
『
浮
世
物
語
』
に
お
け
る

主
人
公
の
機
能
と
巻
第
二
の
断
層

松

健

本

一
、
は
じ
め
に

吋
浮
世
物
語
」
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
前
半
か
ら
後
半
へ
の
流
れ
に
お
い
て
克
ら
れ
る
様
相
の

2

変
化
に
注

E
し
て
い
る
。
「
浮
世
物

証
聞
い
は
は
じ
め
、
媛
小
滑
稽
に
設
定
さ
れ
た
主
人
公
の
批
判
さ
れ
る
べ
き
振
る
舞
い
を
描
く
ハ
ナ
シ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
あ
る
時
か

ら
主
人
公
に
は
批
判
を
す
る
側
の
性
格
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
巻
第
三
で
は
主
に
政
道
批
判
を
諮
り
、
巻
第
四
以
降
は
主
に
知
足
安
分

の
生
活
を
訴
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
、
先
学
の
多
く
が
主
張
し
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
分
裂
性
で
は
な
く
一
貫
性

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
分
裂
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
に
対
し
て
、
そ
の
分
裂
性
を
語
る
よ
り
一
貫
性
を
語
る
方
が
有
意
義
な
作
業
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
吋
浮
世
物
語
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
方
向
性
は
首
常
し
が
た
い
。

野
田
寿
雄
氏
は
コ
浮
世
物
諮
問
」
覚
書
」
に
お
い
て
、

1 

-
:
浮
世
一
併
の
造
型
が
、
た
し
か
に
粋
狂
と
高
潔
と
に
分
裂
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
分
裂
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
者
の
内
面
に
お
い
て
は
意
外
に
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
陣
突
傾
城
に
う
ち
上
げ

た
浮
世
一
加
が
、
一
方
に
主
君
に
対
し
て
人
偏
の
道
を
説
く
の
は
、
矛
盾
と
い
え
ば
矛
盾
で
あ
る
が
、
こ
の
作
に
お
い
て
浮
世
腐
は
は
じ
め

か
ら
自
由
人
と
し
て
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
意
味
で
彼
は
超
人
的
な
神
と
し
て
の
待
遇
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
神

で
あ
る
以
上
、
変
転
自
在
は
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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2 

と
述
べ
て
い
た
。
「
ι

自
白
人
」
や
「
神
」
ほ
ど
の
わ
か
り
や
す
い
討
誌
を
使
わ
ず
と
も
、
先
学
の
多
く
が
七
張
し
て
い
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
を
超
越
で
き
る
性
格
が
あ
ら
か
じ
め
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
導
き
や
す
く
し
て
い
た
の
は
「
浮
出
」
と

い
う
言
葉
の
持
つ
イ
メ

i
ジ
の
広
が
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
草
川
日
山
山
物
語
い
を
対
象
と
す
る
限
り
こ
の
よ
う
な
論
理
立
て
は
辿
り
や
す
い

道
筋
で
あ
っ
た
。
確
か
に
変
転
自
在
が
一
明
則
さ
れ
る
土
壌
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
注
悲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
全
て
の
変
転
が
作

者
の
予
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
浮
府
一
Mmを
神
と
見
な
す
と
同
時
に
浅
井
了
意
に
も
揺
る
ぎ
な
い
構

成
能
力
を
認
め
、
全
て
が
予
定
通
り
に
語
ら
れ
尽
く
し
た
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
先
ず
は
変
化
は
変
化
と
し
て
認
め
、
そ
の
理
由
を
こ
そ
探

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
資
牲
を
主
張
す
る
論
考
の
存
在
自
体
が
、
変
化
と
い
う
現
象
の
存
在
を
説
明
し
て
い
る
。
前
後
半
そ
れ
ぞ
れ

の
語
ら
れ
方
の
特
教
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
ど
こ
ま
で
が
作
寄
の
当
初
の
予
定
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

一
一
、
主
人
公
の
設
定
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浅
井
了
意
は
一
堪
忍
記
」
や
「
可
笑
記
評
判
」
な
ど
で
教
訓
・
啓
蒙
を
盛
ん
に
書
い
て
き
た
わ
け
だ
が
、
吋
浮
世
物
語
」
の
中
に
も
や
は
り

そ
の
よ
う
な
留
所
を
多
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
こ
れ
ら
は
パ
同
じ
よ
う
な
動
機
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
も
の
を
諮
り
た
い
と
い

う
欲
求
か
ら
成
立
し
た
部
分
が
多
か
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
「
浮
世
物
混
聞
い
は
こ
の
よ
う
に
主
人
公
の
い
る
物
語

の
形
態
を
と
っ
て
一
諮
問
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
こ
と
に
注
意
し
な
が
ら
こ
の
物
語
を
読
み
は
じ
め
て
み
た
い
。

つ
い
せ
う

浮
世
一
関
の
登
場
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
先
ず
は
父
親
の
性
格
設
定
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
追
従
ら
し
き
へ
つ
ら
ひ
者
」
、

ょ

せ

い

い

A
L
A
4
の

ご

く

ち

う

主

さ

う

お

く

び

ゃ

ム

ワ

ヰ

円

「
八
ポ
勢
の
音
信
物
(
権
威
が
ら
み
の
賄
賂
)
を
と
る
事
山
の
ご
と
し
」
、
「
問
問
中
無
双
の
臆
病
者
」
と
、
万
人
に
と
っ
て
の
軽
蔑
す
べ
き
要
素
を

も
っ
て
臨
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
王
朝
物
語
の
主
人
公
の
あ
り
ょ
う
を
徹
底
的
に
逆
転
」
と
い
う
評
価
が

一
般
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
滑
稽
さ
だ
け
で
は
な
く
、
啓
蒙
・
教
訓
を
目
的
と
し
た
唱
導
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
も
っ
と
直
接
的
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
c

そ
れ
は
唱
導
に
利
用
す
る
た
め
の
主
人
公
を
登
場
さ
せ
る
擦
の
工
夫
で
あ
り
、
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
は
読
者
が
感
じ
る
主
人
公
と
の
距
離
感



、
、
、

で
あ
っ
た
。
こ
の
設
定
に
よ
っ
て
父
親
は
、
ど
の
よ
う
な
読
者
に
と
っ
て
も
決
し
て
〈
自
分
の
側
〉
の
人
間
と
は
見
な
せ
な
い
存
在
と
な
っ
て

い
た
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
父
親
の
紹
介
に
よ
っ
て
こ
の
物
語
の
主
人
公
も
、
本
人
の
紹
介
よ
り
前
か
ら
ど
の
よ
う
な
読
者
に
と
っ
て
も
、
先
ず

は
自
分
と
は
距
離
の
あ
る
〈
向
こ
う
側
〉
の
人
間
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
こ
そ
注
目
点
が
あ
っ
た
。
読
者
に
〈
自

分
の
側
〉
の
人
間
と
思
わ
れ
て
し
ま
っ
て
は
果
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
機
能
が
、
こ
の
主
人
公
に
は
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ゐ

品

ひ

や

は

ら

ひ

ゃ

う

は

う

て

な

じ

浮
世
一
房
自
身
に
つ
い
て
は
こ
の
後
で
、
「
居
合
・
柔
・
兵
法
な
ん
ど
、
お
さ
な
き
よ
り
手
馴
れ
さ
せ
、
す
こ
し
は
字
が
し
ら
を
も
読
み
わ
く

げ

い

の

う

か

た

ふ

世

ょ

う

る
や
う
に
も
あ
れ
か
し
と
、
寺
に
あ
げ
て
子
習
ひ
を
さ
す
れ
ど
も
、
芸
能
の
方
は
こ
と
の
ほ
か
に
不
器
用
な
り
」
と
い
っ
た
性
格
が
紹
介
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
当
然
先
ほ
ど
か
ら
の
印
象
が
影
響
す
る
た
め
こ
こ
で
こ
の
主
人
公
を
自
分
に
重
ね
合
わ
せ
る
読
者
は
い
る
は
ず
も
な

い
。
し
か
し
冷
静
に
見
て
み
れ
ば
、
実
際
に
は
浮
世
腐
の
こ
の
性
格
は
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
条
件
、
だ
け
で
は
充
分
に
多
く

の
読
者
に
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
た
の
は
、
い
わ
ば
超
人
的
に
彼
岸
に
存
在
す
る
父
親
の
印
象
に

引
っ
張
ら
れ
、
彼
岸
に
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
持
た
せ
て
し
ま
う
主
人
公
を
、
実
は
此
岸
に
人
間
と
し
て
生
み
落
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
主
人
公
と
の
関
に
は
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
た
読
者
が
、
や
が
て
は
そ
れ
が
錯
覚
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。

父
親
を
利
用
し
た
二
段
階
の
性
格
紹
介
は
、
実
際
に
は
読
者
に
と
っ
て
身
近
で
現
実
的
な
行
い
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
主
人
公
に
、
心
お
き

な
く
朗
笑
的
・
批
判
的
視
線
を
向
け
さ
せ
て
お
く
た
め
の
腐
到
な
仕
掛
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
が
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
事
態

は
、
次
の
場
面
か
ら
早
速
あ
ら
わ
れ
る
。
主
人
公
(
こ
の
時
の
名
は
瓢
太
郎
)
は
、
博
突
に
溺
れ
て
負
け
続
け
る
。
そ
の
時
の
醜
態
は
、

-60-

きに
事
な負ま銭
りくの
。る中

見事にし
ぐか S民主
るぎを恥
しりま
さなじ
、しへ

ふ後銀f
ばにの
かは下
り n七kに
なり金i
し博lどを
o 実名し

にき
なつ
りつ

i撞i立
11華Lて
まで
なは
こと
にら
なれ
り
つ積
つみ
赤Zて
面れま
しと
けら
るれ
有
り夜
さご
まと

i立寄
lこり
あ合あ
るひ
人て
は打
すつ
ま ほ
じど

と
拙
か
れ
て
い
た
。
次
第
に
大
き
な
金
額
を
賭
け
る
よ
う
に
な
り
、
切
羽
詰
ま
っ
て
遂
に
は
喧
嘩
ご
し
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
、
決
し
て
飛
躍

し
た
表
現
に
頼
る
こ
と
な
く
、
活
写
さ
れ
て
い
る
。
〈
向
こ
う
側
〉
に
い
る
主
人
公
の
荒
唐
・
滑
摺
な
あ
り
さ
ま
の
よ
う
な
印
象
で
読
ま
れ
な

が
ら
も
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
に
陣
突
に
溺
れ
る
綿
子
は
、
読
者
に
と
っ
て
自
ら
や
向
ら
の
周
臨
に
党
え
の
あ
る
事
態
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鼻
先
に
突
き
つ
け
ら
れ
れ
ば
煙
た
く
思
う
戒
め
で
あ
ろ
う
が
、
〈
向
こ
う
側
〉
の
見
苦
し
い
事
態
を
笑
う
こ
と
を
経
由
し
て
の
自
戒
と
し
て
な

3 



4 

ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
に
届
く
内
容
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ο

つ
ま
り

7
慈
が
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
戒
め
を
話
り
た
か
っ
た
と
い
う
動
機
は
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
、

的
に
怯
え
る
た
め
に
方
法
を
工
夫
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の

続
く
場
面
で
も
同
じ
よ
う
に
こ
の
仕
掛
け
が
怠
昧
を
持
つ
。
主
人
公
は
お
邸
に
通
い
詰
め
て
身
を
持
ち
出
す
。

そ
れ
を
よ
り
効
果

そ
の
時
の
醜
態
は
、

ち
ょ
1

か

い

ひ

ご

ろ

ち

い

ん

&

く

ぜ

つ

お

ほ

:
や
が
て
揚
屋
の
中
二
階
に
か
け
あ
が
り
、
日
比
知
音
の
太
夫
に
逢
ひ
て
、
あ
る
時
は

U
古
を
し
い
だ
し
、
大
い
に
振
ら
れ
て
馬
を
つ

ヘ

バ

ち

九

り

た

い

こ

し

ゅ

は

な

さ

き

な
ぎ
、
又
あ
る
時
は
、
「
後
の
位
ま
で
」
と
か
た
ら
は
れ
て
、
命
を
践
と
も
思
は
ず
、
太
鼓
衆
に
う
ち
は
や
さ
れ
て
、
鼻
の
先
う
ぞ
や
き
、

う
ご
/
¥
と
し
て
笑
ひ
ど
よ
め
き
、
日
ご
と
に
通
ふ
ほ
ど
に
、
金
銀
を
つ
か
ふ
事
水
の
ご
と
く
、

と
描
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
も
飛
躍
し
た
表
現
は
夜
わ
れ
て
い
な
い
。
太
夫
の
手
繰
手
管
に
気
づ
か
ず
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
愚
か
さ
は
、

外
か
ら
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
模
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
他
人
か
ら
忠
告
さ
れ
て
も
開
く
耳
は
持
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
滑
稽
な
〈
向
こ
う
側
〉

の
人
間
を
笑
う
内
に
、
自
ら
の
覚
え
に
行
き
当
た
る
こ
と
も
あ
り
得
ょ
う
。
立
一
の
慌
を
通
わ
せ
て
い
た
つ
も
り
が
、
本
当
は
典
型
的
な
太
夫
の

常
套
手
法
に
乗
せ
ら
れ
て
い
た
だ
け
と
気
づ
く
の
な
ら
、
こ
の
戒
め
は
実
に
効
果
の
お
い
方
法
で
語
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

教
部
が
教
誹
ら
し
か
ら
ぬ
由
路
で
届
け
ら
れ
る
こ
と
の
有
効
性
と
い
う
こ
と
の
み
で
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
が
あ
っ
た
。
常
吉
幸
子

氏
は
つ
j
意
に
お
け
る
〈
批
判
〉
の
特
性
i
i
j
「

浮

監

物

諮

問

」

へ

の

視

角

に

お

け

る

論

5
1
1
」
に
お
い
て
、
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御
立
派
な
夜
郎
自
大
の
教
訓
な
ど
に
誰
が
好
ん
で
耳
を
傾
け
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
自
己
を
滑
稽
化
し
卑
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
時
人
は
進
ん
で
関
心
を
示
し
話
を
潤
い
て
く
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
(
中
略
)
:
:
:
は
じ
め
か
ら
教
訓
的
に
諮
り
か
け
ら
れ
る
吋
可
笑

記
い
よ
り
も
、
ま
ず
そ
の
享
楽
牲
を
徹
底
し
て
発
現
し
、
や
が
て
身
は
愚
劣
な
り
に
教
訓
す
る
次
善
の
段
階
へ
、
さ
ら
に
浮
世
房
型
の
理

想
的
人
格
へ
と
、
一
つ
の
人
格
の
成
長
の
過
程
と
し
て
一
芯
さ
れ
る
「
浮
世
物
語
〕
の
方
が
、
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ど
れ
ほ
ど
読
者
の
関
心

を
ひ
き
説
得
力
を
も
つ
か
は
言
う
ま
で
も
な
く
開
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
円
笑
記
」
か
ら
「
浮
階
一
物
語
」
へ
の
組
み
替
え
と
変
容
は
、
よ
り

教
誠
・
批
判
の
有
効
性
を
求
め
た
よ
り
高
次
の
文
芸
社
へ
の
移
行
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
稿
者
が
訴
え
た
い
の
は
、
「
人
格
の
成
長
の
過
程
」
な
ど
を
待
つ
も
の
で
は
な
く
、
前
半
の
み
で
完
結
し
得
る
教
誹

の
有
効
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
読
者
に
と
っ
て
の
身
近
な
自
省
点
を
他
者
の
こ
と
と
し
て
見
せ
る
と
い
う
特
別
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
主
人
公
の
現
実
的
な
行
動
を
父
親
の
特
異
な
印
象
に
重
ね
た
ま
ま
描
く
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ

こ
の
方
法
は
後
半
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
巻
第
一
の
二
「
浮
世
房
な
り
た
ち
の
事
」
で
詳
細
に
設
定
さ
れ
た
主
人
公
の
性
格
が
意

味
を
持
つ
範
囲
と
持
た
な
い
範
囲
と
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
浮
世
物
語
い
に
断
層
を
認
め
る
確
か
な
手
掛
か
り
と
な

る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
後
に
述
べ
る
と
し
て
、
先
ず
は
こ
の
よ
う
な
方
法
に
用
語
を
与
え
て
み
た
い
。

一
一
、
反
治
の
た
め
の
物
語
構
想

如
協
子
に
よ
る
「
可
笑
記
」
巻
第
二
の
七
に

-
:
か
〉
る
う
き
陸
に
す
み
な
が
ら
、
行
儀
た
ポ
し
く
心
真
に
し
て
は
、
み
な
人
き
づ
か
ひ
、
む
つ
か
し
が
り
て
近
よ
ら
ず
、
近
よ
ら
ざ

な
い
ね
つ

れ
ば
親
し
む
事
な
し
。
親
し
ま
ざ
れ
ば
其
患
を
除
き
、
此
普
を
す
〉
め
が
た
し
。
安
に
本
疫
の
療
治
あ
り
、
た
と
へ
ば
内
熱
を
冷
ま
さ
ん

と
て
、
冷
薬
を
用
る
事
、
こ
れ
本
治
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
焼
け
石
に
水
を
か
く
る
如
く
に
て
、
冷
め
か
ぬ
る
時
は
、
右
の
冷
薬
の
内
へ
、

熱
薬
を
一
味
加
へ
て
用
る
時
に
は
、
熱
か
な
ら
ず
冷
む
る
な
り
。
こ
れ
反
治
な
り
。
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と
い
う
件
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
了
意
は
吋
可
笑
記
評
判
」
巻
第
三
の
七
に
お
い
て
、

し

ん

り

は

ん

ぢ

・
:
今
の
世
は
、
心
を
真
に
行
義
た
ず

A

し
け
れ
ば
、
蓄
を
教
ゆ
べ
き
事
か
た
し
、
と
い
へ
る
そ
の
理
、
闘
え
た
り
。
反
治
の
た
と
へ
、
よ

く
か
な
へ
り
。

5 

と
そ
の
発
想
を
評
価
し
て
い
た
。
何
か
に
つ
け
て
吋
可
笑
記
い
の
記
述
に
難
締
を
つ
け
て
き
た
「
可
笑
記
評
判
」
の
中
で
は
印
象
深
い
。
そ
し

て
に
お
い
て
さ
ら
に
続
け
ら
れ
た
油
断
慨
怠
の
戒
め
の
話
に
つ
い
て
、
了
惑
は
冷
静
に
こ
の
本
反
の
話
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い



自

と
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
は
支
っ
当
立
批
判
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
も

f
患
が
本
一
以
の
訴
と
臨
か
に
向
か
い
合
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

吋
浮
控
物
語
句
に
お
い
て
了
窓
が
前
述
の
よ
う
な
主
人
公
を
設
定
し
た
の
に
は
、
一
以
治
の
期
待
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
唱
導

を
効
倒
木
的
に
行
う
た
め
に
は
、
〈
道
・
理
〉
を
教
条
約
に
押
し
つ
け
る
よ
り
も
、
反
対
の
山
内
容
を
投
げ
か
け
て
み
て
聞
き
手
(
読
者
)
の
反
作

用
を
待
つ
と
い
う
方
法
も
ま
た
選
ぶ
べ
き
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
活
相
対
ω
ぷ
い
の
よ
う
な
形
を
取
ら
ず
に
物
語
を
構
想
し
た
こ
と
が
先
ず
は
そ

の
実
践
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
冒
頭
の
設
定
に
よ
っ
て
主
人
公
の
利
用
錨
棋
を
充
分
に
擁
保
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
工
夫
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
進

じ
ん
か
ん

ん
で
関
心
を
示
し
話
を
際
い
て
」
も
ら
う
た
め
と
い
う
よ
う
な
全
体
的
な
開
山
の
み
な
ら
ず
、
，
j
立
が
懸
念
す
る
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
イ
ン

ト
に
浮
控
訴
を
据
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
薩
接
的
な
教
化
を
臼
論
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
浮
出
物
一
訪
問
」
の
中
で
は
一
民
治

と
い
う
一
言
葉
は
捜
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
汁
日
葉
肉
体
を
意
識
し
て
い
た
と
見
な
す
材
料
は
な
い
の
だ
が
、
反
治
の
発
想
を
用
い
て
い
た
と
い
う

に
相
応
し
い
こ
と
は
充
分
に
確
認
で
き
る
。

議
太
郎
辻
、
高
原
で
全
財
産
を
捷
い
果
た
し
た
後
、
あ
る
大
名
の
と
こ
ろ
で
歩
若
党
に
な
る
(
巻
第
一
の
七
)
。
こ
こ
で
反
治
は
さ
ら
に
そ

の
特
性
を
発
揮
す
る
。

召
し
か
か
え
ら
れ
た
主
人
公
(
こ
の
時
の
名
は
兵
太
郎
)
の
仕
事
と
い
え
ば
、
家
臣
か
ら
も
農
民
か
ら
も
と
に
か
く
き
っ
く
税
を
取
り
立
て

る
た
め
に
知
恵
を
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
藩
財
政
の
浮
沈
に
よ
っ
て
は
無
慈
悲
な
重
税
の
事
態
も
現
実
に
め
ぐ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の

よ
う
な
行
政
の
実
態
を
非
難
の
対
象
と
す
る
に
は
当
然
配
慮
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
吋
浮
世
物
語
い
の
中
で
は
、
重
税
に
苦
し
む
家
臣
た

ち
に
と
っ
て
の
非
難
の
対
象
と
し
て
は
、
大
名
で
も
悪
政
そ
の
も
の
で
も
な
く
、
話
一
説
を
雨
策
し
な
が
ら
大
名
の
後
ろ
履
に
安
住
し
て
い
る
兵

太
郎
を
選
ば
せ
た
の
で
あ
る
。
家
臣
た
ち
の
気
持
は
、
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「
千
人
の
指
さ
す
者
は
、
病
な
く
し
て
死
す
と
い
ふ
事
あ
り
。
待
ち
て
み
よ
、

却
を
の
ろ
ひ
居
る
。

か

た

づ

ほ
こ
ら
し
き
事
は
あ
る
ま
じ
」
と
、
片
津
を
の
み
て
兵
太

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
捜
ま
れ
る
の
は
よ
っ
ぽ
ど
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
危
険
な
こ
と
で
も
あ
る
も
兵
太
郎
が
そ
の
役
回
り
を
引
き

受
け
た
の
で
あ
る
が
、
重
一
説
を
徴
収
す
る
側
の
人
間
と
い
う
の
は
現
実
世
界
に
当
然
実
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
彼
ら
に
は
重
税
の
非

を
政
道
と
し
て
説
く
言
説
よ
り
も
、
他
人
事
の
よ
う
に
つ
る
し
上
げ
て
お
き
な
が
ら
、
恨
み
の
対
象
は
実
は
・
自
分
で
も
あ
り
得
る
と
気
づ
か
せ



る
こ
と
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
効
果
的
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

谷
脇
理
史
氏
三
浮
段
物
語
」
と
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
」
は
、
仮
名
草
子
の
中
に
は
、
政
治
的
な
発
言
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
ト
ラ
ブ
ル
を

未
然
に
紡
ぐ
た
め
、
表
現
に
配
慮
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
の
場
面
で
は
、
表
現
上
の
配
慮
の
み
な
ら
ず
、
設
定
と
ハ

ナ
シ
の
筋
そ
の
も
の
で
現
実
批
判
を
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
本
稿
は
、
つ
浮
世
物
語
」
の
前
半
は
批
判
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
接
近
し
て
教
化
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
企
図
し
て
い
た
と
解
釈
し
て
い
る
た
め
、
設
定
に
よ
る
期
待
の
比
重
は
カ

今

ラ

i
ジ
ュ
よ
り
、
教
化
の
効
果
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
向
じ
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
に
し
て
も
、
政
治
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
、

教
訓
を
教
条
的
に
見
せ
ず
に
、
読
ま
れ
や
す
く
、
そ
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
す
る
た
め
の
方
法
上
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

直
接
的
に
当
局
を
非
難
す
る
構
国
を
と
ら
ず
に
、
悪
政
の
当
事
者
た
ち
に
内
省
を
促
す
。
少
な
く
と
も
教
化
の
た
め
の
カ
今
ラ
i
ジ
ュ
な

ら
ば
、
確
か
に
働
い
て
い
た
。
つ
ま
り
「
浮
世
物
語
い
の
前
半
で
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
現
実
的
な
教
化
の
実
践
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
か
く
「
浮
世
物
語
」
の
教
化
は
後
半
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
前
半
は
滑
稽
認
な
ど
と
の
解
釈
が
な
さ
れ

て
き
た
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
浮
世
物
語
」
前
半
の
分
析
の
至
ら
な
さ
が
導
い
た
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
浮
世
物
語
但
の
分
析
は
、
「
浮
出
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
、
そ
し
て
蚊
他
と
い
う
終
幕
の
た
め
に
、
観
念
的
な
言
葉
で

語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

円。

巻
一
・
巻
二
で
無
限
に
空
間
を
移
動
す
る
行
為
者
で
あ
っ
た
浮
世
携
も
、
巻
三
に
到
る
と
大
名
家
へ
の
定
着
を
契
機
に

H

こ
と
ば
の
人
μ

に
変
身
す
る
。
こ
の
変
身
自
体
は
、
作
者
の
夢
を
語
っ
た
「
浮
世
物
語
」
と
し
て
は
少
し
も
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
ナ
ン
セ
ン
ス
を

モ
チ
ー
フ
に
し
て
生
き
る
浮
世
斑
も
、
セ
ン
ス
の
世
界
を
批
評
す
る
浮
世
房
も
、
と
も
に
作
者
の
夢
の
自
画
像
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
(
中
略
)
そ
し
て
、
ま
ず
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
、
次
に
こ
と
ば
(
れ
れ
意
識
)
を
否
定
さ
れ
、
二
重
の
意
味
で
百
定
さ
れ
た
浮
世
携

が
、
夢
の
極
致
に
お
い
て
脱
伯
と
い
う
か
た
ち
で
こ
の
世
か
ら
消
滅
す
る
の
も
ま
た
、
物
語
の
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
(
森
耕
一
氏

「
「
浮
世
物
語
句
の
可
能
性
i

i

浮
世
民
一
代
記
の
意
味
l
i
-
-
」)

7 

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
浮
世
一
婦
の
振
る
鐸
い
は
実
に
身
近
で
現
実
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
化
の
及

ぶ
範
囲
と
い
う
も
の
を
充
分
に
意
識
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
も
の
で
、
決
し
て
夢
で
も
な
け
れ
ば
ナ
ン
セ
ン
ス
を
モ
チ
ー
フ
に
す
る
も
の
で
も
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な
か
っ
た
。
は
前
辛
か
ら
後
半
へ
向
か
っ
て
設
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
半
か
ら
禄
半
へ
向
か
っ
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
末
尾
の
イ
メ
ー
ジ
で
前
半
γ
の
読
み
を
規
定
す
る
こ
と
に
は
経
念
を
禁
じ
得
な
い
。

巻
第
一
の
政
選
批
判
行
は
、
続
く
巻
第
一
の
八
「
名
馬
の
滑
に
た
た
ざ
る
事
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
巻
第
占
.
で
再
び
別
の
主
君
に
迎
え
ら
れ
て

政
選
批
判
を
展
開
し
て
い
る
た
め
に
気
づ
き
に
く
い
の
だ
が
、
.
度
こ
こ
で
政
道
批
判
は
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

続
く
巻
第
一
の
九
「
臨
略
し
て
牢
人
し
け
る
事
」
に
お
い
で
あ
る
侍
を
怒
ら
せ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
は
、
武
家
に
も
い
ら
れ
な
く
な
り
、
憎
信

に
な
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
浮
世
弱
と
い
う
名
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
名
は
巻
第
ブ
の
省
、
「
浮
世
房
な
り
た
ち
の
事
」
に
お
い

て
「
今
は
む
か
し
、
浮
世
併
と
て
、
浮
き
に
浮
い
て
轍
金
な
る
法
師
有
り
け
り
」
と
話
り
起
こ
さ
れ
た
よ
う
に
、
は
じ
め
か
ら
用
意
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
浮
世
物
話
い
の
主
人
公
に
は
浮
世
出
と
し
て
何
ら
か
の
行
動
を
と
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
あ

る
大
名
の
歩
若
党
に
な
っ
た
の
は
、
そ
こ
へ
一
主
る
ま
で
の
遊
将
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
持
と
続
嘩
を
し
た
か
ら
僧
侶
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、

憎
侶
に
な
る
た
め
に
侍
と
臨
時
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
作
者
は
機
を
見
て
い
た
。
つ
ま
り
政
道
批
判
は
一
度
は
語
り
尽
く
さ

れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
後
に
農
関
さ
れ
る
政
選
批
判
は
ヨ
初
に
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
「
浮

世
一
物
語
」
は
も
っ
と
短
い
ハ
ナ
シ
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
埠
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
巻
第
五
ま
で
続
く
こ
と
に
な
っ
た
の
に

は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
途
中
に
お
い
て
生
ま
れ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
よ
同
然
で
あ
り
、
前
半
面
と
後
半
の
横
栴
の
遣
い
を
、
暖
味
な
観
念
語

で
有
耶
無
耶
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
適
切
な
処
理
と
し
て
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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呂
、
唱
導
効
果
の
後
退
と
そ
の
契
機

巻
第
三
の
十
西
「
浮
世
一
一
明
主
君
の
御
子
息
意
見
の
事
」
は
、
浮
世
撹
が
主
君
の
子
患
の
「
悪
行
を
い
た
す
事
か
ぎ
り
な
し
」
と
い
っ
た
振
る

て

主

じ

ん

付

つ

ぜ

き

け

ト

書

舞
い
を
諌
め
る
ハ
ナ
シ
で
あ
る
。
浮
世
房
は
、
麿
代
の
秋
仁
傑
は
仁
政
を
行
っ
た
が
そ
の
死
後
に
子
怠
秋
景
腕
時
が
悪
政
を
行
っ
た
た
め
に
、
秋

-
仁
探
ま
で
が
人
民
に
増
み
賑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
物
語
を
〈
話
材
〉
と
し
て
用
い
て
唱
導
話
を
諮
る
の
で
あ
る
が
、
併
の
子
息
は
そ

の
戒
め
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
教
条
的
方
法
が
人
を
導
く
こ
と
に
実
際
上
あ
ま
り
効
果
を
発
揮
し
な
い
こ
と
は
容
易
に
想

畿
で
き
、
無
理
の
な
い
ハ
ナ
シ
の
運
び
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
ハ
ナ
シ
の
中
に
お
け
る
子
患
へ
の
唱
導
の
効
果
で
は
な
く
、
こ
の
ハ
ナ
シ
自
体
が
持
ち
得
る
読
者
へ
の
唱
導
の
効
果
に
着



日
し
た
場
合
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
乙
で
の
効
果
と
は
読
者
が
唱
導
を
我
が
身
の
こ
と
と
し
て
部
き
入
れ
る
程
疫
を
指
す
が
、
こ
の
よ
う

に
唱
導
話
ら
し
く
教
条
的
に
諮
ら
れ
る
限
り
、
読
者
に
し
て
も
そ
の
内
容
と
終
始
距
離
を
保
っ
た
ま
ま
と
な
る
可
能
性
も
あ
り
、
こ
ち
ら
の
効

果
に
も
や
は
り
疑
問
が
持
た
れ
て
し
ま
う
。
巻
第
一
の
七
「
歩
若
党
に
な
り
し
事
」
な
ど
で
は
、
主
人
公
の
曲
折
し
た
体
験
を
〈
自
分
の
側
〉

の
こ
と
と
し
て
実
感
す
る
機
会
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
の
効
果
と
は
明
ら
か
な
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
例
の
子
息
が
不
機
嫌
に
な
っ
て
し
ま
い
罵
り
出
す
と
、
浮
世
一
廓
は
自
分
の
禿
頭
と
源
俊
頼
の
歌
と
を
掛
け
合
わ
せ
た
言
葉
で
返
答

し
て
笑
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ナ
シ
が
涼
え
ら
れ
て
、
「
浮
世
一
民
主
君
の
御
子
息
意
見
の
事
」
は
完
成
と
な
る
。
秋
仁
保
の
物
語
と
言
葉
の

掛
け
合
わ
せ
と
い
う
こ
つ
の
〈
話
材
〉
を
合
ん
だ
主
君
の
子
患
に
関
す
る
こ
の
ハ
ナ
シ
全
体
を
一
つ
の
唱
導
話
と
見
な
し
て
も
、
こ
れ
で
は
、

何
ら
か
の
権
力
を
持
つ
読
者
に
仁
政
を
促
す
と
い
う
よ
う
な
効
果
よ
り
も
、
不
機
嫌
な
人
を
な
だ
め
る
技
術
を
教
え
る
効
果
の
方
が
む
し
ろ
大

き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
登
場
人
物
の
口
か
ら
教
条
的
に
語
ら
れ
る
内
容
と
、
登
場
人
物
が
体
験
す
る
事
態
と
で
は
、
読
者
に
と
っ
て
ど
ち
ら

が
心
を
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、
せ
っ
か
く
巻
第
一
で
始
め
た
主
人
公
に
負
の
体
験
を
さ
せ
る
と
い
う

効
果
的
な
方
法
が
、
後
半
に
行
く
に
連
れ
て
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
結
局
は
〈
話
材
〉
の
提
供
と
い
う
意
義
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は

唱
導
の
後
退
と
い
え
よ
う
。
浅
井
了
意
は
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

巻
第
三
の
七
「
腐
鳴
の
稲
を
く
ら
ふ
難
儀
の
事
」
で
浮
世
廃
は
、
農
民
の
損
害
を
顧
み
る
こ
と
な
く
鷹
狩
り
用
の
腐
鳴
を
大
切
に
し
た
悪
政

の
〈
話
材
〉
と
、
人
民
の
生
活
を
顧
み
な
が
ら
腐
鳴
を
大
切
に
し
た
仁
政
の
〈
話
材
〉
を
並
べ
て
唱
導
…
討
を
語
る
。
す
る
と
主
君
は
感
服
し
て

そ
の
年
の
年
貢
率
を
低
く
し
、
数
年
来
た
ま
っ
て
い
た
未
納
分
の
年
貢
を
免
除
し
た
と
し
て
い
る
。
鷹
狩
り
と
悪
政
の
関
連
は
〈
話
材
〉
と
し

て
既
に
「
可
笑
記
』
巻
第
三
の
三
十
二
に
醤
か
れ
て
い
た
の
で
、
現
実
問
題
と
し
て
の
了
意
の
実
感
が
こ
こ
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
簡
所
に
つ
い
て
鈴
木
亨
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

:
そ
の
批
判
精
神
は
、
社
会
悪
そ
の
も
の
に
対
決
し
て
い
る
だ
け
で
こ
の
場
合
は
充
分
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
浮
間
関
の
諌
言
を
聴

い
た
主
君
は
、
「
大
い
に
甘
心
あ
り
て
、
そ
の
年
の
免
ゆ
る
く
、
年
比
の
未
進
を
ゆ
る
さ
れ
た
り
」
と
い
う
、
一
時
的
に
し
ろ
有
効
な
処

置
を
講
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
な
事
は
社
会
構
造
の
非
矯
さ
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
夢
想
に
過
ぎ
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
為
政
者

の
有
情
を
需
じ
、
か
っ
そ
の
権
能
を
信
ず
る
事
が
作
者
の
立
一
一
誌
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
現
実
的
な
夢
で
あ
っ
た
。

9 
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浮
由
民
が
…
品
川
る
唱
導
話
を
物
語
内
の
開
き
子
が
了
解
し
た
こ
と
を
主
要
撰
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
も
し
本
当
に
そ
こ
に
作
者
の
何
ら
か

の
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
の
ハ
ナ
シ
も
こ
の
よ
う
な
結
末
に
揃
え
ら
れ
て
い
て
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

先
ほ
ど
の
「
浮
世
討
、
王
君
の
御

f
怠
意
見
の
事
」
の
よ
う
に
附
さ
子
に
反
発
さ
れ
た
例
も
あ
り
、
ま
た
、
巻
第
三
の
二
「
侍
の
菩
怒
批
判
の
事
」

の
よ
う
に
賛
否
両
論
と
い
う
反
臨
も
あ
っ
た
。
し
か
し
接
手
に
行
く
に
連
れ
て
最
も
多
く
な
る
の
は
物
ぷ
内
の
開
き
手
の
反
応
と
い
う
も
の
が

そ
も
そ
も
記
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
例
で
あ
る
。
や
が
て
は
語
り
予
の
存
証
す
ら
忘
れ
ら
れ
る
も
の
も
登
場
し
、
唱
導
話
は
諮
ら
れ
っ
ぱ
な

し
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

f
怠
内
身
が
既
に
こ
の
時
点
で
、
問
き
子
の
い
反
応
な
ど
、
つ
ま
り
は
浮
世
一
関
を
主
人
公
と
し
た
物
語
部

分
の
展
開
と
い
う
も
の
を
重
要
調
し
な
く
な
っ
て
い
た
、
も
し
く
は
放
棄
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
ほ
ど
も
述
べ
た
が
唱
導
の
有
効
性
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
口
で
教
条
的
に
語
ら
れ
る
も
の
よ
り
、
登
場
人
物
の
体
験
を
見
せ
る
方
が
よ

か
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
第
一
で
せ
っ
か
く
そ
の
よ
う
な
方
法
を
始
め
て
い
な
が
ら
、
後
半
・
に
行
く
に
連
れ
て
次
第
に
〈
話
材
〉
の
方
、
が
中
心
と

な
り
、
浮
駐
日
明
を
、
王
人
公
と
し
た
物
語
と
し
て
の
腿
関
が
付
け
足
し
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
変
化
を
了
意
が
予
定
し
て
い
な

か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
な
ぜ
記
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

前
半
と
後
半
の
様
相
の
変
化
に
つ
い
て
は
巻
第
二
の
九
を
境
界
と
す
る
見
方
が
-
般
的
で
あ
ろ
う
。
坂
野
玉
穣
氏
は
、

-53-

巻
二
l
九
「
後
博
の
事
」
に
到
る
ま
で
の
浮
世
出
の
行
動
に
は
必
ず
し
も
営
資
に
部
し
な
い
蕗
も
あ
る
。
ま
た
次
章
に
は
、
彼
に
遁
出
し

て
な
お
博
実
や
額
城
狂
の
緯
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
翠
に
あ
る
「
後
悔
」
の
効
果
が
減
少
す
る
傾
向
が

あ
る
が
、
始
め
て
自
分
に
反
蓄
の
自
を
向
け
、
無
駄
に
過
し
た
丹
告
を
後
博
す
る
。
こ
こ
に
浮
前
討
の
新
し
い
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
c

稿
者
は
こ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
境
界
を
見
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
触
れ
る
前
に
こ
の
「
後
憾
の
事
」
に
つ
い
て
分

析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
注
怠
し
て
お
き
た
い
の
は
「
後
悔
の
事
」
に
続
く
巻
第
一
一
の
十
「
人
に
癖
あ
る
事
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ

と

ん

せ

い

な

ほ

ば

く

え

一

色

こ
で
誌
、
社
預
・
白
楽
天
・
慈
鎮
和
尚
の
名
を
出
し
て
人
に
は
繰
が
あ
る
も
の
と
い
う
ハ
ナ
シ
を
始
め
、
「
浮
世
湧
は
逓
院
し
け
れ
ど
も
、
猶
博
突
・

け
い
せ
1
ぐ

る

く

せ

傾
城
笠
ひ
の
癖
あ
り
z

一
と
、
浮
世
一
房
の
人
格
を
あ
ら
た
め
て
設
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
「
後
樽
の
事
」
に
対
す
る
作
者
の
応
急
の
修

正
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
人
に
癖
あ
る
事
」
に
は
、
「
後
悔
」
の
「
効
果
が
減
少
」
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
消
極
的
な
意
味
で



は
な
く
、
作
者
が
必
要
と
し
た
積
極
的
な
役
部
が
あ
っ
た
と
判
断
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
後
悔
の
事
」
で
一
度
は
狭
め
ら
れ
そ
う

に
な
っ
た
主
人
公
の
人
格
を
解
き
放
つ
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
浮
世
房
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
物
語
と
し
て
の
可
能
性
を
守
ろ
う
と
し
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
作
者
は
な
ぜ
「
後
怖
の
事
」
で
浮
世
房
に
後
海
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

〈
諮
問
材
〉
に
強
く
興
味
を
持
っ
て
い
た
了
意
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
が
語
り
た
か
っ
た
の
は
浮
官
房
の
行
為
で
は
な
く
、
先
ず
は
司
馬
温

公
「
六
怖
の
銘
」
な
ど
の
ハ
ナ
シ
の
方
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
後
博
」
と
は
了
意
に
と
っ
て
〈
話
材
〉
の
素
材
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

吋
可
笑
記
評
判
い
巻
第
一
の
一
ニ
「
物
こ
と
、
後
悔
す
べ
き
事
」
で
す
で
に
「
後
悔
」
に
つ
い
て
説
明
し
、
つ
浮
世
物
語
」
と
同
じ
よ
う
に
「
六

悔
の
銘
」
と
井
上
小
左
衛
門
尉
某
「
悔
草
い
の
名
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
証
左
と
な
る
。
吋
浮
世
物
語
〕
に
お
い
て
そ
の
説
明
が
少
し
詳

し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
了
意
が
特
別
に
「
後
海
」
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
可
笑
記
評
判
」
巻
第
一
の
三
に
こ

れ
が
警
か
れ
た
の
は
当
然
、
如
協
子
が
吋
可
笑
記
」
巻
第
一
の
三
番
目
で
「
後
悔
」
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
唱
導
に
相
応
し
い

素
材
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
ろ
う
。

了
意
は
〈
話
材
〉
の
素
材
と
し
て
吋
浮
世
物
語
い
に
「
後
悔
」
を
登
場
さ
せ
た
か
っ
た
。
そ
し
て
浮
世
携
の
物
語
と
し
て
関
係

w

つ
け
る
た
め

に
浮
世
携
に
「
後
悔
」
を
さ
せ
た
。
浮
世
間
仰
の
「
後
悔
」
が
物
語
の
震
関
と
し
て
画
策
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
「
後
悔
」
は

ιち
む

前
章
で
あ
る
巻
第
二
の
八
「
餅
に
喧
せ
て
銭
を
や
ら
ざ
り
け
る
事
」
に
お
け
る
浮
世
腐
の
〈
卑
し
さ
〉
を
含
ん
だ
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
「
後
悔
の
事
」
で
は
一
切
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
こ
で
の
「
後
海
」
は
人
と
の
関
係
を
問
う
よ
う
な
社
会
的
な

も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
生
き
方
の
目
算
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
後
博
の
事
」
は
「
餅
に
喧
せ
て
銭
を
や
ら
ざ
り
け
る
事
」
を

契
機
に
警
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
物
諮
問
の
展
開
か
ら
現
出
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
契
機
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
付
け
足
し
て
言
え
ば
、
「
餅
に
喧
せ
て
銭
を
や
ら
ざ
り
け
る
事
」
も
、
そ
も
そ
も
主
人
公
の
〈
卑
し
さ
〉
を
訴
え
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
了
慈
の
興
味
は
〈
た
だ
食
い
〉
の
〈
話
材
〉
を
諮
る
こ
と
の
方
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
浮
世
間
的
は
そ
れ
に
利
用
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
了
意

は
こ
の
章
に
よ
っ
て
浮
世
焼
が
「
後
悔
」
が
必
要
な
ほ
ど
〈
卑
し
さ
〉
を
糠
っ
て
し
ま
っ
た
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
「
後

備
の
事
」
に
お
い
て
こ
の
こ
と
は
無
視
さ
れ
て
い
た
。
ま
と
め
て
い
え
ば
や
は
り
、
「
後
悔
の
事
」
は
物
語
の
展
開
上
計
算
さ
れ
て
登
場
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
前
半
と
後
半
の
線
相
の
変
化
の
境
界
は
被
雑
な
問
題
と
な
る
。
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五
、
「
鳩
の
戒
の
事
」
の
失
策

「
後
樽
の
は
そ
の
後
に
こ
そ
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
て
も
、
了
意
は
こ
こ
で
主
人

公
に
新
た
な
一
面
を
獲
樽
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
果
的
に
寸
法
憾
の
事
」
は
、
「
浮
世
物
語
」
を
長

編
に
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

〈
話
村
〉
を
諮
り
た
い
と
い
う
欲
求
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
来
吋
浮
世
物
語
い
は
効
果
的
な
唱
導
と
い
う
自
的
を
持
っ
て
書
き
起
こ
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
反
治
を
果
た
し
得
る
特
殊
な
主
人
公
を
設
定
し
て
物
語
形
式
で
ぷ
り
始
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

作
者
は
あ
る
時
か
ら
そ
の
方
法
を
捷
い
こ
な
せ
な
く
な
り
、
巻
第
二
以
降
は
主
人
公
と
嶋
導
話
と
の
関
採
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
消
す
る
の
が
〈
改
心
し
た
v

主
人
公
の
口
を
向
い
て
直
接
的
に
嶋
碍
を
行
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
唱
導
し
た
い
と

い
う
欲
求
と
〈
話
材
v

を
諮
り
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
、
早
速
巻
第
一
一
の
末
尾
か
ら
巻
第
三
の
冒
頭
を
開
い
て
浮
世
一
腐
を
あ
る
主

君
の
僻
峨
衆
に
設
定
し
て
い
る
。
「
後
悔
の
事
」
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
だ
が
、
前
半
に
比
べ
て
安
易
な
方
法
で
あ
っ
た
た
め
に
、
現
代

の
読
者
か
ら
は
不
評
と
な
っ
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
巻
第
一
・
こ
で
は
今
躍
動
し
て
い
た
主
人
公
が
巻
第
三
以
降
。
は
っ
た
り
と
動
か
な
く
な
っ
て

し
ま
い
、
巻
第
四
-
五
も
そ
の
ま
ま
変
化
無
く
続
い
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
前
半
と
後
半
に
は
語
ら
れ
方
の
明
ら
か
な
差
興
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
境
界
と
し
て
「
後
梅
の
事
」
と
は
別
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
箆
所
が
あ
る
。
巻
第
二
以
降
は
主
人
公
と
唱
導
話
と
の
関
係
が
揺
れ
始
め
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
を
も
う
一
度
、
述
べ
れ
ば
、
コ
汗

世
物
語
」
が
特
殊
な
主
人
公
を
-
設
定
し
て
諮
り
始
め
て
い
な
が
ら
、
作
者
は
あ
る
時
か
ら
そ
の
方
法
を
梗
い
こ
な
せ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
実
は
そ
の
契
機
は
巻
第
二
の
一
「
鳩
の
戒
の
事
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
経
緯
を
説
明
す
る
。

巻
第
一
で
主
人
公
は
、
先
ず
薄
笑
と
傾
城
に
溺
れ
る
者
の
愚
か
さ
を
体
現
し
、
被
産
す
れ
ば
大
名
の
歩
若
党
と
し
て
悪
政
の
先
陣
と
な
り
、

ぼ

う

ず

臨
時
を
し
て
武
家
に
も
い
ら
れ
な
く
な
れ
ば
常
侶
に
な
っ
た
。
し
か
し
歌
舞
妓
に
夢
中
に
な
っ
て
は
し
ャ
ぐ
と
、
他
の
客
に
?
」
れ
な
る
一
民
主

は
出
家
に
も
似
合
は
ぬ
」
と
叱
ら
れ
て
喧
嘩
に
な
り
、
忽
ち
出
家
し
た
こ
と
を
海
や
む
よ
う
に
な
る
。
実
際
に
〈
心
よ
り
起
こ
ら
ぬ
道
心
〉
で

憎
衣
を
着
て
い
る
者
が
当
時
巷
間
に
も
見
ら
れ
た
と
想
像
で
き
、
浮
世
闘
は
そ
れ
を
代
表
し
て
み
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
了
意
は
現

実
社
会
で
自
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
様
々
な
人
物
の
批
判
さ
れ
る
べ
き
振
る
舞
い
を
告
発
し
、
反
治
を
行
う
た
め
に
浮
出
一
所
に
そ
れ
ら
を
体
現

さ
せ
て
き
た
。
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同
じ
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
設
定
で
続
け
て
い
く
た
め
に
、
こ
こ
で
ま
た
作
者
は
主
人
公
を
次
の
職
業
に
つ
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
鳩
の
戒
の
概
念
で
あ
っ
た
。

こ

の

品

ん

さ

っ

と

ゐ

主

治

今
は
む
か
し
、
浮
世
房
、
「
さ
て
此
上
は
い
か
に
す
べ
き
」
と
案
じ
け
る
が
、
急
度
忠
ひ
出
だ
し
た
る
事
有
り
。
京
に
も
田
舎
に
も
鳩
の

む

の

よ

ろ

づ

ま

そ

の

ね

戒
と
い
ふ
者
有
り
て
、
万
の
事
の
間
を
合
せ
、
さ
な
が
ら
其
根
に
入
り
た
る
こ
と
は
ひ
と
つ
も
な
け
れ
ど
も
、
文
知
ら
ぬ
こ
と
も
な
し
。

こ

れ

な

か

う

そ

あ
れ
是
に
成
り
替
へ
/
¥
嘘
を
つ
き
て
逝
を
渡
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
浮
世
腐
は
医
師
と
大
工
を
経
験
し
て
み
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
す
ぐ
に
失
敗
し
て
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
浮
世
房

が
最
終
的
に
御
附
衆
に
な
る
前
に
つ
い
た
職
業
は
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
二
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
せ
っ
か
く
様
々
な
職
業
を
経
験
で
き
る
契
機
と

し
て
鳩
の
戒
と
い
う
概
念
を
出
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
拍
子
抜
け
す
る
少
な
さ
で
あ
る
。
こ
の
理
由
を
探
る
と
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

鳩
の
戒
は
二
つ
の
語
源
説
か
ら
こ
つ
の
意
味
を
有
し
て
い
る
の
だ
が
、
了
意
は
そ
の
語
源
の
一
つ
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ

が
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
様
々
な
職
業
や
物
事
の
始
ま
り
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
吋
人
倫
重
宝
記
い
(
元

く

ま

の

か

い

り

ゃ

う

禄
九
年
刊
)
が
紹
介
す
る
鳩
の
戒
の
語
源
は
、
「
熊
野
の
新
宮
本
宮
の
事
を
か
た
り
で
は
、
鳩
の
飼
料
を
し
ん
ぜ
ら
れ
よ
と
て
、
銭
を
と
り
し

は

と

か

い

{

印

)

よ
り
鳩
の
飼
と
い
ふ
名
は
つ
け
た
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
詐
欺
師
と
し
て
の
「
鳩
の
錦
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
浮
世
物
語
い

の
「
鳩
の
戒
の
事
」
で
は
こ
の
語
源
及
び
「
飼
」
の
用
字
に
触
れ
て
は
い
な
い
。
知
っ
て
い
る
こ
と
な
ら
全
て
を
語
り
尽
く
し
た
い
は
ず
の
了

意
の
性
描
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
知
識
の
欠
落
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
先
ほ
ど
の
引
用
笛

こ

れ

な

か

う

そ

所
の
?
の
れ
是
に
成
り
替
へ
/
¥
嘘
を
つ
き
て
世
を
渡
る
」
か
ら
わ
か
る
通
り
、
意
味
だ
け
な
ら
ば
こ
の
方
向
の
も
の
も
押
さ
え
て
い
た
の
で

品

企

か

も

の

あ
る
。
こ
れ
は
「
京
に
も
田
舎
に
も
鳩
の
戒
と
い
ふ
者
有
り
て
」
と
い
う
状
況
か
ら
、
当
時
の
共
通
概
念
と
し
て
漠
然
と
理
解
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
様
々
な
職
業
に
つ
き
な
が
ら
詐
欺
行
為
を
働
い
て
い
く
〈
鳩
の
か
い
〉
の
概
念
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
所
業
を
主
人

公
に
体
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
々
と
告
発
し
、
反
治
し
て
い
く
吋
浮
世
物
語
い
の
方
法
に
相
応
し
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
と
で
こ

の
概
念
を
打
ち
出
し
て
説
明
を
始
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
に
対
応
す
る
…
叫
削
減
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
了
意
な
り
に
そ
れ
を
用
意

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
脅
か
れ
て
い
る
。
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世款
をに
擦な
るれ
業れま
を

た
し

て
、
ま
ね
す
る
も
の
な
れ
ば
、
時
に
し
た
が
ひ
折
に
よ
り
て
、

は
K

人
を
へ
つ
ら
ひ
だ
ま
す
者
を
、
鳩
の
戒
と
は
申
す
と
な
り
。

い
ろ
/
¥
に
な
り
か
は
り
、

14 

ハ

ノ

キ

ウ

メ

ィ

キ

ウ

(

日

)

了
怠
の
記
し
た
(
天
和
一
一
年
刊
)
の
「
斑
鳩
井
鳴
鳩
」
の
項
に
「
仲
者
鰭
化
為
楠
仙
何
枚
鳩
復
化
為
鷹
」
と
あ
る
の
で
、
「
秋
に
な

れ
ば
、
鳩
す
な
は
て
」
が
荒
唐
な
表
現
で
は
な
く
中
出
故
事
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
は
姥
解
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
人

を
へ
つ
ら
ひ
だ
ま
す
者
」
に
な
っ
て
、
鳩
の
戒
と
い
う
〈
戒
め
v

と
な
る
こ
と
は
.
向
に
瑚
解
で
き
立
い
。
例
の
意
味
に
対
応
す
る
一
諮
問
源
を
知

ら
な
か
っ
た
た
め
、
サ
i
惑
な
り
に
そ
れ
を
捻
出
し
た
際
の
不
備
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
庁
の
語
源
と
意
味
に
触
れ
て
み
る
。

誌
は
巣
を
と
て
も
美
し
く
丈
夫
に
作
る
と
い
う
。
鳩
は
そ
の
作
り
方
を
児
期
尚
お
う
と
す
る
の
だ
が
、
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
最
後
ま

で
(
見
届
け
ず
に
自
分
の
巣
を
作
っ
て
し
ま
う
。
木
の
較
に
芝
折
を
間
・
五
本
越
し
て
梁
を
敷
い
た
だ
け
の
巣
に
卵
を
産
む
が
、
卵
は
芝
析
の
間

か
ら
落
ち
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
将
か
の
方
法
を
真
に
会
得
し
て
い
な
い
の
に
知
っ
た
よ
う
な
試
に
な
っ
て
い
る
者
を
鳩
の
戒
と
い
う
。

こ
れ
が
「
鳩
の
戒
の
事
」
で
中
心
的
に
記
さ
れ
た
諮
滋
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
確
か
な
知
識
や
技
術
を
持
た
ず
に
振
る
舞
う
こ
と
の
危
険
性
を
〈
戒
め
〉
て
い
る
こ
と
に
立
る
の
だ
が
、
お
か
し
な
こ
と
に
、

様
々
な
駿
業
を
体
験
し
よ
う
と
し
て
い
る
浮
世
間
自
身
が
心
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と

ど
う
も
〈
鳩
の
か
い
〉
の
概
念
を
出
し
た
当
初
の
自
的
、
つ
ま
り
は
悪
徳
の
告
発
に
よ
る
反
治
と
い
う
も
の
か
ら
は
雛
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

よ

ろ

づ

草

奇

的

ね

最
初
の
引
毘
に
沿
っ
て
整
理
し
て
み
れ
ば
、
ヴ
i
意
は
、
鳩
の
戒
の
「
万
の
事
の
簡
を
合
せ
、
さ
な
が
ら
其
根
に
入
り
た
る
こ
と
は
ひ
と
つ
も

}

れ

な

か

う

そ

な
け
れ
ど
も
、
又
知
ら
ぬ
こ
と
も
な
し
」
と
い
う
意
味
と
そ
の
語
源
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
た
の
だ
が
、
「
あ
れ
是
に
成
り
替
へ
/
¥
嘘
を
つ
き

て
控
を
渡
る
」
に
つ
い
て
は
漠
然
と
意
味
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
了
意
は
巷
間
の
理
解
の
ま

ま
に
、
浮
世
堺
を
詐
欺
師
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
と
〈
鳩
の
か
い
〉
に
一
一
国
及
し
た
の
だ
が
、
〈
鳩
の
戒
〉
に
限
ら
れ
た
知
識
の
範
囲

内
で
被
の
特
性
と
も
い
え
る
語
り
鮮
を
発
揮
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
災
い
し
、
精
一
杯
に
語
源
を
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
に
当
初
の
思
わ
く
か
ら
は

離
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
か
ら
の
浮
世
房
は
、
失
敗
が
予
定
さ
れ
た
笑
話
の
主
人
公
と
し
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

字
速
巻
第
二
の
二
「
薬
ち
が
ひ
を
せ
し
事
」
で
浮
世
一
一
尉
は
涯
婦
と
な
つ

み
れ
ば
患
者
の
様
子
が
お
か
し
く
な
っ
た
の
で
逃
げ
出
す
。
こ
こ
で
は

る
失
態
を
犯
す
。
そ
し
て
粉
薬
を
与
え
て

に
も
見
ら
れ
る
言
葉
の
混
同
を
語
る
だ
け
で
あ
り
、
主
人

-49-



公
に
何
か
を
体
現
さ
せ
る
ほ
ど
の
役
割
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
続
く
巻
第
二
の
一
二
「
大
坂
く
だ
り
付
大
工
意
見
物
が
た
り
の
事
」

で
は
浮
世
一
房
一
は
大
工
の
弟
子
と
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
行
為
と
い
え
ば
柱
を
削
っ
た
時
に
子
元
が
狂
っ
て
足
首
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ

け
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
に
辞
め
よ
う
と
す
る
浮
世
廃
に
親
方
は
鍛
錬
の
重
要
性
を
語
り
か
け
る
。

鳩
の
戒
の
概
念
に
よ
っ
て
浮
世
腐
は
、
結
局
失
敗
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
彼
自
身
の
振
る
舞
い
か
ら
何
か
を
告
発
す

る
ほ
ど
の
働
き
は
期
待
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
残
さ
れ
て
い
た
暗
導
の
方
法
は
、
誰
か
の
口
を
も
っ
て
そ
れ
を
甚
接
的

に
諮
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

六
、
お
わ
り
に

15 

本
稿
で
は
吋
浮
世
物
語
い
の
前
後
半
に
お
い
て
児
ら
れ
る
様
相
の
変
化
に
つ
い
て
、
作
者
の
当
初
の
目
論
見
と
技
術
的
な
限
界
に
着
目
し
て

考
察
し
て
き
た
。
作
者
は
社
会
変
革
を
期
し
て
の
社
会
批
判
・
政
治
批
判
を
安
全
で
効
果
的
に
行
う
た
め
に
、
媛
小
滑
稽
に
設
定
さ
れ
た
主
人

公
を
利
用
し
て
い
た
の
だ
が
、
や
が
て
そ
の
方
法
に
行
き
詰
ま
っ
た
。
仕
方
な
く
主
人
公
の
口
を
使
っ
て
批
判
を
語
る
と
い
う
安
易
な
方
法
を

選
択
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
巻
第
二
の
「
鳩
の
戒
の
事
」
に
お
け
る
作
者
の
知
識
の
偏
り
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
、
諮
り
方
の
変
化
を
「
浮
世
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
潔
然
と
処
理
す
る
論
考
へ
の
批
判
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
「
浮
位
物
語
思
を
批
判
す

る
も
の
で
は
な
い
。
作
者
の
当
初
の
目
論
見
と
実
行
の
差
異
、
施
さ
れ
る
修
正
や
読
者
の
受
け
取
り
方
の
全
て
を
含
め
た
結
果
に
よ
っ
て
文
学

史
は
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
浮
出
物
諮
問
い
は
そ
の
好
例
だ
っ
た
と
考
え
る
。

「
後
博
の
事
」
が
結
果
的
に
吋
浮
世
物
語
」
を
長
編
に
す
る
こ
と
に
役
立
っ
た
と
前
述
し
た
が
、
「
鳩
の
戒
の
事
」
は
読
者
に
新
し
い
物
語
を

体
験
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。
諮
り
口
の
変
化
に
よ
っ
て
存
在
感
が
後
退
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
一
人
の
主
人
公
の
も
と
に
最
後
ま
で
諮
り

き
っ
た
吋
浮
世
物
語
い
は
、
主
人
公
で
は
な
く
世
の
中
を
描
く
物
語
の
存
在
を
読
者
に
実
感
さ
せ
た
。
こ
れ
を
浮
出
草
子
出
現
の
準
備
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
強
制
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
物
語
が
〈
成
立
〉
し
た
と
い
う
漠
然
と
し
た
認
識
よ
り
も
、
こ
の
よ

う
な
物
語
を
〈
作
成
〉
し
た
と
い
う
認
識
の
重
要
性
で
あ
る
。
時
代
状
況
ば
か
り
で
な
く
偶
人
の
事
埼
が
こ
の
よ
う
に
筆
致
に
影
響
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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16 

注

本
文
の
引
開
は
、
谷
臨
海
一
史
校
注

(
新
縦
日
本
お
典
文
学
全
集
六
十
問
、
平
成
十
一
年
、
小
学
館
)
に
拠
っ

て
い
る
。

(
i
)
野
間
存
綾
党
務
」
(
「
凶
説
悶
文
研
究
」
諮
‘
一
十
四
号
、
昭
和
一
十
八
年
ぉ
一
円
、
北
海
道
大
学
制
文
学
会
)
同

ね
品

y

t

い

£

ん

お

く

び

ょ

う

乙

山

さ

ん

」

勺

A
Eた

(2)
巻
第
一
の
七
な
り
し
お
・
」
に
お
い
て
、
主
人
公
が
あ
る
大
名
の
も
と
に
職
を
求
め
る
線
、
「
親
、
心
持
て
、
槌
分
の
臆
病
者
に
て
侍
べ
れ
ど
も
、
算
用
方

は
よ
く
い
た
す
と
申
さ
れ
し
か
ぱ
」
と
、
付
き
添
っ
て
き
た
親
が
れ
涼
え
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
巻
第
.
の
-
-
-
浮
船
山
刷
所
な
り
た
ち
の
事
」
に
お
い
て
、
主
人
公

の
較
は
死
去
し
て
い
た
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
谷
腿
理
史
氏
は
前
記
「
飯
名
字
子
集
」
の

-
O
五
一
伐
の
頭
沌
で
、

作
者
の
長
編
的
構
想
力
の
欠
陥
に
も
よ
る
が
、
場
あ
た
り
的
で
い
い
加
減
な
記
述
が
可
時
の
小
説
瓶
に
多
い
の
は
「
慰
み
革
」
と
意
識
さ
れ
た
小
説
の
位
置
と

も
関
連
す
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

(3)
議
記
誌
な
お
平
子
集
い
の
九
二
一
気
の
頭
注
。

(
4
)
主
口
幸
子
「
了
意
に
お
け
る
〈
批
判
v

の
特
性

l
j
吋
浮
松
雪
一
間
い
へ
の
視
角
に
お
け
る
可
笑
記
評
判
二
附
1

j
」
(
冠
文
学
研
究
ノ
!
よ
十
八
、
昭
和
六
十

年
九
月
、
神
戸
大
学
文
学
部
)
。

(5)
引
用
は
、
斡
念
治
彦
・
深
沢
秋
男
総
「
仮
名
卒
子
集
成
第
十
四
巻
い
(
平
成
五
年
、
東
京
営
出
版
)
の
麟
制
を
基
に
、
議
字
・
句
読
点
等
を
適
宜
加
減
し
て
読
み

や
す
く
し
た
も
の
。

(G)
引
用
は
、
朝
会
治
彦
・
深
沢
秋
男
縦
一
.
板
名
平
子
集
成
第
十
五
巻
」
(
一
平
成
六
年
、
東
京
堂
出
版
)
の
翻
刻
を
基
に
、
浅
字
・
句
読
点
等
を
適
宜
加
減
し
て
読
み

や
す
く
し
た
も
の
。

(7)
本
稿
で
は
唱
導
(
話
)
と
い
う
言
葉
を
、
仏
遊
へ
の
敦
化
に
畑
山
ら
ず
に
世
間
し
て
い
る
。
そ
の
一
品
川
り
が
導
く
内
芥
と
し
て
は
、
選
択
す
べ
き
生
き
方
・
実
践
す
べ
き

道
を
訴
え
る
教
説
と
、
物
事
の
由
来
や
こ
と
わ
り
な
ど
の
知
識
を
授
け
る
時
翠
と
が
あ
る
と
い
え
る
の
だ
が
、
先
ず
こ
れ
ら
を
統
合
し
て
〈
道
・
即
位
〉
と
呼
ぶ
。
そ

ど
今

η

し
て
そ
の
〈
道
・
理
〉
を
導
く
た
め
に
語
ら
れ
る
唱
導
話
に
は
そ
の
材
料
と
し
て
構
成
に
取
り
込
ま
れ
る
ハ
ナ
シ
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
あ
る
事
態
に

対
し
て
の
着
服
点
を
示
す

J

も
の
で
あ
っ
た
り
、

lr
口
事
と
し
て
の
物
語
を
参
考
と
し
て
挙
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
〈
話
村
〉
と
呼
ぶ
。
詳
し
く

は
拙
稿
コ
浮
世
物
語
」
に
お
け
る
〈
話
材
〉
の
独
立
と
浮
世
続
」
(
吋
日
本
語
と
臼
本
文
学
」
第
四
十
号
、
一
平
成
十
七
年
二
丹
、
筑
波
大
学
悶
話
国
文
学
会
)
を
参

照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

(8)
谷
鵠
理
史
「
「
浮
怪
物
語
」
と
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
」
(
吋
文
学
研
究
科
紀
嬰
文
学
‘
芸
術
総
」
第
四
十
籍
、
平
成
七
年
二
丹
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
)
。

(9)
森
紘
一
ご
浮
段
物
語
〕
の
可
能
性

!
i浮
世
掛
川
一
択
記
の
意
味
!
!
」
(
吋
近
滋
文
芸
研
究
と
評
議
い
第
十
五
号
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
)
。

(
凶
)
鈴
木
亨
「
摂
名
卒
子
に
お
け
る
教
調
性
と
文
芸
性
1
1
6

「
浮
世
物
語
』
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て

i
i」
(
「
ぬ
駐
大
学
議
集
(
人
文
科
学
ニ
第
十
一
口
守
、
昭
和
三
十
七

年
三
丹
、
島
根
大
学
)
。
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(
日
)
坂
野
玉
穣
「
「
浮
世
物
語
い
の
「
浮
世
」
に
つ
い
て
」
(
「
香
椎
潟
」
第
二
十
八
号
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
、
福
間
女
子
大
学
国
文
学
会
)
。

(
ロ
)
引
用
は
、
「
職
人
尽
絵
詞
/
人
倫
重
宝
記
」
(
江
戸
科
学
古
典
議
書
三
十
九
、
昭
和
五
十
七
年
、
恒
和
出
版
)
所
収
の
間
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
の
影
印
よ
り
読
点
を

補
っ
た
も
の
。

(
日
)
「
新
話
題
」
(
昭
和
五
十
六
年
、
吉
典
文
路
)
よ
り
。
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