
（
前
号
よ
り
の
続
き
）
 
 

（
1
）
 
 
 

こ
1
に
烏
有
先
生
と
い
ふ
談
理
家
あ
り
け
り
。
理
を
談
ず
る
こ
と
を
旨
と
す
る
一
大
文
学
雑
誌
を
発
行
せ
む
と
お
も
へ
ど
も
未
だ
 
 

（
2
）
 
 

果
さ
ず
。
烏
有
先
生
は
何
故
に
談
理
家
と
な
り
ぬ
る
か
。
臼
く
記
実
に
慄
ら
で
な
り
。
烏
有
先
生
は
何
故
に
記
実
に
あ
き
た
ら
ざ
る
 
 

（
3
）
 
 

か
。
日
く
万
有
と
万
念
と
一
に
帰
せ
し
む
ぺ
き
こ
と
を
お
も
ひ
て
な
り
。
造
化
の
無
理
性
に
し
て
ま
た
有
理
性
な
る
を
思
議
し
て
な
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

り
。
そ
の
言
に
い
へ
ら
く
。
物
に
達
ひ
て
美
を
感
じ
、
物
を
遣
り
て
美
を
な
す
。
是
れ
評
者
と
作
者
の
境
界
な
り
、
文
学
の
境
界
な
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

り
。
美
は
こ
れ
を
折
い
て
繁
き
意
義
と
な
し
、
こ
れ
を
統
べ
て
探
き
考
思
と
な
す
べ
し
。
羅
馬
な
る
聖
彼
得
寺
塔
を
観
て
ミ
ケ
ラ
ン
 
 

ジ
ェ
ロ
が
作
り
し
雛
形
の
美
に
驚
く
は
、
建
築
を
視
る
眼
あ
る
も
の
1
皆
能
く
す
る
と
こ
ろ
な
る
べ
し
。
こ
れ
を
美
な
り
と
記
さ
ば
、
 
 

記
実
老
の
役
済
む
べ
け
れ
ど
、
談
理
老
は
そ
れ
に
て
足
れ
り
と
す
べ
か
ら
ず
。
か
の
仏
朗
西
人
そ
れ
が
し
が
如
く
、
高
等
静
論
の
算
 
 

法
に
よ
り
て
古
人
が
不
用
意
に
し
て
静
性
の
極
処
に
至
れ
る
を
看
破
し
て
こ
そ
、
そ
の
美
た
る
所
以
を
知
る
べ
き
な
れ
。
ラ
イ
ブ
二
 
 

（
8
）
 
 

ッ
ツ
が
楽
調
の
美
を
知
る
を
無
意
識
中
の
算
術
と
い
ひ
し
も
お
な
じ
談
理
の
境
な
り
。
若
し
実
の
義
を
砕
い
て
理
に
入
る
こ
と
あ
ら
 
 

（
9
）
 
 

ず
は
、
審
美
学
は
起
ら
ざ
る
ペ
し
。
ま
だ
巨
人
島
を
見
ざ
る
ガ
リ
ワ
ル
が
実
を
知
る
こ
と
の
小
な
る
は
ま
こ
と
に
を
か
し
か
る
べ
け
 
 

（
1
0
）
 
 

れ
ど
、
い
ま
だ
理
に
通
ぜ
ざ
る
た
め
に
理
法
を
あ
や
ま
り
た
る
批
評
を
な
す
人
あ
ら
ば
、
こ
れ
も
可
笑
し
か
ら
む
。
迫
邁
子
が
記
実
 
 

■
」
■
 
 

の
文
を
読
む
に
は
、
大
帰
納
力
を
具
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
烏
有
先
生
が
談
理
の
言
を
聞
く
に
は
、
当
り
ま
へ
の
理
解
力
を
備
ふ
る
の
 
 
 

没
理
想
論
争
注
釈
稿
 
（
三
）
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井
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み
に
て
足
れ
り
。
 
 

（
1
）
 
烏
有
先
生
二
院
外
は
後
に
 
「
烏
有
先
生
と
は
誰
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
独
逸
の
人
力
ル
し
∴
 
ロ
オ
ペ
ル
ト
、
エ
ヅ
ワ
ル
ト
、
フ
ォ
ン
、
ハ
 
 

（
2
）
 
 
 

ル
ト
マ
ン
な
り
。
わ
が
山
房
論
文
を
著
す
や
、
お
も
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
学
に
拠
り
て
言
を
立
つ
っ
造
遺
子
が
没
理
想
論
出
で
1
、
そ
 
 

の
勢
ほ
と
く
我
国
の
文
学
界
を
風
靡
せ
む
と
す
る
を
見
て
、
わ
れ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
現
世
紀
の
有
理
想
論
を
砂
し
て
世
の
文
学
者
に
示
 
 

し
1
な
り
ご
 
（
『
造
邁
子
と
烏
有
先
生
と
』
）
 
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

「
松
木
博
「
ハ
ル
ト
マ
ン
援
用
の
意
味
－
囁
外
を
軸
と
す
る
論
争
の
再
検
討
1
（
こ
、
（
二
）
」
 
（
『
異
徒
』
 
六
、
七
、
一
九
八
四
年
一
二
 
 

月
、
一
九
八
六
隼
人
月
）
 
は
、
『
史
記
』
 
に
お
け
る
「
烏
有
先
生
」
 
の
用
い
ら
れ
方
に
着
目
し
、
①
架
空
の
寓
意
的
存
在
で
あ
る
こ
と
。
②
 
 

そ
の
主
張
は
、
前
者
の
見
解
を
否
定
し
去
る
も
の
だ
が
、
更
に
第
三
者
の
論
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
以
上
二
点
の
同
 
 

時
代
的
理
解
が
あ
っ
た
、
と
推
定
し
、
冶
遥
を
筆
頭
と
す
る
当
時
の
文
学
書
を
挑
発
す
る
た
め
の
 
「
表
現
上
の
装
置
」
 
と
し
て
の
働
き
が
、
 
 

烏
有
先
生
に
は
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
文
末
尾
に
 
「
わ
れ
山
房
に
あ
り
て
興
来
れ
ば
文
を
論
ず
。
こ
の
頃
造
遥
子
が
言
を
聞
い
て
 
 

実
を
記
す
る
こ
と
の
功
徳
を
知
り
、
ま
た
烏
有
先
生
が
言
を
聞
い
て
理
を
談
ず
る
こ
と
の
利
益
を
覚
り
ぬ
。
」
 
と
あ
る
よ
う
に
、
烏
有
先
生
 
 

は
、
邁
進
に
真
っ
向
か
ら
反
論
す
る
論
客
で
あ
り
、
鴎
外
自
身
は
両
者
の
議
論
を
止
揚
す
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

か
ら
も
見
て
も
、
首
肯
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
松
木
氏
は
、
「
一
大
文
学
雑
誌
を
発
行
せ
む
と
お
も
へ
ど
も
未
だ
果
さ
ず
。
」
と
い
 
 

う
烏
有
先
生
の
紹
介
に
着
目
し
、
井
上
哲
次
郎
を
烏
有
先
生
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
鴎
外
は
、
井
上
膏
次
郎
の
影
を
烏
 
 

有
先
生
の
背
後
に
ち
ら
つ
か
せ
る
こ
と
で
、
一
方
で
は
迫
邁
を
、
他
方
で
は
井
上
を
、
論
争
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
。
 
 

日
く
記
実
に
惰
ら
で
な
り
・
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
『
実
の
哲
学
（
P
F
i
l
詮
O
p
F
i
e
計
s
S
c
g
n
e
n
）
』
 
の
前
文
の
中
で
、
美
術
の
批
評
が
様
々
な
分
 
 

野
に
細
分
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
の
批
評
の
専
門
化
が
進
む
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
が
分
断
さ
れ
て
い
る
現
状
を
憂
え
、
「
哲
 
 

学
者
の
帰
納
に
と
っ
て
は
、
経
験
的
な
素
材
の
幅
の
広
さ
は
、
異
な
っ
た
領
域
の
特
徴
的
な
吟
味
に
対
し
て
の
、
本
質
的
な
も
の
と
非
本
 
 

質
的
な
も
の
と
の
錦
い
区
別
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
美
術
の
本
質
に
対
す
る
、
洞
察
力
あ
る
理
解
、
と
比
べ
れ
ば
、
重
要
で
は
な
い
も
の
で
 
 

あ
る
。
（
F
竿
d
i
e
】
n
d
u
k
t
i
O
n
e
n
d
e
s
P
b
i
－
○
岩
音
e
ヨ
k
O
m
ヨ
t
e
S
e
訂
コ
コ
i
c
h
t
竃
S
e
b
r
a
∈
f
d
i
e
m
a
乱
g
e
B
r
e
i
t
e
d
e
s
e
m
p
i
r
i
s
c
h
e
∋
買
a
t
e
r
i
巴
s
 
 

a
コ
Y
a
－
s
a
u
【
d
i
e
s
c
訂
r
訂
U
n
t
e
r
s
c
h
e
乙
u
n
g
d
認
W
e
s
e
乏
ニ
c
h
e
n
言
m
U
n
宅
e
S
e
n
t
－
i
c
訂
n
5
．
d
e
n
c
訂
r
a
k
t
e
r
i
s
t
訂
h
e
ヨ
P
r
O
b
e
n
d
e
r
v
e
r
s
c
h
訂
・
 
 

d
e
n
e
n
G
e
E
e
t
e
ゝ
．
F
如
u
〓
a
s
e
訂
d
r
i
扁
e
コ
d
e
V
e
r
s
t
許
d
n
i
禁
i
コ
d
a
s
W
e
s
e
n
a
ニ
e
r
K
旨
s
u
t
l
）
 
と
述
べ
て
、
む
や
み
と
博
識
に
な
る
こ
と
よ
 
 

り
も
、
体
系
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
美
術
の
本
質
を
掴
む
ペ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
鴎
外
が
、
こ
の
ハ
ル
ト
マ
ン
の
言
を
念
頭
に
お
 
 

い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
遥
遠
の
 
「
記
実
」
 
は
、
単
に
経
験
的
知
識
を
集
積
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
で
、
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
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（
4
）
 
 

い
、
と
考
え
、
批
判
に
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

鴎
外
は
、
こ
こ
で
は
主
に
文
芸
批
評
上
の
問
題
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
経
験
科
学
の
み
に
よ
ろ
う
と
す
る
態
度
を
批
判
す
る
、
哲
 
 

学
的
な
立
場
に
支
え
ら
れ
て
の
発
言
で
あ
る
こ
と
に
も
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
（
2
）
参
照
。
 
 

（
3
）
 
万
有
と
万
念
と
一
に
帰
せ
し
む
ペ
き
こ
と
を
お
も
ひ
て
な
り
・
万
有
は
宇
宙
間
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
。
万
物
。
万
念
は
す
べ
て
の
理
念
 
 

（
イ
デ
ー
）
。
（
『
近
代
文
学
注
釈
大
系
 
森
鴎
外
』
）
烏
有
先
生
は
、
現
象
界
と
そ
れ
を
支
え
る
本
質
的
な
イ
デ
ー
の
世
界
と
を
対
立
さ
せ
 
 

る
の
で
は
な
く
、
二
者
を
統
一
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
た
た
め
、
記
実
に
飽
き
た
ら
ず
、
「
談
理
家
」
と
な
っ
た
の
だ
、
と
の
鴎
外
 
 

の
説
明
。
「
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
の
場
合
は
、
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
と
レ
ア
リ
ズ
ム
と
が
並
列
的
に
立
て
ら
れ
て
、
二
元
的
な
憾
み
が
あ
っ
た
が
、
ハ
 
 

ル
ト
マ
ン
の
場
合
に
は
、
こ
れ
が
具
慶
理
想
な
る
概
念
の
中
に
止
揚
さ
れ
て
、
一
元
化
さ
れ
た
こ
と
に
、
大
い
に
共
鳴
し
た
わ
け
で
あ
る
。
」
 
 

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
（
神
田
孝
夫
「
森
鴎
外
と
E
・
Ⅴ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
1
『
無
意
識
哲
学
』
を
中
心
に
」
 
（
『
島
田
謹
二
教
授
達
磨
記
念
 
 

論
文
集
 
比
較
文
学
比
較
文
化
』
弘
文
堂
、
昭
和
三
六
年
）
 
 

な
お
、
鴎
外
が
「
万
有
」
 
と
 
「
万
念
」
と
を
統
合
さ
せ
る
考
え
方
に
共
鳴
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
単
に
文
芸
批
評
上
の
問
題
だ
け
で
 
 

は
な
く
、
哲
学
的
な
世
界
観
の
問
題
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
者
を
対
立
さ
せ
て
考
え
た
場
合
、
現
象
界
と
イ
デ
ー
の
世
界
は
切
り
 
 

離
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
我
々
の
知
覚
し
得
る
現
象
界
に
つ
い
て
の
認
識
を
い
か
に
深
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
は
、
本
質
的
な
イ
 
 

デ
ー
の
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
イ
デ
ー
の
世
界
を
認
議
す
る
た
め
に
は
、
直
観
に
綴
ら
ざ
る
 
 

を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
経
験
的
知
識
の
槽
み
重
ね
を
通
し
て
真
理
に
達
し
ょ
う
と
す
る
科
学
的
な
方
法
が
な
い
が
し
ろ
 
 

に
さ
れ
て
し
ま
う
。
適
に
、
両
者
を
対
立
さ
せ
ず
、
イ
デ
ー
は
現
象
世
界
に
徐
々
に
姿
を
現
わ
し
っ
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
現
象
そ
の
も
 
 

の
に
イ
デ
ー
が
現
わ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
弊
害
は
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
現
象
世
界
に
本
質
的
な
も
の
が
現
わ
れ
 
 

て
い
る
の
だ
か
ら
、
現
象
世
界
の
認
識
よ
り
出
発
し
て
、
超
越
的
な
イ
デ
ー
の
認
識
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
観
 
 

念
論
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
科
学
的
方
法
の
有
効
性
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

こ
の
よ
う
に
、
両
者
を
統
合
さ
せ
て
考
え
た
場
合
、
直
観
の
み
を
重
ん
じ
る
極
端
な
観
念
論
か
ら
解
放
さ
れ
、
∵
万
、
イ
デ
！
の
存
在
 
 

を
認
め
、
し
か
も
、
そ
の
認
識
を
可
能
と
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
唯
物
論
に
も
不
可
知
論
に
も
陥
る
こ
と
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
鴎
外
 
 

は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
「
万
念
」
と
「
万
有
」
 
の
統
合
の
必
要
性
を
感
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
坂
井
健
「
没
理
想
論
争
の
実
 
 

相
観
念
論
老
冶
造
と
経
験
論
老
鶏
外
－
」
 
（
『
稿
本
 
近
代
文
学
』
十
三
集
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。
 
 

造
化
の
無
理
性
に
し
て
ま
た
有
理
性
な
る
を
思
諾
し
て
な
り
・
「
い
ま
や
、
ハ
ル
ト
マ
ン
を
播
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
概
念
は
更
に
 
 

拡
大
せ
ら
れ
、
そ
れ
は
理
性
に
浸
透
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
こ
れ
を
見
落
と
す
経
験
主
義
こ
そ
断
乎
排
撃
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
 
乃
 
 
 



没理想論争注釈稀（三）  

9  8  

ら
れ
る
。
」
 
（
前
掲
神
田
論
文
）
 
こ
の
「
理
性
」
 
は
 
（
2
）
 
で
述
べ
た
イ
デ
ー
と
同
様
の
も
の
。
 
 

9
 
 

1
5
 
（
5
）
 
物
に
あ
ひ
て
美
を
感
じ
、
物
を
造
り
て
実
を
な
す
。
是
れ
評
塞
と
作
者
の
境
界
な
り
・
も
ち
ろ
ん
、
美
を
感
じ
る
の
は
、
評
者
の
領
分
、
 
 

棄
を
造
る
の
は
、
作
者
の
領
分
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
評
者
の
領
分
の
な
か
に
、
分
析
と
総
合
の
ふ
た
つ
の
働
き
が
あ
る
、
と
い
っ
て
 
 

い
る
。
（
次
項
参
照
）
 
 

（
6
）
 
実
は
こ
れ
を
析
い
て
繁
き
意
義
と
な
し
、
こ
れ
を
統
べ
て
深
き
考
愚
と
な
す
べ
し
・
美
学
的
判
断
に
は
、
分
析
的
方
法
と
総
合
的
方
法
の
 
 

両
者
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
。
つ
ま
り
、
論
理
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
次
に
、
造
造
の
 
「
記
実
」
 
を
批
判
 
 

す
る
た
め
の
布
石
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
7
）
 
羅
馬
な
る
聖
彼
得
寺
堵
∴
以
下
、
固
有
名
詞
等
は
 
『
近
代
文
学
注
釈
大
系
 
森
鴎
外
』
 
な
ど
に
詳
し
い
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
 
 

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
名
は
 
『
美
の
哲
学
』
 
に
見
当
た
ら
な
い
。
 
 

の
か
を
論
理
的
に
説
明
し
、
黄
の
標
準
を
定
め
る
の
が
美
学
で
あ
る
と
い
う
主
張
。
鴎
外
は
 
『
冶
遺
子
の
新
作
十
二
番
中
既
発
四
番
合
評
、
 
 

梅
花
詞
集
評
及
梓
神
子
』
 
に
お
い
て
「
観
察
し
畢
り
、
研
究
し
畢
り
て
判
断
を
下
さ
ん
ず
る
暁
に
は
、
理
想
な
か
る
ペ
け
む
や
、
標
準
な
 
 

か
る
ペ
け
ん
や
。
理
想
と
は
審
美
的
観
念
な
り
。
標
準
と
は
審
美
学
上
に
古
今
の
美
術
品
を
み
て
、
帰
納
し
得
た
る
経
験
則
な
り
。
」
 
と
述
 
 

べ
て
、
美
学
的
判
断
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
 
 

（
1
0
）
 
ま
だ
、
巨
人
島
を
見
ざ
る
ガ
リ
ワ
ル
・
・
・
二
・
・
こ
れ
も
可
笑
し
か
ら
む
・
造
遥
が
、
『
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
』
 
に
お
い
て
、
偏
見
家
、
 
 

小
理
想
家
を
「
巨
人
島
に
わ
た
ら
ぬ
ガ
リ
ワ
ー
」
 
に
喩
え
た
こ
と
を
受
け
る
。
知
識
の
不
足
の
た
め
に
、
狭
い
考
え
方
し
か
で
き
な
い
の
 
 

は
、
た
し
か
に
閉
場
だ
が
、
論
理
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
誤
っ
た
批
評
を
す
る
の
も
問
題
だ
ろ
う
、
と
の
反
論
。
迫
邁
が
、
論
理
の
前
提
 
 

と
な
る
知
識
の
不
足
に
事
寄
せ
て
、
論
理
を
な
い
が
し
ろ
に
し
か
ね
な
い
姿
勢
を
と
っ
た
こ
と
に
た
い
す
る
批
判
。
 
 

（
1
1
）
 
追
遥
子
が
記
実
の
文
を
読
む
に
は
、
大
帰
納
力
を
具
へ
ざ
る
ペ
か
ら
ず
・
追
造
は
、
評
論
で
は
な
く
、
記
実
を
旨
と
し
た
。
こ
れ
は
 
「
大
 
 
 

か
の
仏
鯛
西
人
そ
れ
が
し
が
如
く
、
高
等
静
諭
の
算
法
に
よ
り
て
‥
‥
＝
お
な
じ
祓
理
の
場
な
り
・
『
実
の
哲
学
』
 
の
第
二
章
第
二
節
に
 
「
最
 
 

高
の
秩
序
、
あ
る
い
は
、
数
理
的
な
好
ま
し
さ
と
し
て
の
形
式
美
 
（
D
a
Ⅵ
F
O
r
m
a
－
i
発
言
n
e
e
r
s
t
e
r
O
r
d
亡
局
O
d
e
r
d
a
s
m
a
t
h
m
a
t
許
h
e
 
 

G
e
f
巴
ニ
g
e
）
」
 
と
い
う
項
目
が
っ
て
、
黄
金
分
割
や
和
音
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
名
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
『
審
美
綱
領
』
 
に
は
、
ツ
ア
イ
ジ
ン
グ
、
ル
カ
∴
ハ
チ
∋
り
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

前
者
は
ド
イ
ツ
人
、
後
者
は
イ
タ
リ
ア
人
。
蛇
足
な
が
ら
、
『
審
美
綱
領
』
＝
は
単
な
る
要
約
で
は
な
く
、
『
実
の
哲
学
』
 
の
ガ
イ
ド
的
な
意
 
 

味
も
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
『
糞
の
哲
学
』
 
に
は
、
ラ
イ
ブ
1
1
ッ
ツ
の
名
は
な
く
、
『
無
意
識
哲
学
』
で
よ
く
引
か
れ
る
。
 
 

若
し
実
の
義
を
砕
い
て
理
に
入
る
こ
と
あ
ら
ず
は
、
書
美
学
は
起
ら
ざ
る
ペ
し
・
直
前
の
例
を
受
け
て
、
な
に
ゆ
え
に
実
は
美
た
り
得
る
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帰
納
の
素
材
」
を
読
者
に
葦
供
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
で
は
、
そ
の
大
帰
納
の
方
法
は
と
い
う
と
「
汝
が
没
理
想
の
心
中
に
こ
そ
あ
る
 
 

べ
け
れ
」
と
さ
れ
て
い
た
。
（
『
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
』
）
 
し
た
が
っ
て
、
読
者
は
、
「
大
帰
納
力
を
具
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
 
と
い
 
 

う
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
3
）
 
 
 

（
2
）
 
 
 

（
1
）
 
 
 

烏
有
先
生
は
邁
進
子
が
常
識
を
貴
む
を
聞
き
て
、
こ
れ
を
難
じ
て
い
は
く
。
シ
ヤ
フ
ベ
リ
イ
が
内
官
論
は
ふ
り
た
り
。
リ
イ
ド
が
 
 

常
識
も
今
の
哲
学
の
程
度
よ
り
見
る
と
き
は
、
お
そ
ら
く
は
取
る
に
足
ら
ざ
る
べ
し
。
蓋
常
識
と
凡
裁
と
相
隣
せ
り
。
変
を
斥
く
る
 
 

は
よ
け
れ
ど
、
非
凡
を
容
れ
ぎ
る
は
わ
る
か
る
べ
し
。
国
利
民
福
を
も
と
む
る
便
を
知
ら
む
と
な
ら
ば
、
政
治
家
と
し
て
常
識
を
説
 
 

き
て
も
善
か
る
ペ
く
、
経
済
家
と
し
て
常
見
を
唱
へ
て
も
善
か
る
べ
け
れ
ど
、
常
識
は
基
督
を
生
ぜ
ず
、
常
見
は
釈
遇
を
成
さ
ず
、
 
 

（
ヰ
）
 
 

「
コ
ン
モ
ン
、
セ
ン
ス
」
 
の
間
に
は
一
個
の
大
詩
人
を
着
く
ぺ
き
と
こ
ろ
だ
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
。
 
 

（
1
）
 
烏
有
先
生
は
退
道
子
が
常
識
を
暮
む
を
聞
き
て
、
こ
れ
を
雛
じ
て
い
は
く
・
「
偏
へ
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
着
実
な
る
常
見
を
師
と
 
 

な
す
べ
し
」
 
（
『
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
』
）
 
を
受
け
る
。
 
 

（
2
）
 
シ
ヤ
フ
ペ
リ
イ
が
内
宮
議
・
「
真
善
美
は
究
極
に
お
い
て
一
致
す
る
。
人
間
は
小
宇
宙
で
、
そ
の
自
己
内
観
は
あ
ら
ゆ
る
懐
疑
論
に
勝
つ
。
」
 
 

「
人
間
の
内
奥
に
は
正
邪
の
不
抜
な
感
が
あ
る
。
こ
の
ゆ
る
ぎ
な
い
道
徳
感
M
O
r
a
－
s
e
n
s
e
こ
そ
道
徳
性
の
最
後
の
根
底
で
あ
り
、
道
徳
的
 
 

評
価
の
究
極
的
判
定
老
で
あ
る
。
」
 
（
『
哲
学
事
典
』
平
凡
社
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
1
の
項
参
照
。
）
 
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
人
間
の
中
に
先
天
 
 

的
に
備
わ
っ
て
い
る
道
徳
感
に
、
真
善
美
の
基
準
の
拠
り
所
を
楽
観
的
に
求
め
る
論
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
リ
イ
ド
が
常
識
・
リ
イ
ド
は
真
善
美
の
判
断
の
根
源
を
「
常
識
」
（
水
源
的
自
由
性
を
有
す
る
常
識
）
 
に
求
め
る
説
を
立
て
た
と
い
う
。
へ
『
近
 
 

代
文
学
注
釈
大
系
 
森
鴎
外
』
参
照
。
）
イ
ギ
リ
ス
啓
蒙
学
派
の
一
で
あ
る
常
識
学
派
の
創
始
者
。
 
 

（
4
）
 
国
利
民
福
を
も
と
む
る
便
を
知
ら
む
と
な
ら
ば
、
…
…
「
コ
ン
モ
ン
、
セ
ン
ス
」
の
闇
に
は
一
個
の
大
詩
人
を
‡
く
べ
き
と
こ
ろ
だ
に
あ
 
 

ら
ぎ
る
ペ
し
・
厳
木
善
治
と
の
論
争
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鴎
外
は
、
一
貫
し
て
 
「
美
」
 
の
 
「
善
」
 
か
ら
の
独
立
を
主
張
し
て
い
る
。
 
 

コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
と
い
う
諸
に
は
、
道
徳
的
な
匂
い
が
付
き
ま
と
う
の
で
、
こ
れ
を
排
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
鴎
外
は
夙
に
実
の
独
自
堵
 
 

を
謳
っ
て
、
そ
れ
が
真
や
善
か
ら
は
独
立
し
た
一
世
界
で
あ
り
、
空
想
の
裡
に
存
す
る
別
天
地
で
あ
り
、
こ
こ
に
道
徳
批
評
と
か
極
端
な
 
 

写
実
性
、
科
学
性
を
も
ち
込
む
こ
と
を
排
撃
し
た
。
」
 
（
前
掲
神
田
論
文
）
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2  1  烏
有
先
生
は
ま
た
追
連
子
が
没
理
想
の
論
を
駁
し
て
い
は
〈
。
世
界
は
ひ
と
り
実
な
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
想
の
み
ち
く
た
る
 
2
6
 
 
（
1
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）
 
 

あ
り
。
冶
連
子
は
没
理
性
界
（
意
志
界
）
 
を
見
て
理
性
界
を
見
ず
。
意
識
界
を
見
て
無
意
識
界
を
見
ず
。
意
識
生
じ
て
主
観
と
客
観
 
 

（
I
）
 
 

と
に
親
に
分
か
る
1
所
以
を
お
も
は
ず
。
老
、
荘
、
楊
、
墨
、
孔
丘
、
釈
迦
、
其
他
古
今
の
哲
学
者
が
観
得
た
る
世
界
を
小
な
り
と
 
 

（
5
）
 
 

し
て
、
自
ら
片
輪
な
る
世
界
を
造
ら
む
は
果
敢
な
き
す
さ
み
な
ら
ま
し
。
後
天
に
の
み
注
げ
る
脹
は
ダ
ル
ヰ
ン
が
論
を
守
り
て
も
事
 
 

（
6
）
 
 

足
る
べ
け
れ
ど
そ
れ
に
て
造
化
は
尽
さ
れ
ず
。
林
は
誰
か
磨
き
成
し
た
る
。
羽
は
誰
か
画
き
成
し
た
る
。
麻
の
同
じ
さ
ま
な
る
は
姑
 
 

く
置
か
む
。
孔
雀
の
羽
の
い
ろ
〈
は
そ
の
翰
よ
り
受
く
る
養
お
な
じ
き
に
、
色
彩
の
変
化
は
一
本
ご
と
に
殊
な
り
。
そ
の
相
殊
な
 
 

（
7
）
 
 

る
色
彩
の
合
し
て
浮
身
の
紋
理
を
な
す
は
、
先
天
の
理
想
に
は
あ
ら
ざ
る
か
と
。
 
 

（
3
）
 
 

世
界
は
ひ
と
り
実
な
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
想
の
み
ち
く
た
る
あ
り
・
前
出
神
田
論
文
は
、
『
無
意
識
哲
学
』
 
（
P
≡
○
岩
p
h
i
e
d
e
s
U
n
訂
 
 

w
u
邑
e
n
）
 
の
中
で
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
「
自
然
の
中
に
精
神
を
再
び
見
出
」
そ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
3
）
 
参
照
。
 
 

通
運
子
は
没
理
性
界
 
（
意
志
界
）
 
を
見
て
理
性
界
を
見
ず
・
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
影
響
下
に
無
意
読
者
訝
び
U
ゴ
b
e
蜜
占
邑
e
な
 
 

る
板
木
原
理
を
立
て
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
統
合
を
企
て
た
。
無
意
識
老
と
は
心
理
的
な
意
味
で
な
く
、
理
性
と
盲
 
 

目
的
意
志
と
を
二
つ
の
属
性
と
す
る
と
こ
ろ
の
根
源
的
実
在
で
あ
り
、
世
界
の
根
底
た
る
創
造
的
、
支
配
原
理
。
す
な
わ
ち
神
に
ひ
と
し
 
 

い
。
現
実
の
世
界
は
こ
の
原
統
一
が
破
れ
、
神
に
背
い
て
責
欲
な
意
志
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
悪
と
苦
の
世
界
。
し
か
し
理
性
は
同
時
に
意
 
 

志
を
統
御
し
自
己
の
根
源
た
る
無
意
識
へ
帰
ら
せ
る
ご
 
（
『
哲
学
事
典
』
、
無
意
識
哲
学
の
項
参
照
）
 
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
と
い
う
。
こ
 
 

れ
に
対
応
し
て
、
現
実
の
世
界
を
「
没
理
性
界
（
意
志
界
）
」
、
根
源
的
世
界
を
「
理
性
界
」
と
分
撰
し
た
も
の
か
。
現
実
世
界
と
根
源
的
な
 
 

無
意
識
界
の
世
界
と
を
、
単
純
に
 
「
没
理
性
界
（
意
志
界
）
」
 
と
「
理
性
界
」
と
い
う
分
頸
で
捉
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
観
念
論
的
理
想
 
 

主
義
的
な
鴎
外
の
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実
を
越
え
た
世
界
こ
そ
本
質
的
で
理
想
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
 
 

と
に
な
る
か
ら
だ
。
 
 

意
識
界
を
見
て
無
意
鐘
界
を
見
ず
二
2
）
か
ら
の
つ
な
が
り
で
読
め
ば
、
「
意
識
界
」
は
現
実
の
世
界
、
「
無
意
識
界
」
は
現
実
を
越
え
た
 
 

根
源
的
な
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
神
田
氏
は
、
『
無
意
識
哲
学
』
に
お
け
る
ハ
ル
ト
マ
ン
は
「
自
然
、
と
り
わ
け
生
物
の
、
合
 
 

目
的
論
的
な
生
々
発
展
に
注
目
し
、
無
意
識
の
営
み
の
中
に
却
っ
て
理
性
的
・
論
理
的
な
も
の
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
自
 
 

然
の
申
に
精
神
を
再
び
見
出
し
、
同
じ
く
意
識
界
に
お
い
て
も
、
功
利
的
な
我
欲
を
去
っ
て
全
体
に
献
身
す
る
こ
と
の
裡
に
、
理
性
に
適
 
 

っ
た
精
神
の
自
由
の
貫
徹
を
見
出
す
。
但
し
、
そ
の
究
極
、
あ
る
い
は
根
源
に
あ
る
も
の
の
実
体
は
何
物
と
も
知
ら
れ
ぬ
ゆ
え
に
、
そ
の
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意
味
で
は
懐
疑
論
な
い
し
虚
無
主
義
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
シ
ョ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
ヘ
の
親
近
が
あ
る
と
と
も
に
、
自
然
界
、
人
 
 

間
界
の
中
に
、
或
は
意
識
界
、
無
意
識
界
の
中
に
、
理
性
な
い
し
論
理
を
読
み
取
ろ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
 
 

学
』
 
へ
の
親
近
が
あ
る
。
」
 
（
前
掲
論
文
）
と
し
て
お
り
、
「
意
識
界
」
は
、
「
無
意
識
界
」
と
対
立
す
る
点
で
は
、
没
理
性
界
（
意
志
界
）
や
、
 
 

万
有
界
と
同
様
の
も
の
に
見
え
る
が
、
物
質
的
な
世
界
と
は
、
区
別
し
た
方
が
よ
い
よ
う
だ
。
だ
が
、
こ
れ
も
、
理
性
の
働
く
根
源
的
な
世
 
 

界
で
あ
る
無
意
義
界
す
な
わ
ち
万
念
界
と
比
べ
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
物
質
的
な
世
界
に
近
い
下
位
的
な
世
界
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
 

（
4
）
 
意
識
生
じ
て
主
観
と
客
観
と
に
穐
に
分
か
る
～
所
以
を
お
も
は
ず
・
後
に
造
遥
は
、
「
先
生
の
謂
ふ
無
意
識
の
精
霊
は
、
客
観
の
実
体
か
、
 
 

そ
が
全
世
界
を
造
り
し
究
極
の
目
的
は
何
ぞ
っ
彼
れ
は
何
が
為
に
と
て
意
識
を
造
り
し
ぞ
。
」
 
（
『
烏
有
先
生
に
答
ふ
』
）
 
と
問
う
て
い
る
。
 
 

漁
連
の
理
解
か
ら
し
て
も
、
こ
こ
で
鴎
外
が
い
い
た
い
こ
と
は
、
追
造
は
、
世
界
の
根
源
た
る
無
意
識
暑
が
、
主
観
と
客
観
か
ら
な
る
現
 
 

象
の
世
界
で
あ
る
と
こ
ろ
の
意
識
界
を
創
造
す
る
所
以
を
考
え
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
意
識
者
が
現
象
と
な
っ
て
現
わ
 
 

れ
る
「
所
以
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
部
分
の
理
想
主
義
的
色
調
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
は
、
進
化
論
的
、
楽
観
論
的
な
目
的
を
指
し
て
い
た
 
 

の
で
は
な
い
か
。
乱
暴
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
世
の
中
は
、
現
実
は
苦
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
根
源
的
世
界
の
理
想
は
徐
々
 
 

に
現
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
歴
史
は
進
歩
す
る
の
で
あ
っ
て
、
無
意
識
老
は
、
歴
史
の
進
歩
を
目
的
と
し
て
、
姿
を
現
象
世
界
に
現
わ
し
て
い
 
 

る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
の
中
に
は
イ
デ
ー
が
現
わ
れ
つ
つ
あ
る
は
ず
だ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 

た
だ
し
、
こ
れ
は
「
烏
有
先
生
」
 
の
発
言
で
あ
る
。
鴎
外
自
身
は
、
追
造
の
無
意
識
の
精
霊
が
全
世
界
を
造
っ
た
目
的
は
な
に
か
、
と
い
 
 

う
問
い
に
対
し
て
、
の
ち
に
 
「
ハ
ル
ト
マ
ン
の
烏
有
先
生
こ
れ
を
聞
か
ば
、
唯
わ
が
無
意
識
の
哲
学
を
読
め
と
い
は
む
。
」
 
（
『
迫
遥
子
と
烏
 
 

有
先
生
と
』
）
と
は
ぐ
ら
か
し
て
い
る
。
 
 

（
5
）
 
老
、
荘
、
揚
、
墨
、
孔
丘
、
釈
迦
…
…
果
敢
な
き
す
さ
み
な
ら
ま
し
・
冶
遥
が
 
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
イ
ヤ
脚
本
評
釈
 
格
言
』
 
に
お
い
て
、
 
 

「
造
化
の
作
用
を
解
釈
す
る
に
、
彼
の
宿
命
数
の
旨
を
も
て
す
る
も
解
し
得
べ
く
、
又
耶
蘇
教
の
旨
を
も
て
す
る
も
解
し
得
べ
し
。
其
の
 
 

他
、
老
、
荘
、
楊
、
墨
、
儒
、
仏
、
若
し
く
は
古
今
東
西
の
哲
学
が
思
ひ
く
の
見
解
も
、
之
れ
を
造
化
に
あ
て
は
め
て
強
ち
当
た
ら
ざ
 
 

る
に
あ
ら
ず
。
」
と
述
べ
、
「
造
化
の
本
体
は
無
心
」
と
し
、
「
造
化
」
 
に
も
似
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ア
の
作
品
は
、
理
想
に
よ
っ
て
は
批
評
で
 
 

き
ぬ
の
で
、
「
記
実
」
 
に
従
う
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
の
に
対
し
、
観
念
の
世
界
は
存
在
す
る
の
に
、
「
記
実
」
 
の
み
に
留
ま
り
、
「
実
」
 
の
 
 

世
界
に
だ
け
閉
じ
こ
も
る
の
は
良
く
な
い
、
と
い
う
鴎
外
の
批
判
。
 
 

へ
6
）
 
後
天
に
の
み
注
げ
る
眼
は
ダ
ル
キ
ン
が
論
を
守
り
て
も
手
足
る
ペ
け
れ
ど
そ
れ
に
て
造
化
は
尽
さ
れ
ず
・
経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
現
象
 
 

界
の
知
識
だ
け
で
は
な
く
、
現
象
を
越
え
た
な
に
か
が
存
在
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
鴎
外
の
主
張
。
「
鴎
外
が
共
感
し
た
の
は
、
進
化
論
が
 
 

経
験
的
科
学
の
立
場
に
留
っ
て
い
て
、
外
的
環
境
か
ら
す
べ
て
を
説
明
し
つ
く
そ
う
と
す
る
こ
と
を
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
論
難
し
て
、
目
的
 
2
7
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（
2
）
 
 
 

（
1
）
 
 

烏
有
先
生
既
に
理
想
界
を
観
、
無
意
識
界
を
観
て
、
実
の
理
想
 
〓
d
e
e
）
 
あ
り
と
い
ひ
、
又
こ
れ
に
適
へ
る
極
致
 
二
d
e
巴
）
 
あ
 
 

（
3
）
 
 

り
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
と
て
先
生
は
い
に
し
へ
の
人
の
立
て
し
抽
象
理
想
論
の
迂
瀾
な
る
跡
を
追
は
む
と
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
こ
の
 
 

（
亀
）
 
 

世
紀
の
生
理
、
心
理
の
新
果
実
を
容
れ
ざ
る
に
も
あ
ら
ず
。
そ
の
言
に
い
へ
ら
く
。
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
。
 
 

彼
を
聞
い
て
寂
滅
為
楽
を
感
ず
る
も
の
あ
れ
ば
、
ま
た
待
人
こ
ひ
し
と
か
こ
つ
も
の
あ
り
。
此
を
見
て
諸
行
無
常
と
観
ず
る
も
の
あ
 
 

（
5
）
 
 

れ
ば
、
ま
た
ひ
た
す
ら
に
愛
で
た
が
る
も
の
も
あ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
先
づ
実
相
、
々
々
と
追
ひ
行
き
た
る
極
端
に
達
し
て
、
人
間
の
 
 

官
能
を
除
き
去
り
て
お
も
へ
。
声
は
本
と
声
な
ら
ず
、
色
は
本
と
色
な
ら
ず
。
声
も
色
も
分
子
の
動
き
ざ
ま
の
相
殊
な
る
の
み
。
純
 
 

（
6
）
 
 

粋
な
る
実
相
に
は
声
も
な
く
、
色
も
な
し
。
さ
て
一
歩
を
ゆ
づ
り
て
、
人
間
の
官
能
声
を
成
す
べ
き
分
子
の
波
を
耳
に
受
け
て
、
是
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

れ
声
な
り
と
い
ひ
、
色
を
成
す
べ
き
分
子
の
波
を
眼
に
受
け
て
、
是
れ
色
な
り
と
い
ふ
。
こ
れ
す
な
は
ち
意
識
界
な
り
。
祇
園
精
舎
 
 

の
鍵
わ
れ
が
ね
な
ら
ば
、
聞
く
も
の
こ
れ
を
厭
は
し
と
し
、
わ
れ
痙
な
ら
ず
ば
好
ま
し
と
せ
む
。
沙
羅
双
樹
の
花
萎
れ
ば
な
な
ら
ば
、
 
 

見
る
人
こ
れ
よ
り
去
り
、
し
ほ
れ
花
な
ら
ず
は
こ
れ
に
就
か
む
。
厭
は
し
と
し
て
去
り
、
好
ま
し
と
し
て
就
く
。
こ
れ
猶
後
天
よ
り
 
 

（
9
）
 
 

来
れ
る
決
断
な
り
。
さ
ば
れ
破
が
ね
な
ら
ぬ
祇
園
精
舎
の
鐘
を
聞
く
も
の
は
、
待
人
恋
ひ
し
と
も
お
も
ひ
、
寂
滅
為
楽
と
も
感
ず
べ
 
 

け
れ
ど
、
其
声
の
実
に
感
ず
る
は
一
な
り
。
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
を
見
る
も
の
は
、
諸
行
無
常
と
も
感
じ
、
ま
た
只
管
に
め
で
た
し
 
 
 

原
理
を
定
立
し
、
生
物
の
進
化
の
裡
に
合
目
的
的
な
、
理
性
の
活
動
を
見
出
そ
う
と
し
、
自
然
科
学
的
あ
る
い
は
唯
物
論
的
自
然
観
に
対
 
2
8
 
 

抗
し
て
、
理
性
と
精
神
の
権
利
を
護
ろ
う
と
し
た
点
で
あ
る
ご
 
（
前
掲
神
田
論
文
）
 
と
あ
る
。
た
だ
し
、
鴎
外
は
 
「
ダ
ア
ヰ
ン
、
ハ
ッ
ク
 
 

ス
レ
エ
が
説
の
中
に
世
界
の
真
理
あ
れ
ば
な
り
。
」
⊥
『
迫
遥
子
の
新
作
十
二
番
中
既
発
四
番
合
評
、
梅
花
詞
集
評
及
梓
神
子
』
）
 
と
も
述
べ
 
 

て
お
り
、
ダ
ー
ウ
イ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
批
判
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
唯
物
論
的
な
見
 
 

方
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
 
 

（
7
）
 
頼
は
誰
か
磨
き
成
し
た
る
…
…
そ
の
椙
殊
な
る
色
彩
の
合
し
て
渾
身
の
紋
理
を
な
す
は
、
先
天
の
理
想
に
は
あ
ら
ざ
る
か
と
・
生
物
に
は
、
 
 

先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
形
質
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
な
に
か
が
存
在
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
論
。
「
孔
雀
の
羽
の
模
様
 
 

の
裡
に
 
「
先
天
の
理
想
」
を
見
出
す
の
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
重
要
な
理
説
で
あ
る
ご
 
（
前
掲
神
田
詩
文
）
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（
8
）
 
 

と
も
挑
む
め
れ
ど
、
其
色
の
実
に
感
ず
る
は
一
な
り
。
こ
の
声
、
こ
の
色
を
ま
こ
と
に
美
な
り
と
は
、
耳
あ
り
て
能
く
聞
く
た
め
に
 
 

感
ず
る
に
あ
ら
ず
、
限
あ
り
て
能
く
視
る
た
め
に
感
ず
る
に
あ
ら
ず
。
先
天
の
理
想
は
こ
の
時
暗
中
よ
り
躍
り
出
で
1
此
声
美
な
り
、
 
 

（
1
0
）
 
 

（
1
1
）
 
 

こ
の
色
美
な
り
と
叫
ぶ
な
り
。
こ
れ
感
納
性
の
上
の
理
想
に
あ
ら
ず
や
。
 
 

（
1
）
 
烏
有
先
生
既
に
理
想
界
を
頓
、
無
意
戦
界
を
観
て
、
実
の
理
想
あ
り
と
い
ひ
：
」
こ
で
も
、
理
想
界
と
無
意
義
界
が
同
じ
資
格
で
並
べ
ら
 
 

れ
て
い
る
。
 
 

（
2
）
 
極
致
・
理
想
に
適
っ
た
も
の
。
－
d
e
a
－
。
 
 

（
3
）
 
さ
れ
ば
と
て
先
生
は
い
に
し
へ
の
人
の
立
て
し
抽
象
理
想
論
の
迂
潤
な
る
跡
を
追
は
む
と
に
も
あ
ら
ず
・
『
実
の
哲
学
』
第
l
章
第
一
節
 
 

「
美
的
仮
象
（
宴
e
a
e
s
t
訂
t
ぎ
訂
S
n
訂
ぎ
）
」
で
は
、
美
と
は
あ
く
ま
で
も
知
覚
可
能
で
具
体
的
な
仮
象
で
あ
る
ぺ
き
こ
と
を
理
由
に
、
 
 

知
覚
不
可
能
な
抽
象
的
理
想
を
奉
ず
る
説
を
排
し
て
い
る
。
（
『
審
美
論
』
「
美
の
所
在
」
参
照
）
 
 

（
4
）
 
こ
の
世
紀
の
生
理
、
心
理
の
新
果
実
を
容
れ
ざ
る
に
も
あ
ら
ず
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
方
法
は
、
「
科
学
の
成
果
を
最
高
度
に
利
用
し
な
が
ら
こ
 
 

れ
を
形
而
上
学
的
に
解
釈
し
て
行
く
」
 
（
前
掲
神
田
論
文
）
 
と
さ
れ
る
。
 
 

へ
5
）
 
そ
の
音
に
い
へ
ら
く
。
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
…
…
璧
で
た
が
る
も
の
も
あ
る
ペ
し
・
迫
蓮
の
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ヤ
脚
 
 

本
評
註
 
緒
言
』
 
に
お
け
る
「
舐
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
浮
屠
氏
は
聞
き
て
寂
滅
為
楽
の
響
な
り
と
い
へ
れ
ど
、
待
宵
に
は
情
人
が
何
と
聞
 
 

く
ら
ん
。
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
、
厭
世
の
目
に
は
諸
行
無
常
の
形
と
も
見
ゆ
ら
ん
が
、
愁
ひ
を
知
ら
ぬ
乙
女
は
、
如
何
さ
ま
に
挑
む
ら
ん
。
」
 
 

と
の
発
言
を
受
け
て
い
る
。
追
塞
が
「
造
化
の
本
体
は
無
心
」
と
し
た
の
に
対
し
、
理
想
は
存
在
す
る
、
と
の
塵
外
の
反
論
へ
の
布
石
。
 
 

（
6
）
 
さ
れ
ど
先
づ
実
相
、
々
々
と
追
ひ
行
き
た
る
極
端
に
達
し
て
、
人
間
の
官
能
を
除
き
去
り
て
お
も
へ
。
純
粋
な
る
実
相
に
は
声
も
な
く
、
色
 
 

も
な
し
昌
美
の
哲
学
』
康
一
章
第
一
節
に
、
科
学
者
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
外
界
は
、
原
子
よ
り
成
立
し
て
お
り
、
知
覚
不
可
 
 

能
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
美
の
所
在
は
な
い
、
と
の
説
明
が
あ
る
の
に
基
づ
く
。
（
『
審
美
諦
』
「
実
の
所
在
」
参
照
）
 
 

（
7
）
 
人
間
の
官
能
声
を
成
す
ペ
き
分
子
の
波
を
耳
に
受
け
て
、
走
れ
声
な
り
と
い
ひ
、
色
を
成
す
ペ
き
分
子
の
波
を
眼
に
受
け
て
、
是
れ
色
な
 
 

り
と
い
ふ
・
『
実
の
哲
学
』
第
一
章
第
一
節
に
人
間
の
五
感
が
感
覚
を
生
ず
る
の
は
、
外
界
か
ら
の
刺
激
に
よ
る
、
と
の
説
明
が
あ
る
。
 
 

（
『
審
美
論
』
「
実
の
所
在
」
参
照
）
 
 

こ
れ
す
な
は
ち
意
識
界
な
り
・
『
美
の
哲
学
』
 
の
該
当
箇
所
（
『
審
美
論
』
「
美
の
所
在
」
相
当
部
分
）
 
で
は
、
「
意
識
（
B
e
ヨ
S
S
こ
」
と
い
 
 

う
語
は
心
理
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
鴎
外
文
で
も
、
前
か
ら
の
つ
な
が
り
で
見
る
と
、
心
理
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
 
為
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に
見
え
る
が
、
後
の
「
先
天
の
理
想
は
こ
の
時
暗
中
よ
り
経
り
出
で
1
此
声
美
な
り
、
こ
の
色
美
な
り
と
叫
ぶ
な
り
」
と
の
対
照
と
し
て
善
 
 

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
「
意
識
界
」
は
「
無
意
識
界
」
 
の
対
概
念
の
現
象
世
界
と
し
て
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
 
 

る
。
文
脈
上
は
、
①
人
間
の
感
覚
を
除
い
た
物
質
の
世
界
。
②
人
間
の
感
覚
に
上
る
意
識
の
世
界
。
③
意
識
を
越
え
た
無
意
識
の
税
源
的
世
 
 

界
。
以
上
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
形
而
上
学
的
意
味
と
心
理
的
意
味
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
想
像
す
る
に
、
鴎
外
は
、
 
 

ハ
ル
ト
マ
ン
が
『
無
意
識
の
哲
学
』
 
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
ば
り
の
無
意
識
者
を
主
張
し
た
の
に
感
銘
し
て
、
有
理
想
の
哲
学
を
 
 

示
そ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の
論
証
に
『
実
の
哲
学
』
冒
頭
を
持
っ
て
き
た
た
め
に
、
混
乱
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
。
『
実
の
哲
学
』
冒
癒
で
 
 

は
、
形
而
上
学
は
語
ら
れ
ず
、
ご
く
常
識
的
に
、
美
と
い
う
も
の
は
、
物
質
的
世
界
に
は
存
在
せ
ず
、
か
と
い
っ
て
、
物
質
と
は
無
関
係
に
 
 

精
神
の
世
界
に
存
在
す
る
訳
で
も
な
く
、
物
質
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
、
我
々
の
意
識
の
中
に
生
ず
る
感
覚
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
、
と
い
っ
 
 

た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
（
『
審
美
論
』
「
実
の
所
在
」
参
照
）
 
 

祇
園
精
舎
の
纏
わ
れ
が
ね
な
ら
ば
、
…
・
‥
厭
は
し
と
し
て
去
り
、
好
ま
し
と
し
て
就
く
。
こ
れ
猶
後
天
よ
り
来
れ
る
決
断
な
り
・
前
掲
神
 
 

田
論
文
は
、
直
後
の
「
破
が
ね
な
ら
ぬ
祇
園
精
舎
の
鎧
を
聞
く
も
の
は
・
…
・
こ
れ
感
納
性
の
上
の
理
想
に
あ
ら
ず
や
。
」
を
と
り
あ
げ
、
こ
 
 

の
部
分
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
 
「
美
的
判
断
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
は
な
く
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
乃
至
ユ
ム
ビ
リ
ッ
シ
テ
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

な
ぜ
な
ら
美
的
客
体
も
、
美
的
快
感
も
、
共
に
経
験
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
、
快
の
外
国
は
そ
の
客
体
の
中
に
の
み
存
す
る
の
だ
か
ら
。
」
と
 
 

い
う
ハ
ル
ト
マ
ン
の
主
張
に
基
づ
く
は
ず
で
あ
る
の
に
、
鴎
外
は
ハ
ル
ト
マ
ン
を
「
勝
手
に
観
念
化
し
て
い
る
」
 
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
 
 

神
田
氏
が
紹
介
し
て
い
る
ハ
ル
ト
マ
ン
の
論
は
、
こ
の
部
分
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
鴎
外
の
文
脈
で
は
、
こ
う
し
 
 

た
「
後
天
よ
り
来
れ
る
決
断
」
は
意
識
界
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
越
え
た
無
意
識
の
判
断
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
 
 

続
き
方
で
あ
る
。
 
 

先
天
の
理
想
は
こ
の
時
暗
中
よ
り
躍
り
出
で
～
此
声
美
な
り
、
こ
の
色
実
な
り
と
叫
ぶ
な
り
・
『
美
の
哲
学
』
第
六
章
零
五
節
（
分
量
に
 
 

し
て
丁
度
半
分
く
ら
い
の
と
こ
ろ
）
 
の
「
無
意
識
の
イ
デ
ー
の
仮
象
と
し
て
の
美
（
D
a
∽
S
c
冨
完
a
－
s
d
a
s
S
c
h
e
h
n
e
n
d
e
r
G
n
b
e
ヨ
S
S
t
e
n
 
 

－
d
e
e
）
」
と
題
し
た
説
明
の
中
に
、
「
美
は
イ
デ
ー
の
仮
象
で
あ
る
。
（
D
a
s
S
c
冨
n
e
i
s
t
d
a
s
S
c
h
e
ぎ
e
n
d
e
こ
d
e
e
．
）
」
「
つ
ま
り
、
仮
象
 
 

と
い
う
の
は
、
イ
デ
ー
の
図
解
、
あ
る
い
は
表
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
d
↑
d
e
r
S
c
F
e
i
n
m
u
s
s
d
訂
V
e
r
s
i
n
n
－
訂
F
u
扁
O
d
e
r
d
e
r
 
 

A
亡
乳
2
C
打
計
こ
紆
e
s
e
i
n
．
）
」
 
な
ど
と
あ
り
、
美
が
イ
デ
ー
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
避
に
い
え
ば
、
イ
デ
ー
が
現
わ
れ
 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
の
美
た
る
所
以
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
（
9
）
 
で
述
べ
た
よ
う
に
、
神
田
論
文
は
、
『
無
意
 
 

識
哲
学
』
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
を
、
鴎
外
に
よ
る
ハ
ル
ト
マ
ン
の
「
勝
手
な
観
念
化
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
が
、
鴎
外
文
の
こ
 
 

の
箇
所
は
、
『
美
の
哲
学
』
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。
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い
か
に
珍
ら
し
き
楽
に
も
自
然
な
ら
ぬ
声
は
な
く
、
い
か
に
め
で
た
き
画
に
も
自
然
な
ら
ぬ
色
は
な
し
。
意
識
の
中
に
声
を
調
へ
 
 

（
1
）
 
 

て
も
楽
と
な
す
べ
く
、
意
識
の
中
に
色
を
施
し
て
も
画
と
な
す
べ
き
は
べ
き
は
言
ふ
ま
で
も
あ
ら
じ
。
さ
れ
ど
モ
ツ
ア
ル
ト
は
み
づ
 
 

か
ら
美
し
く
強
き
夢
の
裡
よ
り
其
調
を
得
た
り
と
い
え
り
。
こ
は
画
工
の
上
に
も
詩
人
の
上
に
も
あ
る
こ
と
に
て
、
所
謂
神
釆
即
是
 
 

（
3
）
 
 

（
2
）
 
 

な
り
。
真
の
美
術
家
の
制
作
は
無
意
識
の
辺
よ
り
来
る
。
こ
れ
製
作
性
の
上
の
理
想
に
あ
ら
ず
や
。
 
 

（
1
）
 
い
か
に
珍
ら
し
き
楽
に
も
自
然
な
ら
ぬ
声
は
な
く
…
…
意
畠
の
中
に
色
を
施
し
て
も
画
と
な
す
べ
き
は
ペ
き
は
一
首
ふ
ま
で
も
あ
ら
じ
・
音
 
 

楽
絵
画
は
物
質
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
媒
介
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
記
憶
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
や
旋
律
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
 
 

に
、
空
想
の
中
だ
け
で
も
音
楽
絵
画
の
実
は
成
り
立
ち
得
る
、
と
い
っ
た
叛
似
の
説
明
が
 
『
美
の
香
草
』
 
の
冒
頭
に
あ
る
。
（
『
審
美
論
』
 
 

「
美
を
担
い
た
る
主
象
」
参
照
）
 
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
実
は
物
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
主
体
の
一
種
の
イ
メ
ー
ジ
 
（
仮
象
）
 
の
中
に
存
在
 
 

す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で
は
、
自
然
と
意
識
と
を
共
に
無
意
識
の
対
立
概
念
と
し
て
括
る
働
き
を
し
て
 
 

い
る
。
 
 

（
2
）
 
さ
れ
ど
モ
ツ
ア
ル
ト
は
み
づ
か
ら
美
し
く
強
き
夢
の
裡
よ
り
其
鯛
を
得
た
り
と
い
え
り
…
＝
・
所
謂
神
来
即
是
な
り
。
真
の
美
術
家
の
制
作
 
 

は
無
意
鼓
の
辺
よ
り
来
る
・
芸
術
実
の
な
る
時
は
、
無
意
識
老
が
神
釆
の
理
想
と
し
て
、
作
者
に
宿
る
、
と
の
考
え
が
、
『
実
の
哲
学
』
第
 
 

六
章
第
五
節
「
世
界
全
体
の
中
の
美
の
地
位
」
 
（
D
i
e
S
t
e
ニ
∈
扁
d
e
s
S
c
h
旨
e
n
i
n
W
e
－
昏
n
発
こ
 
に
あ
る
。
（
『
審
美
綱
領
』
「
世
界
観
上
の
 
 

美
の
地
位
」
参
照
）
 
 

（
3
）
 
こ
れ
製
作
性
の
上
の
理
想
に
あ
ら
ず
や
・
美
術
品
が
製
作
さ
れ
る
時
、
イ
デ
ー
が
現
わ
れ
、
芸
術
品
が
美
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
そ
 
 

れ
で
「
製
作
性
の
上
の
理
想
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
 
 

（
以
下
、
次
号
）
 
 
 

（
H
）
 
こ
れ
感
納
性
の
上
の
理
想
に
あ
ら
ず
や
・
神
田
論
文
は
「
「
完
納
性
の
理
想
」
と
い
う
の
は
、
「
製
作
性
の
理
想
」
 
の
句
と
共
に
、
何
の
こ
 
 

と
か
、
全
然
理
解
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
（
1
0
）
 
で
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
が
あ
る
現
象
を
美
で
あ
る
と
感
じ
る
時
、
そ
の
 
 

現
象
が
美
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
が
イ
デ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
意
に
と
れ
ば
、
理
解
で
き
よ
う
。
 
 


