ
L

(

玄
ご
i
お
)
と
述
べ
、
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
下

「
わ
た
し
は
詩
人
を
求
め
て
冥
府
に
降
り
て
き
た
の
だ
。

わ
れ
ら
が
市
が
救
わ
れ
て
、
合
唱
の
祭
を
行
な
い
得
る
た
め
に
。
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の
ア
テ
ナ
イ
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
が
よ
ヲ
有
益
な
提
言
を
な
す
か
と
問
う
。

お
前
方
の
ど
ち
ら
で
も
わ
れ
ら
の
市
に
一
等
優
れ
た
忠
告
を
し
て
く
れ
る
者
を
わ
た
し
は
連
れ
て
い
こ
う
」
(
平
日
∞
ム
お
日
)
。

ア
イ
ス

キ
ュ
ロ
ス
は
「
賢
明
」
で
あ
り
、

ヱ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
「
明
噺
」
で
あ
っ
て
ま
だ
優
劣
つ
け
が
た
く
(
日
や
い
や
)
、
よ
ユ
度
わ
れ
ら
が
市

の
救
済
法
に
つ
い
て
」
見
解
が
質
さ
れ
る
(
エ
ロ
i
い
か
)
。
そ
の
結
果
つ
い
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
が
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
軍
配
を
上
げ

、
」
ト
マ
ノ

v
-
p
m
A
V

、

カ
ト

f
f
u一

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
、
自
分
を
ア
テ
ナ
イ
へ
連
れ
戻
す
た
め
に
冥
界
へ
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
え
わ
が
舌
は
蓄
え
ど
も
〉
(
え
・
『
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
n
b
E
N
)
、
わ
れ
は
ア
イ
ス
キ
ユ

ロ
ス
を
選
ぶ
ぞ
」
(
平
三
)
と
結
審
す
る
。

ハ
i
デ
!
ス
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
を
饗
宴
に
招
き
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ

ス
は
冥
界
で
の
王
者
席
は
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
が
後
を
次
ぐ
べ
き
だ
と
主
張
し
、
溜
神
と
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
冥
界
に
別
れ
を
告
げ
る

(
5
0
0
i
ハ
ロ
エ
ク
ソ
ド
ス
)
。



エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
は
こ
の
よ
う
に
地
上
へ
の
再
生
も
冥
界
で
の
王
座
も
叶
え
ら
れ
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

神
が
意
図
し
て
い
た
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
地
上
へ
の
連
れ
戻
し
は
、
本
当
に
翻
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
も
ア
リ
ス
ト
パ

ネ
ス
と
間
同
じ
よ
う
に
「
詩
人
」
の
「
預
言
者
」
た
る
使
命
を
自
覚
し
て
い
た
と
は
言
え
、
こ
の
間

u

蛙
』
は
、

ア
イ
ス
キ
ユ
ロ
ス
的
な

詩
嵐
を
賛
美
し
た
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
趣
味
の
吐
露
に
終
始
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
ョ
蛙
』
に
措
か
れ
る
冥
界
の
状
、
況
は
ア
テ
ナ
イ
に
似
た
面
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
(
8
)
、
『
“
い
駐
門
出
に
お
け
る
コ
ロ

ス
の
合
唱
(
い
沼
南
・
)
の
中
で
、

コ
ロ
ス
は
ま
ず
「
こ
の
秘
儀
へ
の
入
会
を
許
さ
れ
て
い
な
い
者
は
退
去
す
べ
し
」
と
歌
う
。
こ
こ
で

秘
儀
へ
の
入
会
を
許
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
は
文
学
批
判
の
能
力
に
欠
け
た
る
も
の
を
示
す
と
さ
れ
る
た
め
(
之
、
こ
の
劇
が
ポ
リ

ス
市
民
の
集
う
祭
典
の
場
に
お
い
て
上
演
さ
れ
、

ま
た
選
ば
れ
た
市
民
が
コ
ロ
ス
に
参
加
す
る
務
め
を
負
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

作
者
ア

y
ス
ト
パ
ネ
ス
は
、
悲
劇
批
評
そ
の
も
の
を
秘
儀
的
な
行
為
に
見
立
て
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
競
演
の
場
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に
市
民
を
同
席
さ
せ
る
こ
と
で
、
な
に
が
し
か
市
民
を
こ
の
秘
儀
的
変
容
に
与
ら
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
本

章
で
は
ま
ず
こ
の
点
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。

3 

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
評
価

以
上
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
批
判
だ
け
を
取
れ
ば
、

一
見
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
批
判
の
対
象
に
な
る
ば
か
り
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
だ
が
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
評
価
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
紀
元
後
二
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス

2
・0
・5
0
i
M
H
凶
)
の
見
解
を
参
照
す
る
と
、
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
(
目
。
曹
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
批
評
家
と
教
父
は
、
原
典
を

批
判
す
る
に
せ
よ
受
容
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
意
味
で
似
た
側
面
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
ク
レ
メ
ン
ス
の
意
見
を
見
て

お
く
こ
と
に
す
る
。



ア
レ
ク
サ
ン
、
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
対
し
て
、
異
教
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
古
代
詩
人
の
中
で
も
、

ホ
メ
ロ
ス
、

ヘ
シ
オ
ド
ス
な
ど
に
対
す
る
と
共
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徒
に
真
に
棺
応
し
い
者
と
し
て
、

か
の

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
真
理
を
洞
察
し
」
(
M
U
3
N

・
ぷ
w

凶
)
(
日
)
、
あ
る
い
は
寸
劇
場
の
上
で
自
ら
の
哲
学
を
展
開
し
た
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
、

:
:
父
と
子
の
関
係
に
つ
い
て
洞
察
し
て
い
る
」
(
句
守
・
uw
ニ
ゅ
吋
C
M
M
)

と
い
う
形
容
か
ら
も
理
解
さ
れ
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を
「
劇
場

の
よ
で
真
理
を
開
示
し
た

L
3
3円・三
W
H
)

者
と
捉
え
て
そ
の
詩
句
を
頻
繁
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
彼
に
先
立
つ
何
人
か
の
初
期
教
父
た
ち
に
な
ら
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
詩
人
や
哲
学
者
た
ち

が

ユ
ダ
ヤ
の
蓄
す
な
わ
ち
出
約
聖
書
か
ら
そ
の
神
学
を
借
用
し
て
詩
作
や
著
作
を
行
っ
た
と
考
え
、
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
第
五

巻
十
四
章
比
お
い
て
そ
の
証
明
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
テ

i
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
神
論
」
(
m
s
w
M
l

。o
u

い
)
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
」
(
ゆ
∞
)
、
「
肉
体
の
起
源
」
(
。
P
4
1
H
o
o
-

ぃ
)
、
「
物
質
観
」
(
H
C
C
W
4
i
M
)
、
「
創
造
論
L
2
0
0
w
小
i
H
C
H
)
、

コ
ニ
位
一
体
論
」
(
H
O
N
-
H
S
V
H
)
、
ー
一
丹
生
論
」
(
H
C
F
M
l
凶
)
、
「
〈
七
日
自
の
聖
性
〉
に
つ
い
て
」
(
さ
サ
1

8

∞v
H
)
、
「
義
人
の
苦
難
」
(
H
a
w
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M
l
い
)
、
「
〈
父
と
子
〉
に
つ
い
て
」
(
H
g
)
、
「
ロ
ゴ
ス
論
」
(
ニ
∞
)
、
「
犠
牲
論
」
(
ニ
。
1

芯
C
)
、
「
神
の
全
能
に
つ
い
て
」
(
己
目
i
H
N
P
N
)
、

「
神
の
義
と
善
性
に
つ
い
て
」
(
3
C
W
M
-
S

な
ど
、

お
よ
そ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
論
点
に
関
し
て
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
詩
・
哲
学
に
語
ら

れ
る
内
容
が
旧
約
聖
書
に
そ
の
論
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
に
付
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
テ
l
マ
別
に
ギ
リ
シ
ア
古
典
・
旧
約
双
方
の
匂
が
引
用
さ
れ
て
類
似
の
実
証
的
例
示
が
試
み
ら
れ
る
他
、

ま
ず
旧

約
の
年
代
の
方
が
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
期
よ
り
も
古
い
と
い
う
年
代
照
合
の
試
み
が
な
さ
れ
る
(
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
第
一
巻
十
五
章

な
ど
)
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
窃
盗
説
」
は
、

ク
レ
メ
ン
ス
以
前
の
何
人
か
の
教
父
た
ち
に
そ
の
淵
源
を
見
い
だ
し
う
る
も
の
で
あ
る

が
(
ロ
)
、
上
に
列
挙
し
た
よ
う
に
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
n
h

第
五
巻
巻
末
で
網
羅
的
に
展
開
さ
れ
る
ほ
か
、
『
ギ
リ
シ
ア
人
へ
の
勧
告
ら

第
七
j

八
章
に
お
い
て
も
同
様
の
趣
旨
の
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。



ク
レ
メ
ン
ス
の
窃
盗
説
は
、
現
在
で
は
滑
稽
に
映
る
だ
け
か
も
知
れ
な
い
。
方
法
論
的
に
問
題
が
多
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、

そ
の
時
代
的
先
後
性
の
考
察
に
関
し
て
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
ギ
リ
シ
ア
人
と
へ
プ
ラ
イ
人
の
類
似
点
を
列
挙
す
る

こ
と
で
、
ギ
リ
シ
ア
古
典
の
神
学
性
を
強
調
し
た
点
だ
け
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。
こ
れ
は
の
ち
に
ピ
、
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
人
々
が
、
古
典

回
帰
的
な
文
体
を
用
い
つ
つ
な
お
教
父
た
ち
の
神
学
を
継
承
し
え
た
こ
と
か
ら
顧
み
れ
ば
、
先
ん
じ
て
ピ
ザ
ン
テ
ィ
ン
思
潮
、
す
な

わ
ち
東
方
に
お
け
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
の
地
盤
を
形
成
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
ク
レ
メ
ン
ス
の
説

を
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
の
で
は
な
く
、

一
歩
を
進
め
、

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
か
ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
へ
の
聖
霊
の
溢
出
を
検
証

す
る
場
合
に
、
大
い
に
参
考
に
し
う
る
仮
説
と
し
て
高
く
評
価
し
た
い
と
考
え
る
。

そ
の
よ
う
な
「
文
献
解
釈
に
お
け
る
聖
霊
の
溢
出
」
と
も
言
う
べ
き
現
象
に
関
し
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
行
っ
た
試
み
と
も
関
連
し

て
、
こ
こ
で
予
型
論
的
文
献
解
釈
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
キ
リ
ス
ト
の
神
学
的
な
意
義
は
」
照
い
主
」
「
救
い
主
L

と
い
っ

た
形
で
意
義
づ
け
ら
れ
よ
う
が
、
こ
と
文
献
解
釈
上
の
問
題
に
限
定
し
た
場
合
、

キ
リ
ス
ト
の
到
来
意
義
は
、
先
行
す
る
間
約
聖
書
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の
長
大
な
歴
史
に
対
峠
し
つ
つ
、
特
に
そ
の
預
言
書
が
指
し
示
す
像
、
す
な
わ
ち
「
苦
難
の
僕
」
(
匂
イ
ザ
ヤ
書
nu

五
二
日
l

五
一
ニ
)

「
エ
リ
シ
ャ
の
再
来
L

(
の

何

回
U

マ
ラ
キ
書
L

二
ニ
幻
、
句
マ
タ
イ
n
b

一
七
ぬ
!
日
)
な
ど
を
自
ら
生
き
抜
く
こ
と
に
よ
り
、
旧
約
を
聖
化
し

た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
行
為
は
、
旧
約
の
諮
る
内
容
そ
の
も
の
を
自
ら
の
生
命
・
歴
史
と
肉
体
の
う
ち
に
収
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。
後
代
の
教
父
た
ち
は
そ
れ
を
一
般
に
「
予
型
論
¥
す
な
わ
ち
「
旧
約
が
キ
リ
ス
ト
を
予
一
不
す
る
」
も
の

と
し
て
語
っ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
つ
旧
約
の
解
釈
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
意
義
づ
け
も
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
イ
エ
ス
ス
の
一
言
葉
、
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
わ
た
し
は
あ
る
」
(
ヨ
ハ
ネ
八
路
)
は
、

ひ
と
ま
ず
「
イ
エ
ス
ス
は

ア
プ
ラ
ハ
ム
以
前
に
も
御
言
葉
と
し
て
父
(
神
)
と
共
に
存
在
す
る
L
(
口
)
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
上
述
の
よ
う
な
文
脈
で
は
、

キ
リ
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
文
献
に
対
し
て
、
一
言
わ
ば
時
照
的
に
遡
っ
た
位
置
に
あ
る
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
先
行
文
献
の
言
葉
を
自
ら
の



言
葉
と
な
し
う
る
よ
う
な
位
置
に
自
ら
を
置
い
た
と
い
う
意
味
に
解
せ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
行
為
は
、
旧
約
の
一
一
言
葉
を
「
自
ら
生
き

る
」
と
い
う
方
法
に
お
い
て
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
時
間
的
に
先
行
す
る
文
書
〔
古
典
〕
に
対
し
て
、

そ
れ
を
霊
化
す
る
、

す
な
わ
ち
批
評
す
る
た
め
に
は
、

そ
こ
に
語
ら
れ
た
内
容
と
質
料
に
息
吹
を
吹
き
込
む
行
為
、
が
要
誇
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
キ
ジ
ス
ト
を
軸
に
し
て
そ
の
周
囲
に
旧
約
を
配
し
、
さ
ら
に
ク
レ
メ
ン
ス
の
「
窃
盗
説
」
を
取
り
込
む
な
ら
ば
、
出
約
を
介

し
て
ギ
ジ
シ
ア
古
典
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
ギ
リ
シ
ア
古
典
を
読
む
際
に
も
、
な
に
が
し
か
そ
の
根
底
に
流
れ
る

普
遍
的
な
コ
箪
性
」
の
息
吹
を
感
じ
取
り
、

わ
れ
わ
れ
も
そ
の
息
吹
を
継
承
す
る
と
い
う
行
為
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ

ア
(
ロ

i
マ
)
古
典
に
関
し
て
、
例
え
ば
写
本
伝
承
の
追
跡
検
証
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
字
句
す
ら
を
も
現
出
さ
せ
る
霊
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
に
立
ち
帰
り
、

そ
れ
に
沿
っ
て
古
代
地
中
海
世
界
の
文
献
を
解
釈
す
る
あ
り
方
と
し
て
、

ひ
と
ま
ず
以
上
の

さ
て
、

ク
レ
メ
ン
ス
が
そ
の
よ
う
な
「
窃
盗
説
」
を
展
開
し
た
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
『
ギ
リ
シ
ア
人
へ
の
勧
告
』
第
七
章
(
三
v

H

)
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よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

に
よ
れ
ば

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
寸
大
空
と
天
を
見
上
げ
て
〈
こ
れ
を
し
も
、
神
と
考
え
よ
〉
と
言
っ
た
」
と
さ
れ
る
(
断
片
ま
日
)
。

こ
の
詩
句
は
他
箇
所
で
も
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
(
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
凶

L
平
w

H

)

、
そ
の
全
体
を
記
す
と

「
あ
な
た
に
は
見
え
る
か
。
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
あ
る
限
り
な
い
大
気
が
。

湿
っ
た
腕
の
う
ち
に
大
地
を
ぐ
る
り
と
抱
い
て
い
る
こ
の
大
気
が
。

こ
の
大
気
を
こ
そ
神
と
考
え
よ
。
こ
れ
を
こ
そ
神
と
見
な
す
の
だ
L

。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
断
片
は
、
神
を
人
間
や
事
物
な
ど
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
を
否
定
し
、
神
の
遍
在
を
説
い
た
も
の
だ
と
解

さ
れ
る
。



こ
の
文
脈
を
さ
ら
に
大
き
く
ク
レ
メ
ン
ス
の
中
で
捉
え
な
お
し
て
み
る
と
、

そ
れ
は
司
ギ
リ
シ
ア
人
へ
の
勧
告
』
の
う
ち
「
第
七

章

ギ
リ
シ
ア
の
古
典
詩
人
も
真
理
に
関
し
て
預
言
す
る
こ
と
」
と
題
さ
れ
た
笛
所
に
於
け
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
「
第
八

章

神
に
関
す
る
真
理
に
関
し
て
依
拠
す
べ
き
な
の
は
預
言
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
」
言
頭
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
、
が
見
ら
れ
る
。

「
さ
て

:
・
:
預
言
者
の
書
に
関
し
て
論
守
す
べ
き
時
が
き
た
。
預
言
は
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
、
神
へ
の
敬
心
の
念
の
端
緒
を
明
確

な
形
で
提
示
し
、
真
理
の
基
礎
付
け
を
行
っ
て
く
れ
る
。

預
言
者
の
エ
レ
ミ
ヤ
は
知
恵
に
あ
ふ
れ
で

i
!と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
エ
レ
ミ
ヤ
の
中
で
聖
霊
が

i
i
!神
を
開
示
し
た
。
え
わ
た
し
は
た
だ
近
く
に
あ
る
神
な
の
か
〉
と
主
は
言
わ
れ
る
。
〈
遠
く
か
ら

の
神
で
は
な
い
の
か
。
も
し
誰
か
が
何
か
を
隠
れ
て
行
っ
た
と
し
て
、

わ
た
し
が
彼
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
と
で
も
い
う
の
か
。
わ
た

し
は
天
と
地
を
満
た
し
て
い
る
で
は
な
い
か
〉
と
主
は
言
わ
れ
る
」
(
エ
レ
ミ
ヤ
二
三
幻

l
M
)
。

「
人
々
は
自
の
下
に
栖
さ
れ

は
焼
き
尽
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
L

(

エ
レ
ミ
ヤ
八

2
、
随
一
初
、

西
部
)
」
(
∞
u
J
1
y
日

iJ1
∞w
ぃ)。
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亡
骸
は
天
の
鳥
、
地
の
獣
ど
も
の
餌
と
な
っ
て
、
彼
ら
が
愛
し
、
仕
え
た
太
陽
や
月
の
下
で
朽
ち
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
町

こ
こ
で
旧
約
聖
書
か
ら
山
引
用
さ
れ
て
い
る
『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
の
趣
旨
は
、
神
の
遍
在
を
諮
っ
た
も
の
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
す
な

わ
ち
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
詩
人
が
旧
約
の
預
一
士
一
白
書
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ

i
シ
ョ
ン
を
得
て
詩
作
を
し
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
場
合

も
そ
れ
に
照
じ
い
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
っ
神
の
遍
在
」
と
い
う
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、

ク
レ
メ
ン
ス
が
引
い
て
い
る
他
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
か
ら
の

引
用
を
見
る
と
、

や
は
り
「
窃
盗
説
L

に
係
わ
る
箇
所
の
一
つ
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
第
五
巻

(
F
H
N
Y
N
)
に
お
い
て
、

エ
ウ
リ

ピ
デ
ス
の
失
わ
れ
た
作
品
開

u

フ
リ
ク
ソ
ス
』
か
ら
の
断
片
(
∞
出
日
∞
号

2
5
w
f
p
G
)
か
ら
の
次
の
よ
う
な
詩
句
が
認
め
ら
れ
る
。

「
死
す
べ
き
身
で
あ
り
な
が
ら
、
来
る
日
も
来
る
日
も
神
々
の
自
を
盗
ん
で
、



悪
事
を
な
す
と
と
が
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
な
者
は

不
将
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
見
破
ら
れ
て
し
ま
う

も
の
な
の
だ
。
正
義
の
女
神
が
多
忙
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
に
」

こ
の
箇
所
な
ど
は
、
先
の
ヱ
レ
ミ
ヤ
の
詩
句
に
よ
り
合
致
す
る
要
国
を
秘
め
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
ク
レ
メ
ン
ス
の
吋
ギ
リ
シ
ア
人
へ
の
勧
告
』
第
十
二
章
(
ご
∞
w

u

)

に
は
、
司

u

パ
ッ
カ
イ
』
か
ら
の
引
用
「
わ
た
し
に
は

太
陽
が
二
つ
、
テ

i
パ
イ
の
問
、
が
二
重
に
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
(
忠
∞
1
3
が
あ
り
、

ク
レ
メ
ン
ス
が
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品

の
中
で
も
『
パ
ッ
カ
イ
n

固
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
パ
ッ
カ
イ
』
は
後
に
聞

U

キ
リ
ス
ト
の
受
難
』
(
の
マ
ミ
雲
、
む
た
ぬ
き
)

キ
リ
ス
ト
に
さ
え
似
た
生
襲
と
し
て
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
(
日
)
O

そ
し
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
自
身
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に
翻
案
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
(
芝
、
主
人
公
の
ペ
ン
テ
ウ
ス
に
は
、
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
の
犠
牲
と
な
る
姿
か
ら

に
、
迫
害
さ
れ
る
神
と
し
て
の
性
質
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
当
。

神
学
的
な
背
景
の
も
と
で
は
、
預
言
者
は
時
に
神
か
ら
さ
え
も
見
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
地
平
を
体
験
す
る
。
キ
リ
ス
ト
は
十
字
架

上
で
「
我
が
神
、
我
が
神
、
な
ぜ
わ
た
し
を
見
捨
て
ら
れ
た
の
か
」
(
マ
タ
イ
ニ
七
特
)
と
絶
叫
し
、

ま
た
エ
レ
ミ
ヤ
は
寸
あ
あ
、
わ

た
し
は
災
い
だ
。
わ
が
母
よ
、

ど
う
し
て
わ
た
し
を
産
ん
だ
の
か
。

-
:
主
よ
、
・
:

わ
た
し
は
あ
な
た
に
執
り
成
し
を
し
た
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
」
(
エ
レ
ミ
ヤ
十
五

ω
j
H
)
と
神
を
呪
う
。
こ
れ
は
神
的
な
一
一
一
一
口
を
被
る
た
め
に
、
預
言
者
が
徹
底
的
に
自
己
無
化
の

プ
ロ
セ
ス
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
と
さ
れ
る
(
立
。
ク
レ
メ
ン
ス
自
ら
「
義
人
の
受
難
」
と
い
っ
た
テ

i
マ
を
取
り
上
げ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
?
ハ
ッ
カ
イ
n
b

の
よ
う
な
受
難
麟
に
も
通
ず
る
作
品
を
の
こ
し
う
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
対

し
て
、

ク
レ
メ
ン
ス
は
預
言
者
の
苦
難
と
自
己
無
化
の
必
然
性
を
知
悉
す
る
詩
人
を
認
め
、
例
え
ば
預
一
一
一
一
同
者
ヱ
レ
ミ
ヤ
の
姿
を
重
ね



て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
(
担
。

ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
!
マ
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
お
け
る
詩
人
た
ち
も
、
自
ら
を
「
預
一
一
一
一
口

者
」
(
ぇ
・

}2・
S
Z∞
)
と
自
認
し
て
い
た
。
こ
れ
は
一
般
的
に
言
っ
て
、
詩
作
活
動
が
霊
感
を
う
け
た
者
の
一
一
一
一
口
語
行
為
で
あ
り
、
一
霊

性
の
源
泉
に
対
し
て
作
者
が
「
器
」
と
な
り

d
一
一
化
」
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
要
請
を
感
じ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ホ
メ

ロ
ス
な
ど
古
代
叙
事
詩
人
一
般
に
見
ら
れ
る
女
神
ム
!
サ
へ
の
祈
願
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
(
担
。
ま
た
ロ
!
マ
詩
人
の
中
で
挽

年
の
ホ
ラ
テ
イ
ウ
ス
は
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
吋
ア
エ
ネ
イ
ス
n
b

か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
に
自
ら
を
委
ね
き
る

よ
う
な
境
地
に
到
る
が
(
却
)
、

こ
れ
は
批
評
家
的
な
立
場
に
あ
る
者
も
向
じ
く
無
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
と
い
う
こ
と
の
実
例
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
無
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
と
き
、
詩
人
・
預
言
者
は
、
霊
性
へ
の
従
順
の
度
合
い
が
増
せ
ば
増
す
ほ

ど
、
そ
れ
に
伴
い
世
か
ら
迫
害
を
被
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
預
言
者
的
人
物
が
必
ず
被
る
資
質
を
、
次
に
旧
約
の
エ
レ
ミ
ヤ

像
に
沿
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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4 

預
言
者
の

d
c
i
i間
約
の
エ
レ
ミ
ヤ
の
場
合

旧
約
の
預
一
言
者
の
う
ち
で
も
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
一
人
、

ヱ
レ
ミ
ヤ
は
ヨ
シ
ヤ
王
の
治
世
の
第
十
三
年
(
∞

h
・お吋)に預一一一一口

者
と
し
て
の
神
か
ら
の
召
し
出
し
を
受
け
た
。
彼
の
預
言
者
と
し
て
の
活
動
は
ユ
ダ
霞
王
ヨ
シ
ヤ
の
世
か
ら
、

ヨ
ア
キ
ム
の
治
世
を

経
て
、
ゼ
デ
キ
ヤ
支
の
治
世
の
第
十
一
年
(
戸
の
・
凶
∞
小
)
に
、

エ
ル
サ
レ
ム
の
住
民
が
パ
ピ
ロ
ン
に
構
図
と
し
て
連
れ
去
ら
れ
た
と

き
ま
で
続
く
(
ヱ
レ
ミ
ヤ
一

1
1
3
)
。
ヒ
ゼ
キ
ヤ
王
(
在
位
回
-
h
・
コ
?
小
∞
小
)
、

マ
ナ
セ
王
(
∞
・
の

-
A
V
M
W
A
V
e
-
-

ふ品目)、

ア
モ
ン
王
(
∞

-n・

字
M
I
Sゆ
)
の
後
を
継
い
だ
ヨ
シ
ヤ
王
(
∞
・
の
・

8
ψ
1
8∞
)
は
、
申
命
記
法
典
の
発
見
(
∞
・
の
・

3N)
に
伴
っ
て
国
中
か
ら
あ
ら
ゆ
る
偶

像
崇
拝
の
足
跡
を
一
掃
し
、
異
教
の
聖
所
を
破
壊
し
て
そ
こ
に
仕
え
る
者
を
殺
し
、

エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
以
外
の
す
べ
て
の
聖
所
を



禁
止
す
る
(
二
列
王
二
二
i

二
三
)
。
モ

i
セ
律
法
の
復
活
と
い
う
精
神
に
貿
か
れ
る
そ
の
宗
教
改
革
に
対
し
、

エ
レ
ミ
ヤ
は
初
め
は

賛
同
す
る
。
だ
が
王
が
エ
ジ
プ
ト
の
ネ
コ
の
通
過
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
際
に
メ
ギ
ド
の
戦
い
(
∞

h
・

8
8
で
戦
死
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
(
ニ
列
玉
二
三

m
iぬ
)
、
以
降
ユ
ダ
玉
患
は
再
び
マ
ナ
セ
王
時
代
の
堕
落
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
エ
レ
ミ
ヤ
の

後
半
生
は
、

ユ
ダ
国
民
の
過
ち
を
正
す
べ
く
預
言
活
動
に
捧
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
ヱ
レ
ミ
ヤ
は
民
に
対
し
、
災
い
が
到
来
す
る
と
い
う
預
言
を
し
た
が
た
め
に
、
敵
対
者
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
命
を
狙
わ
れ
、

窮
地
に
陥
る
。「

主
が
知
ら
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
わ
た
し
は
知
っ
た
。

彼
ら
が
何
を
し
て
い
る
の
か
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。

わ
た
し
は
、
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
小
羊
が
、
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屠
り
場
に
引
か
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
何
も
知
ら
な
か
っ
た
。

彼
ら
は
わ
た
し
に
対
し
て
悪
だ
く
み
を
し
て
い
た
。

〈
木
を
そ
の
実
の
盛
り
に
滅
ぼ
し
、
生
け
る
者
の
地
か
ら
絶
と
う
。

彼
の
名
が
再
び
口
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
〉
」
(
エ
レ
ミ
ヤ
十
一
回

l
的)。

対
立
す
る
勢
力
の
迫
害
を
被
り
、
生
命
を
狙
わ
れ
た
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
自
ら
の
生
命
を
呪
い
、
神
を
呪
っ
て
憤
り
を
ぶ
つ
け
る
。

「
あ
あ
、

わ
た
し
は
災
い
だ
。
わ
が
母
よ
、

ど
う
し
て
わ
た
し
を
産
ん
だ
の
か
。

主
よ

わ
た
し
は
敵
対
す
る
者
の
た
め
に
も



幸
い
を
願
い
、
彼
ら
に
災
い
や
苦
し
み
の
襲
う
と
き
、

あ
な
た
に
執
り
成
し
を
し
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

な
ぜ
、

わ
た
し
の
痛
み
は
や
む
こ
と
な
く
、

わ
た
し
の
傷
は
重
く
て
、
癒
え
な
い
の
で
す
か
」
(
エ
レ
ミ
ヤ
十
五

m
l
U
)。

そ
れ
に
対
す
る
主
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。

「
も
し
あ
な
た
が
立
ち
帰
る
な
ら
公
営
yoσ)
、

わ
た
し
は
あ
な
た
を
立
ち
帰
ら
せ
(
〆
∞

Z
T
E
)

も
し
、
あ
な
た
が
軽
率
に
言
葉
を
吐
か
ず
、
熟
慮
し
て
語
る
な
ら
、
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わ
た
し
の
前
に
立
た
せ
よ
う
。

わ
た
し
は
あ
な
た
を
、
わ
た
し
の
口
と
す
る
」
(
エ
レ
ミ
ヤ
十
五
沙
)
。

こ
こ
で
「
あ
な
た
を
立
ち
帰
ら
せ
る
」
(
〆
岳
山

T
g
)
と
訳
し
た
本
文
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
(
七
十
人
訳
)
は

5
r
3
8
0
r
E
S早
急

2
3
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
さ

o
E
F
5
3
3
と
い
う
動
詞
は
預
一
一
言
者
の
刷
新
と
い
う
意
味
を
よ
く
汲
み
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る

2
3
こ
の
語
は
ヱ
レ
ミ
ヤ
が
神
言
を
被
る
た
め
に
、
徹
底
的
に
自
己
無
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
し
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
表
す
も
の
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
「
神
一
言
し
と
は
、
民
、
が
共
同
体
と
し
て
そ
の
口
に
上
せ
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉
に
他

な
ら
な
い
。
預
言
者
は
自
己
無
化
を
経
て
こ
そ
神
と
民
を
結
ぶ
一
言
葉
の
器
に
変
容
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
エ
レ
ミ
ヤ
は
「
新
し

い
契
約
」
の
地
平
を
展
望
す
る
恵
み
を
得
る
こ
と
に
な
る
。



「
見
よ
、

わ
た
し
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
、

ユ
ダ
の
家
と
新
し
い
契
約
を
結
ぶ
日
が
来
る
、

と
主
は
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。
こ
の
契
約

は
、
か
つ
て
わ
た
し
が
彼
ら
の
先
祖
の
手
を
取
っ
て
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
導
き
出
し
た
と
き
に
結
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。

:
:
来
た
る
べ
き
自
に
、

わ
た
し
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
と
結
ぶ
契
約
は
こ
れ
で
あ
る
、

と
主
は
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
た
し
の
律
法
を
彼
ら
の
絢
の
内
に
授
け
、
彼
ら
の
心
に
そ
れ
を
記
す
。
わ
た
し
は
彼
ら
の
神
と
な
り
、
彼
ら
は
わ
た
し

の
民
と
な
る
」
(
エ
レ
ミ
ヤ
コ
こ
れ
l

お)。

こ
の
末
尾
の
部
分
は
句
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
n
b

「
見
よ
、
神
の
幕
屋
が
人
の
間
に
あ
っ
て
、
神
が
人
と
共
に
住
み
、

人
は
神
の
民
と
な

る
L

(

一一一

3
)
の
地
平
に
ま
で
光
を
照
射
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

な
「
新
し
い
契
約
」
の
展
望
一
を
間
開
い
た
人
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
イ
エ
ス
ス
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

間
約
の
中
に
も
内
在
的
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こ
う
し
て
先
導
す
る
霊
に
対
し
預
言
者
の
器
と
な
っ
た
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
問
時
に
そ
れ
ま
で
の
モ
1

セ
律
法
を
変
容
さ
せ
う
る
よ
う

に
、
聖
性
を
通
し
て
前
史
の
変
容
を
遂
げ
た
人
々
が
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
に
、

エ
レ
ミ
ヤ
が
モ

i
セ
律
法
の
批
判
を
通
し
て

「
新
し
い
契
約
」
の
、
洞
察
に
到
っ
た
背
景
に
は
、
先
駆
者
の
言
葉
と
対
峠
し
、

そ
れ
を
批
評
/
受
容
す
る
た
め
の
「
受
苦
」
そ
し
て

4
一
一
化
」
と
い
う
不
可
欠
の
プ
ロ
セ
ス
の
体
験
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
章
で
見
た
よ
う
な
、
イ
エ
ス
ス
に
よ
る
旧
約
聖
化
の
背

景
に
、
旧
約
の
中
で
神
へ
の
絶
望
を
歌
っ
た
部
分
(
『
詩
篇
nu

ニニ
2
)
を
も
す
く
い
取
り
、
上
述
の
よ
う
な
十
字
架
上
の
絶
望
的
な

発
語
に
よ
っ
て
受
容
す
る
(
さ
と
い
う
態
度
が
あ
っ
た
こ
と
と
通
底
し
て
い
よ
う
。
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
も
、
間
以
蛙
nu

の

中
で
の
台
詞
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
社
会
に
お
け
る
詩
人
の
教
育
者
と
し
て
の
役
割
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
か
ら
〈
担
、

へ
ブ
ラ
イ

の
預
言
者
た
ち
が
辿
っ
た
受
苦
と
無
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
共
通
す
る
体
験
を
経
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
推
察
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。



5 

預
言
と
批
評
に
お
け
る
霊
的
位
相
i
i東
方
教
会
の
場
合

以
上
、

出
約
を
受
容
し
霊
化
し
た
イ
エ
ス
ス
、

ま
た
旧
約
の
中
で
そ

i
セ
律
法
に
代
わ
る
勺
新
し
い
契
約
」
を
切
り
披
い
た
エ
レ

ミ
ヤ
の
位
相
を
展
望

τて、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
へ
の
視
座
を
準
備
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
、
出
約
新
約
聖
書
を
伝
承
し
た
教
会

の
あ
り
方
を
把
握
す
る
意
味
で
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
伝
承
を
受
け
継
ぐ
東
方
教
会
の
位
相
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
東
方
教
会
の
神

学
に
あ
っ
て
は
、
西
方
世
界
に
も
増
し
て
聖
体
礼
儀
が
大
き
な
意
味
と
象
徴
性
を
併
せ
持
つ
。
こ
こ
で
は
現
代
の
文
献
の
中
か
ら
、

ロ
シ
ア
正
教
に
属
し
フ
ラ
ン
ス
で
著
作
を
行
っ
た

p
-
エ
フ
ド
キ
モ
フ

(
3
2
1吋

C
)

の
神
学
を
瞥
見
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

エ
フ
ド
キ
モ
フ
は
、
ま
ず
洗
礼
の
意
義
を
死
の
象
徴
と
し
て
の
「
冥
府
下
り
」
を
果
た
す
こ
と
だ
と
解
し
、

ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ

ユ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
つ
水
の
中
に
身
を
入
れ
て
、

そ
こ
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
行
為
は
、
陰
府
に
降
っ
て
そ
こ
か
ら
昇
っ
て
く
る
と
い

- 41ー

う
象
徴
で
す
」
(
『
コ
リ
ン
ト
の
教
会
へ
の
書
簡
』
に
つ
い
て
の
第
四
十
説
教
)
を
引
く
(
包
。
そ
し
て
聖
餐
式
に
関
し
て
も
、
同
様
の

象
徴
的
な
意
義
付
け
を
行
っ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
エ
フ
ド
キ
モ
フ
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。
「
東
方
正
教
会
の
信
者
は
皆
、

聖
餐
台
に
近
づ
く
と
き
〈
わ
た
し
は
罪
人
の
中
で
も
最
悪
の
者
で
す
〉
と
告
白
し
ま
す
。
:
:
:
東
方
正
教
会
で
は
、
復
活
祭
の
夜
の

朝
課
の
礼
拝
で
、
土
曜
日
の
終
わ
り
の
静
寂
の
内
に
一
司
祭
と
信
者
た
ち
は
行
列
を
成
し
て
外
へ
出
ま
す
。
行
列
は
、
教
会
外
部
へ
出

て
閉
ざ
さ
れ
た
聖
堂
の
戸
口
の
前
で
足
を
止
め
ま
す
。
こ
の
戸
口
は
ほ
ん
の
暫
く
の
関
、
主
の
墓
所
と
、
死
と
、
強
府
を
象
徴
す
る

の
で
す
。
司
祭
は
戸
口
の
上
に
十
字
の
印
を
切
り
、

そ
の
印
の
打
ち
勝
ち
が
た
い
象
徴
の
許
に
戸
口
は
大
き
く
関
か
れ
皆
は
教
会
に

入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
時
、
教
会
中
の
灯
火
、
が
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
に
皆
を
迎
え
「
キ
リ
ス
ト
は
死
か
ら
建
ら
れ
た
。
死
に
よ
っ
て

死
を
打
ち
負
か
さ
れ
、
陰
府
に
い
た
も
の
す
べ
て
に
命
を
与
え
ら
れ
た
L

の
歌
が
流
れ
ま
す
。
陰
府
の
門
は
改
め
て
教
会
の
一
戸
口
と

な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
祝
日
の
象
徴
ほ
ど
意
義
深
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
が
残
ら
ず
、
死
を
宣
せ
ら
れ
、
ま
た
同
時
に
救



わ
れ
た
の
で
す
。
絵
府
で
あ
る
と
同
時
に
神
の
国
な
の
で
す
ヒ
5
0

こ
の
よ
う
に
ヱ
フ
ド
キ
モ
フ
に
よ
れ
ば
、
聖
餐
式
が
復
活
と
の
強
い
連
関
の
も
と
に
認
識
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
場
所
は
陰
府
に
置

か
れ
て
式
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
象
徴
的
解
釈
を
採
れ
ば
、

エ
ウ
カ
ジ
ス
テ
ィ
ア
(
聖
餐
)
と
は
、
教
会
共
向
体
が
総
じ
て
、

救
い
主
の
受
難
の
記
簿
を
、
自
ら
冥
界
に
そ
の
共
向
体
と
祭
儀
の
場
を
蟹
い
て
継
続
す
る
業
だ
と
規
定
で
き
よ
う
。
こ
の
式
は
特
に

東
方
・
ピ
ザ
ン
テ
イ
ン
典
礼
神
学
に
お
い
て
、
パ
ン
や
ぶ
ど
う
酒
、
水
と
い
っ
た
物
質
・
質
料
が
聖
な
る
も
の
に
変
容
す
る
と
い

ぅ
、
終
末
に
お
け
る
物
質
界
の
完
き
変
容
と
嬢
い
H
H

ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス

(
8
o
r
2
2
g己
的
)
を
前
も
っ
て
か
た
ど
る
意
味
を
有
す

る
と
解
さ
れ
る
(
号
。
こ
の
語
裳
は
、
先
に
エ
レ
ミ
ヤ
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
神
が
人
を
自
ら
の
前
に
立
ち
帰
ら
せ
る
行
為
を
表

す
も
の
で
あ

9
、
聖
餐
に
お
い
て
は
、
万
物
が
霊
化
さ
れ
て
神
の
前
に
奉
献
さ
れ
る
こ
と
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方

で
こ
の
聖
餐
式
は
、
吉
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
の
死
と
再
生
の
記
念
を
行
う
祭
紀
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
う
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ち
に
、
例
え
ば
そ
の
前
表
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
(
担
。
そ
し
古
代
劇
場
、
が
円
形
で
あ
る
こ
と
は
、
劇
的
効
果
の

た
め
で
あ
る
と
同
時
に
、
艇
場
自
体
、
が
何
ら
か
の
意
味
で
小
宇
宙
と
し
て
の
性
格
を
付
与
さ
れ
て
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け
る
死
と
再
生
の
神
話
的
表
徴
は
、

ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス

(
H
悪
の
完
全
な
る
嬢
い
)
に
お
い

て
「
地
獄
の
霊
化
」
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
格
通
ず
る
面
を
も
っ
と
言
え
よ
う
(
き
。
東
方
教
会
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
聖
典

を
継
承
し
て
き
た
背
景
に
は
、
絶
え
ず
聖
体
礼
儀
に
お
い
て
物
界
の
聖
化
・
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
を
積
み
重
ね
て
き
た
蓄
積
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
特
に
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
に
お
い
て
、
過
去
の
文
献
を
解
釈
す
る
原
理
・
前
提
と
し
て
、
個
人
的
あ
る
い
は
共
同
体

的
に
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
が
要
誇
さ
れ
、
物
質
・
質
料
あ
る
い
は
先
行
す
る
文
書
に
対
し
て
そ
れ
に
接
す
る
者
の
側
に
、

そ
の
質
料

が
経
た
時
間
を
越
え
る
時
簡
を
持
つ
聖
霊
に
与
る
こ
と
で
、
そ
の
質
料
に
対
し
て
も
こ
ち
ら
側
か
ら
加
圧
と
聖
化
を
行
う
こ
と
の
で

き
る
姿
勢
が
要
請
さ
れ
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
批
評
家
と
し
て
の
一
面
を
持
つ
教
父
た
ち



か
ら
は
、
文
献
解
釈
に
捺
し
て
の
こ
の
態
度
を
継
承
し
た
い
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
神
学
に
お
い
て
は
、
教
会
は
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
っ
て
霊
の
た
め
に
無
化
し
器
化
し
つ
つ
、
自
ら

の
場
を
冥
府
に
求
め
そ
こ
で
聖
体
礼
儀
を
継
続
し
て
世
の
聖
化
に
努
め
る
と
い
う
姿
勢
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
イ
エ

ス
ス
が
刑
死
を
遂
げ
た
十
字
架
が
冥
府
に
置
か
れ
る
と
い
う
象
徴
的
理
解
が
成
立
す
る
。
す
る
と
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
の
予
表
た
る

エ
レ
ミ
ヤ
な
ど
苦
難
の
預
言
者
た
ち
の
座
も
、
同
じ
く
冥
界
に
あ
る
と
い
う
理
解
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
(
ぎ
。

6 

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
句
蛙
n
b

の
再
解
釈

こ
こ
で
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
預
一
一
一
一
向
者
と
は
霊
性
を
被
る
た
め
に
自
ら
を
無
化
さ
せ
る
人
々
の
群
れ
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
同
時
に
そ
の
姿
勢
は
先
駆
者
た
ち
の
霊
性
を
継
承
す
る
教
父
た
ち
、
す
な
わ
ち
批
評
家
た
ち
に
も
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
彼
ら
の
座
が
地
底
深
く
冥
界
に
位
置
す
る
こ
と
で
、

そ
の
言
葉
は
力
を
帯
び
、

そ
の
撃
性
、
が
輝
き
出
で
る
の
で
あ
っ

- 43-

た
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
吋
蛙
与
に
あ
っ
て
は

コ
ロ
ス
は
冥
界
に
あ
っ
て
、
「
秘
儀
に
与
っ
て
い
な
い
も
の
に
は
文
献
批
評
の
資

格
、
が
な
い
」
と
歌
っ
て
い
た
(
い
豆
島
・
)
。
神
学
的
な
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、

ち
ょ
う
ど
東
方
教
父
た
ち
に
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
、

文
献
解
釈
の
た
め
に
は
、
市
民
共
同
体
を
も
含
め
て
批
評
者
の
側
に
聖
霊
の
器
た
る
性
格
、
透
明
な
内
面
性
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
6

こ
こ
で
批
評
す
な
わ
ち
っ
解
釈
」
の
た
め
に
寸
前
車
性
の
内
在
L

が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
本
稿
冒
頭
で
、

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス

mυ

蛙
』
に
お
け
る
当
初
の
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
の
意
図
、
す
な
わ
ち
「
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を

冥
界
か
ら
地
上
に
連
れ
戻
す
」
と
い
う
自
的
は
、
劇
中
で
は
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
自
身
の
翻
意
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
な
い
と
い
う
点
が

問
題
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
い
ま
こ
の
点
を
振
り
返
っ
て
再
考
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

J
F
劇
中
で
は
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
敗
れ
、
地
上
へ
の
再
生
の
望
み
を
絶
た
れ
た
ば
か



、、A

、，

円
H
J
、
官

N

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
無
き
後
の
冥
界
の
悲
劇
の
王
座
を
も
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
に
饗
わ
れ
、
居
場
所
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
考

え
寵
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
生
前
必
ず
し
も
ア
テ
ナ
イ
に
あ
ワ
て
最
高
の
評
価
を
得
て
い
た
と
は
一
宮
い
が
た
い
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
実

像
の
一
部
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

ワ
て
よ
い
だ
ろ
う
詰
)ο

そ
の
笛
で
午
ウ
ジ
ピ
デ
ス
は
、
ち
ょ
う
ど
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス

が
為
政
者
ク
レ
オ

i
ン
の
迫
害
に
逢
い
(
の
m
・
『
ア
カ
ル
ナ
イ
の
人
々
』
ミ
ア
い
∞
N
)
、
自
ら
の
反
戦
観
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま

ま
に
生
涯
を
終
え
た
こ
と
に
相
通
ず
る
側
面
を
有
し
て
い
た
と
一
言
え
よ
う
。

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
自
身
、
町

U

娃
』
の
中
で
デ
ィ
オ
ニ
ユ

ソ
ス
を
し
て
エ
ク
ジ
ピ
デ
ス
の
詩
句
を
「
明
快
」
(
日
や
い
や
)
で
あ
る
が
ゆ
え
に
寸
好
き
だ
」
(
日
辛
口
)
と
言
わ
せ
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
パ

ネ
ス
は
句
ア
カ
ル
ナ
イ
の
人
々
お
や
『
女
だ
け
の
祭
nu

な
ど
に
お
け
る
よ
う
に
、

エ
ワ
リ
ピ
デ
ス
へ
の
嫌
悪
感
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示

す
と
同
時
に
、
痛
罵
す
る
た
め
と
は
言
え
そ
の
頻
繁
な
引
用
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、

や
は
り
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
共
感
す
る

な
ら
ば
、
愛
好
す
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を
、
劇
中
で
も
や
は
り
生
前
と
同
じ
よ
う
に
浮
か
ば
れ
な
い
姿
で
描
き
、
同
時
に
デ
イ
オ
ニ
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一
面
を
も
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ユ
ソ
ス
神
の
一
面
を
共
有
す
る
姿
で
描
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
そ
の
よ
う
な
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
像
を
通
じ
、
観

客
に
対
し
て
ま
た
現
代
の
読
者
た
る
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
も

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
「
霊
性
L

を
継
承
さ
せ
る
働
き
を
こ
の
よ
と
の

な
か
に
盛
り
込
ん
で
い
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
一
一
一
一
口
う
ヱ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
「
霊
性
」
と
は
、
上
述
の
よ
う

に
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
霊
性
に
通
ず
る
側
面
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
本
来
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
に
対
す
る
奉
納
祭
詑
で
あ
る
ギ
リ
シ

ア
悲
劇
に
お
け
る
神
的
霊
性
に
合
致
す
る
。
か
く
し
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
が
劇
中
で
意
図
し
て
い
た
「
お
の
が
祭
儀
を
衰
え
る
こ

と
な
く
ア
テ
ナ
イ
に
永
続
さ
せ
る
」
と
い
う
自
的
は
、

mu

蛙
丸
一
に
お
け
る
観
客
へ
の
麟
的
効
果
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
こ
う
し
た
手
続
き
を
経
て
、

エ
ワ
リ
ピ
デ
ス
像
を
ア
テ
ナ
イ
悲
劇
捌
の
た
め
に
、
無
化
さ
れ
た
透
明
で

普
遍
的
な
器
と
し
て
提
供
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
ギ
リ
シ
ア
喜
劇
の
一
篤
と
し
て
の
句
蛙
与
に
は
、



上
演
舞
台
上
だ
け
で
は
な
く
、
円
形
劇
場
の
観
客
席
ま
で
も
包
括
し
た
効
果
が
意
国
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
喜
劇
も
や
は
り
悲

劇
と
同
じ
く
、
市
民
の
奉
納
行
事
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

7 

結
.
ギ
リ
シ
ア
劇
詩
解
釈
の
位
相

本
稿
雪
頭
で
、
文
芸
批
評
と
テ
キ
ス
ト
批
評
に
共
通
す
る
位
相
を
自
指
す
と
い
う
目
標
を
設
定
し
た
。
こ
こ
で
改
め
て
、
こ
れ
ら

「
批
評
」
を
行
う
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
心
得
る
べ
き
姿
勢
を
考
え
直
し
て
み
る
と
、

そ
れ
は
「
受
難
と
無
化
」
の
経
験
と
呼
び
う
る

テ
キ
ス
ト
写
本
を
残
し
た
修
道
僧
た
ち
の
地
平
も
、
現
代
の
人
々
か
ら
は
、
彼

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
自
白
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、

ら
が
残
し
た
「
文
字
L

だ
け
を
も
っ
て
裁
か
れ
る
と
い
う
点
で
、
奇
し
く
も
批
評
者
に
普
遍
的
な
意
味
で
共
通
す
る
「
無
化
」
の
経

つ
つ
自
ら
の
作
品
を
通
し
て
読
者
・
観
客
を
原
典
の
地
平
に
ま
で
た
ど
り
着
か
せ
る
行
為
で
あ
り
、

そ
の
際
に
批
評
者
に
は
ぷ
一
川
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験
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
る
と
言
え
る
。
本
稿
で
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
に
関
し
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
批
評
行
為
と
は
、
原
典
を
批
評
し

化
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
、
詩
人
と
は
ポ
リ
ス
市
民
を
教
育
す
る
「
教
育
者
」
と
し
て
の

役
割
を
負
う
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
(
弓
蛙
』
小
∞
?
〆

H
o
g
-
S
L
Cお
l
p
gむ
!
小
な
ど
)
。
彼
が
目
指
し
て
い
た
寸
教
育
」
と
は
、

他
な
ら
ぬ
こ
の
よ
う
な
「
他
者
を
活
か
し
め
L

る
た
め
に
つ
自
ら
が
無
化
す
る
」
行
為
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

一
方
エ
ワ
リ
ピ
デ
ス
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
も
垣
間
見
た
よ
う
に
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
の
悲
劇
を
創
作
す
る
た
め
に
、

や
は
り

「
無
化
」
の
経
験
を
経
て
い
る
。
詩
人
に
は
神
的
霊
性
の
器
た
る
べ
く
無
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
要
求
さ
れ
、

の
文
書
を
聖
化
し
う
る
よ
う
な
地
平
が
課
せ
ら
れ
る
と
言
え
る
。
以
上
の
結
論
を
得
る
た
め
に
、
本
稿
で
用
い
た
方
法
は
ひ
と
ま
ず

「
予
型
論
的
解
釈
」
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
預
言
・
批
評
・
教
育
と
い
っ
た
様
々
な

一
方
批
評
家
に
は
先
駆
者

一
言
語
活
動
が
「
無
化
L

の
プ
ロ
セ
ス
を
要
求
す
る
行
為
と
し
て
並
立
し
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。



エ
ウ
ジ
ピ
デ
ス
は
文
体
が
美
し
く
、
わ
れ
わ
れ
に
も
読
み
に
く
く
な
い
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、

ウ
リ
ピ
デ
守
山
は
っ
最
も
悲
劇
劇
的
な
作
家
の
一
人
」
と
さ
れ
(
汁

gmFrogs∞件。ロ

3
5
0
p
句
詩
学
』
平
お
お
い
C
)
、
ま
た
ア
リ
ス
ト
パ こに

ネ
ス
自
身
国

u

蛙
n
h

の
中
で
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
明
快
」
(
∞
告
げ
O
印
)
で
あ
る
(
日
や
い
や
)
。
こ
の
よ
う
な
文
体
を
含
め
た
ヱ
ウ
リ
ピ
デ

ス
の
資
質
、
が
、
悲
劇
神
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
生
々
し
く
荒
々
し
い
霊
性
に
深
く
通
暁
す
る
こ
と
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

同
U

バ
ッ
カ
イ
n
b

な
ど
か
ら
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
句
蛙
も
に
お
い
て
、
地
上
に
も
再
生
で
き
ず

冥
界
の
王
座
に
も
着
け
ず
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
に
迫
害
さ
れ
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
像
を
、

そ
の
ま
ま
再
現
し
て
劇
化
し
、
舞
台
に
上

せ
た
と
言
え
る
(
災
)
。
わ
れ
わ
れ
の
行
う
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
講
読
も

」
の
よ
う
な
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
地
平
に
叶
う
も
の
で
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
が
、

そ
の
地
平
は
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
『
蛙
何
回
を
通
し
て
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
こ
の
意
味
で
、

や
は

D
「
文
芸
批
評
の
祖
」
と
目
さ
れ
る
に
相
応
し
い
詩
人
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
し
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
霊
性
が
わ
れ
わ
れ
に
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の
よ
う
な
形
で
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
劇
中
で
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
神
が
意
関
し
た
「
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
地
上
へ
の
連
れ
戻
し
」

が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
る
ま
い
。

主
(
1
)

西
洋
古
典
学
の
概
念
規
定
に
関
し
て
は
、
久
保
正
彰
『
西
洋
古
典
学
i
叙
事
詩
か
ら
演
劇
詩
へ
i
』
(
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、

年
)
、
二
一
一

i
二
八
頁
を
参
照
。

(
2
)

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
全
体
像
に
関
し
て
、
邦
語
文
献
の
中
で
は
久
保
田
忠
利
氏
に
よ
る
解
説
(
『
ギ
リ
シ
ア
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
一

五
八

i

一
七
三
頁
、
世
界
思
想
社
、
一
九
九
一
年
)
が
新
し
く
、
要
を
得
て
い
る
。

(
3
)

出
∞
門
出
口
問
。
三
(
開
門
戸
者
五
戸

H
D
門司
O
W
自
由
同
五
円
。
5
3
)
v
h
ミ
h
H
O
H
U
T
S
念
、
さ
h
N
h
v
F
O
コ
仏

0
3
3
u
∞u
M
M
2
・

(
4
)

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
へ
の
奉
納
行
為
と
い
う
観
点
か
ら
、
悲
劇
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
拙
稿
「
奉
納
行
為
と
し
て
の
ギ

y
シ
ア
悲

一
九
八
八



劇

i
jギ
リ
シ
ア
教
父
に
よ
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
解
釈
の
試
み

l
i」
(
『
教
養
学
科
紀
要
』
第
二
八
号
、
三
j

ニ
二
頁
、
東
京
大
学
教
養
学
部

教
養
学
科
編
、
一
九
九
七
年
)
を
参
照
。

(
5
)

教
会
教
父
た
ち
の
霊
的
聖
書
解
釈
を
、
古
代
文
芸
批
評
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
た
通
史
と
し
て
の
・
〉

-
R
3
2仏
ア
(
え
・
)

w

u

ミ
お
の
お
平

マ
ミ
寝
民
主
。
ミ
ミ
ヒ
同
町
ミ
ミ
の
之
江
町
民
g
w
S
F
ア

Q
2
3
2
~
9
E
3戸

p
g
Z
E
m
N
0
3∞
。
を
参
照
。
な
お
拙
評
(
『
西
洋
古
典
学
研
究
ら

第
三
九
号
、
一
一
六

i
八
頁
、
岩
技
書
感
、
一
九
九
一
年
)
を
参
照
。

(
6
)

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
『
蛙
与
の
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
注
釈
書
と
し
て
は
、
穴

-
U
O〈
2
(
a
-
J
i
p

円

2
3
J
(
V
O
B
S
-
)
w
h
コ助言、
r
g
g
『
苦
手

C
M
F
E
S
S
を
参
照
し
た
。
ま
た
こ
の
他
の
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
作
品
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
目
当
・
出
丘
一
"
宅
・
玄
・
。
己
門
{
お
円
円

(opy

kA3HOVFSH-hhoさ
誌
に
日

hhw
己
w
o
x
Fえ

3
0小l
吋
を
用
い
た
。
な
お
句
蛙
』
の
邦
訳
と
し
て
は
、
『
世
界
古
典
文
学
全
集

η
』
(
筑
摩
書

房
)
所
収
の
高
津
春
繁
訳
(
一
九
六
四
年
)
を
参
照
し
た
。
ま
た
『
蛙
n
b

に
関
す
る
邦
語
に
よ
る
論
考
と
し
て
は
、
前
半
の
「
冥
界
下
り
」
場

面
に
焦
点
を
当
て
た
久
保
田
忠
利
「
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
『
蛙
』
に
お
け
る

H
t
z
σ
2
3
シ
i
ン
の
構
成
と
意
義
」
(
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ

神
話
の
形
成
と
変
質
ら
一
三
ハ
j

六
六
頁
、
昭
和
五
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
総
合
研
究

A
〉
研
究
成
果
報
告
書
、
京
都
大
学
文
学
部

西
洋
古
典
研
究
室
、
代
表
間
道
男
、
一
九
八
四
年
)
の
ほ
か
、
吉
田
敦
彦
「
喜
劇
の
性
表
現
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
(
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
深
層
』

一一

j

八
八
頁
、
国
文
社
、
一
九
八
四
年
)
が
あ
る
。
欧
語
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
研
究
書
と
し
て
は
、
数
多
い
文
献
の
中
か
ら
、
こ
こ

で
は
り
吋
・
同

5
8
(尽
き
∞

-
Z
戸

宅

B
D
)
w
k
A
3
E
三
S
町ア

3

2
忌
ミ
L

な
こ
と

hHAF
「。

E03¥Zφ
者
三
円
7
3ま
を
、
ま
た
ギ
リ
シ

ア
精
神
史
の
中
に
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
批
評
を
位
置
づ
け
た
も
の
と
し
て
出
・

ω
5
-ア
メ
3
8℃
7
2
2
8仏国ぬ∞
F
g
n
2
E
2∞
g
J
叫

dhNh

U
2
8向
ミ
ミ

$
h
ミ
H，え
wcy位
勺
・
小
(
同
門
・
芝
、
吋
・

0
・
M
N
2
3
5
3四円
)w
出血

3
2仏
目
。
己
・
を
挙
げ
て
お
く
。

(
フ
)
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
喜
劇
に
お
け
る
変
装
部
分
の
意
義
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
は
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
戸
部
順
一
「
ア
リ
ス

ト
パ
ネ
!
ス
喜
劇
に
お
け
る
変
装
の
意
義
L

(

『
西
洋
古
典
学
研
究
』
第
三
二
号
二
八
j

四
O
頁
、
岩
波
書
底
、
一
九
八
四
年
)
が
、
特
に

『
ア
カ
ル
ナ
イ
の
人
々
』
と
『
女
だ
け
の
祭
』
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

(
8
)

〕

O
B
m
C門司
vN内
定
可
会
止
な

hHEご
と
片
言
円
可

NhhH3足。」
J
t
h忌
3
3三
hu
〉
ロ
ロ
〉
号
。
円

JHSHUH-

(
9
)

前
掲
『
世
界
古
典
文
学
金
集
ロ
』
(
筑
摩
書
一
房
)
所
収
の
一
一
一
一
一
七
頁
注
(
2
)
を
参
照
。

(
印
)
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』
の
解
説
お
よ
び
拙
訳
(
『
中
世
思
想
原
典
集
成
』
第
一
巻
町

u

初

期
ギ
リ
シ
ア
教
父
』
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
・
小
高
毅
編
訳
/
監
修
、
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
、
二
八
一
ニ
j

四
一
六
頁
)
を
参
照
。

- 47-



(
日
)
ク
レ
メ
ン
ス
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は

0
・
ω
S
E
5
(開門片
γ
む
の
匂
己
(
目
。
い
か
)u
凶1
∞か(削

vg同
門
丘
三
W
O印
)
U
2
(
3
3
γ

ミ
(
目
。
。
。
)
凶
aa--CM

(
∞
円
円

O
S
E
O
U
)
を
参
照
し
た
。

(
立
)
例
え
ば
ア
ン
テ
イ
オ
キ
ア
の
テ
オ
フ
イ
ロ
ス
に
よ
る
『
ア
ウ
ト
リ
ユ
コ
ス
に
』
(
今
井
知
正
訳
、
『
中
世
思
想
原
典
集
成
』
第
一
巻
町

u

初
期

ギ
リ
シ
ア
教
父
品
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
・
小
高
毅
編
訳
/
監
修
、
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
、
九
九
i

一
九
五
頁
)
の
第
三
巻
な
ど
に

は
、
と
の
歴
史
理
解
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
初
期
教
父
た
ち
の
「
窃
盗
説
」
に
関
し
て
は

Z
-
N
2
m
3
2
1ぐ
g
n
-
2
ぐ

2
2
u
h
2
1
1

E
5
2
h凡
な
宮
丘
町
二
司

S
忌
お
凡
な
与
。
円
。

3
5与
さ
は
ま

hpL己
ohN.bhEwroc〈
出

H
D
3誌
に
詳
細
な
カ
タ
ロ
グ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
日
〉
フ
ラ
ン
シ
λ

コ
会
聖
書
研
究
所
訳
注
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
n
u
(

改
訂
新
版
、
中
央
出
版
社
、
一
九
八
九
年
)
、
一
三
一
一
員
。

(
M
)

『
パ
ッ
カ
イ
』
の
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
注
解
警
と
し
て
は
切
戸
口
o
E印
(
S
E
E
-
γ
同
ミ
合
丘
町
h
p
N
h忌
R
C
M
F円
仏

3
8・

(
日
)
苛
パ
ッ
カ
イ
』
に
お
け
る
ペ
ン
テ
ウ
ス
の
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
性
に
関
し
て
は
川
島
重
成
「
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
顕
現
i
i句
パ
ツ
コ
ス
の
信

女
た
ち
』
に
お
け
る
自
然
と
人
間
i
i
t」
(
句
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
人
間
理
解
n
b

所
収
、
新
地
書
房
、
一
九
八
三
年
)
。

(
凶
)
迫
害
を
被
る
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
に
関
し
て
は
査
掛
良
彦
訳
編
『
ホ
メ

i
ロ
ス
の
諸
神
讃
歌
』
(
平
凡
社
、
一
九
九

O
年
)
、
二
九
四
頁
。

(
打
)
エ
レ
ミ
ヤ
に
お
け
る
「
自
己
無
化
」
に
関
し
て
は
宮
本
久
雄
「
エ
レ
ミ
ヤ
の
「
告
白
」

i
i新
し
い
契
約
を
披
く
言
語
空
間

l
J
q聖
書

と
愛
智
』
五
一
ニ
j

一
八
五
真
、
新
世
社
、
一
九
九
一
年
)
が
詳
し
い
。
な
お
本
稿
で
は
旧
約
聖
書
の
へ
ブ
ラ
イ
語
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
穴
・

何
百
哲
之
さ
・

m
E
o
f
y
(骨子
)u
出
吐
き
お
足
立
さ
に
む
句
EHH哲
三

3
3》∞
E
2
m官
2
3
3
を
参
照
し
た
。

(
時
)
な
お
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
が
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
句
パ
ッ
カ
イ
』
を
読
ん
で
か
ら
『
蛙
』
を
執
筆
し
た
か
ど
う
か
は
見
解
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
大
方
は

J
拝
同
上
演
に
は
『
パ
ツ
カ
イ
』
の
影
響
は
な
い
と
し
て
い
る
。
前
掲
口
。

5
「
国
出
・
ま
た
ク
レ
メ
ン
ス
が
『
蛙
』
そ
の
も

の
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
引
用
断
片
だ
け
か
ら
は
判
断
し
え
な
い
が
、
ピ
、
ザ
ン
テ
イ
ン
時
代
に
お

い
て
も
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
評
価
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
お
そ
ら
く
ク

レ
メ
ン
ス
も
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
『
蛙
』
を
読
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
て
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。
ビ
、
ザ
ン
テ
イ
ン
時
代
の
古
典
教
育
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
に
関
し
て
は
、

M
N

・〉
cσ
円
ぬ
け

O
P
U
3同町内可
H
E
吋
ミ
ミ
N
3
5
2
こ
2
ミ
23hN.03ごミh去
を
ミ
2
h同町句。
v
r
Rな
u附

〉

2
3
3
s
-
M
ω
お
よ
び
森

安
達
也
「
ピ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
お
け
る
教
養
と
信
仰
」
(
『
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
晶
玉
一

j

七
四
頁
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
、
五
回

頁
を
参
照
。

(
日
)
こ
の
点
か
ら
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
を
論
じ
た
試
み
と
し
て
、
拙
稿
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
ホ
メ
ロ
ス
理
解
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の
変
容

i
i『
イ
リ
ア
ス
』
の
解
釈
に
向
け
て

i
J
q外
国
語
科
研
究
紀
要
/
古
典
語
教
室
論
文
集
』
第
四
一
巻
第
六
号
、

-
t
幻
頁
、
東

京
大
学
教
養
学
部
外
国
語
科
編
、
一
九
九
五
年
)
を
参
照
。

(
初
)
こ
の
点
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
弓
ア
エ
ネ
イ
ス
』
理
解
の
試
み
i
神
学
と
し
て
の
西
洋
古
典
学

l
L

(
吋
外
国
語
科
研
究
紀
要
/
古
典
語
教
室
論
文
集
』
第
四
二
巻
第
六
号
、
円

i
M
頁
、
東
京
大
学
教
養
学
部
外
国
語
科
編
、
一
九
九
六
年
)
を
参
照
。

(
幻
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
注
(
打
)
の
宮
本
著
書
を
参
照
。

(
辺
)
イ
エ
ス
ス
の
十
字
架
上
で
の
最
後
の
言
葉
と
旧
約
と
の
神
学
的
連
関
に
つ
い
て
は

X
・
レ
オ
ン
H
デ
ュ
フ
j

ル
(
門
脇
輝
夫
/
菊
地
多
嘉

子
訳
)
コ
先
の
神
秘
』
(
あ
か
し
書
一
房
、
一
九
八
六
年
)
、
ニ

O
O
i
ニ
ニ
玉
頁
が
詳
し
い
。

(
お
)
『
世
界
古
典
文
学
全
集
9
何
回
(
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
)
所
収
の
中
山
憧
夫
氏
に
よ
る
勾
救
い
を
求
め
る
女
た
ち
ら
解
説
を
参
照
。

(
引
け

)

p
・
エ
フ
ド
キ
モ
フ
『
輝
く
信
仰
生
活
』
(
斎
田
靖
子
訳
、
エ
ン
デ
ル
レ
書
居
、
一
九
九
五
年
)
、
一
一
一
一
真
。

(
お
)
前
掲
書
、
二
一
九
頁
。

(
お
)
ピ
ザ
ン
テ
イ
ン
神
学
に
お
け
る
エ
ウ
カ
リ
ス
テ
イ
ア
の
質
料
変
容
・
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
的
意
義
に
関
し
て
は
め
・
宍
5
7
m
g
F
O
ミ

~U425噂

h
w
w
h
q
g
H
N辺
町
内
む
た
与
な
さ
」
「
ミ
与
え
Nh~Hhw
の。
5
σ
2
5
2
m
(
C
D
Z立
。
)
芯
∞
F
N
U
4

を
参
昭
一
。
ま
た
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
概
念
史

に
関
し
て
は
回
目
り
と
3
J
叫

d
H
N
h
m
E
R
O
¥
忌
同
同
ミ
守

h-FNh2F
のお
E
f
E向
。

3
2
が
詳
し
い
。

(
幻
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
掲
注
(
4
)
の
拙
稿
を
参
照
。

(
お
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
け
る
古
典
学
の
変
容
j
『
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
』
の
解
釈
に
向
け

て
j
L
(
『
教
養
学
科
紀
要
ゐ
第
ニ
六
号
、
一

j

ニ
四
頁
、
東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学
科
編
、
一
九
九
五
年
)
を
参
照
。

(
M
U
)

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
半
神
た
ち
に
も
そ
れ
が
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
前
掲
注
(
却
)
の
拙
稿
を
参
照
。

(
ぬ
)
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
生
前
劇
上
演
に
際
し
て
一
等
賞
を
獲
得
し
た
の
は
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
や
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
比
し
て
格
段
に
少
な
く
わ

ず
か
五
回
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
吋
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
』
(
∞

-n・4
N
∞
上
演
)
は
そ
の
中
の
一
作
に
数
え
ら
れ
る
。

(
白
)
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
『
パ
ッ
カ
イ
何
回
に
お
い
て
、
ベ
ン
テ
ウ
ス
を
自
ら
と
同
じ
く
迫
害
を
被
る
者
に
変
容
さ
せ
た
デ
イ

オ
ニ
ユ
ソ
ス
の
霊
性
は
、
さ
ら
に
あ
る
意
味
で
『
蛙
』
に
お
け
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
像
に
も
認
め
ら
れ
る
と
言
え
る
。
な
お
『
パ
ッ
カ
イ
』
と

『
蛙
ら
に
お
け
る
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
像
を
比
較
し
た
論
考
と
し
て
〉
・
〕

m，

g
g恒
常
白
幡
町
さ
え
な
忌
河
内
九
N
H
3
誌
の
主
主
ど
町
内
同
町
ミ
な

3
5
2
p

で
お
吋
♂
江
主
一
N
W

日い
l

∞∞・ふ乞品夢昭小。
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