
坪
内
迫
遥
は
明
治
二
十
年
(
一
八
八
七
一
月
一
二
日
付
の
で
、
「
小
説
の
厄
建
」
(
向
新
館
、
月
一
九
日
)
と
題
さ
れ
た

白
雪
山
人
と
い
う
人
物
の
記
事
に
反
較
し
、
「
美
輪
ハ
(
中
略
)
真
理
人
惜
を
写
す
者
な
り
と
ハ
斯
申
す
穏
居
と
我
友
冷
々
亭
主
人
(
二
葉
亭
)

の
外
に
何
時
ご
ろ
誰
人
が
唱
へ
そ
る
ぞ
」
と
し
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
明
ら
か
に
、
「
真
理
」
を
「
文
、
学
の
中
心
に
揖
え
た
の
は
自
分
と
担

迷
が
構
矢
で
あ
る
と
い
う
諮
り
の
強
」
さ
を
示
す
と
同
時
に
、
「
真
理
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
文
芸
用
語
と
し
て
の
一
屈
を
占
め
る
可
能

性
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

実
際
、
明
治
二
十
年
前
後
、
〈
新
文
学
v

の
傾
純
益
切
り
払
い
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
文
学
者
た
ち
は
、
こ
の
「
古
典
理
」
と
い
う
用
語
か
ら

単
な
る
文
学
論
の
言
説
編
成
の
可
能
性
を
見
つ
け
出
そ
う
と
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
積
種
的
に
そ
の
捕
念
を
そ
の
言
説
編
成
の
中
心
(
主
題
)

に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
例
え
ば
、
法
惑
が
吋
小
説
神
髄
」
を
完
刊
し
て
ま
も
な
く
、
そ
の
「
美
術
(
芸
術
)
論
」
の
美
学
思
想
を
移
行
し

て
新
た
な
概
念
を
模
索
し
構
築
し
よ
う
と
し
た
際
、
そ
の
中
核
と
な
っ
た
の
が
ま
さ
し
く
「
真
理
」
や
「
誌
と
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
選

蓮
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
こ
の
類
の
文
学
評
論
に
限
を
配
る
と
、
「
真
剣
也
」
と
い
う
概
念
は
、
一
一
葉
事
由
迷
の
文
学
論
を
先
魁
と

し
て
、
当
時
、
数
多
く
の
文
学
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
も
「
小
説
家
の
費
任
は
慨
に
真

mr官
発
揮
す
る
に

あ
り
」
や
「
人
間
生
活
の
現
象
を
他
棋
組
版
し
て
、
現
象
以
外
に
無
形
の
奥
州
引
を
発
揮
し
、
若
く
は
現
象
よ
り
も
一
等
進
歩
し
た
る
世
界
を
反

照
す
る
は
、
詩
人
の
妙
技
な
り
」
と
い
う
一
吉
説
が
当
婦
の
文
学
界
の
事
情
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
当
時
の
文
学
論
で
と
い
う
闘
棋
が
す
八
芸
出
諮
の
一
つ
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
ど
こ
に

は
じ
め
に

15 
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あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
状
況
に
深
く
入
り
込
一
も
う
と
す
る
場
全
そ
の
と
い
う
皇
宮
用
い
る
に
到
っ
た
〈
知
〉
の
あ

り
よ
う
に
、
同
時
代
の
動
向
、
が
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
た
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
橋
の
論
は
坤
の
仙
仰
を
こ
の
よ
う
な
範
囲
と
問
題
点
に

限
定
す
る
場
合
、
こ
の
時
期
の
文
学
論
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
し
て
、
先
行
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
追
究
さ
れ
で
い
な
い
。
特
に
『
小
説
神
髄
」
以

降
二
、
一
一
一
年
の
あ
い
だ
、
選
慈
の
文
学
論
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
、
こ
の
「
真
理
」
の
時
代
官

Z
考
察
し
た
論
は
、
〈
二
葉
亭
の

影
響
〉
と
い
っ
た
概
論
的
な
言
及
を
除
く
と
皆
無
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
石
市
忠
彦
は
、
週
一
議
が
「
文
学
の
美
を
美
の
真
理
と
し
て

把
握
」
し
て
い
る
と
す
る
「
真
理
の
美
」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
、
「
美
が
真
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
美
的
真
の
概

念
で
あ
る
」
と
定
義
晴
つ
け
て
い
る
こ
と
が
唯
一
注
巨
さ
一
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
氏
は
、
そ
の
「
裏
部
」
を
文
学
論
の
言
説
編
成
の
主
題
に
構
築
す

る
こ
と
と
な
る
時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
、
そ
れ
や
支
え
る
λ

知
v

の
あ
り
ょ
う
を
め
ぐ
っ
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
明
治
二
十
年
前
議
に
お
い
て
「
真
理
」
を
言
説
編
成
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
す
る
ュ
浩
一
通
の
文
学
評
論
群
に
焦
点
を
当

て
る
。
そ
の
方
法
論
と
し
て
は
、
そ
の
理
論
を
支
え
る
〈
知
〉
の
あ
り
ょ
う
を
同
時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

と
い
う
用
語
が
苧
ん
で
い
る
役
割
と
時
代
的
意
味
性
を
考
察
す
る
。

「
智
の
文
」
と

へ
の
鵠
繰

伊コ

て

治
這
は
評
論
「
文
章
新
論
」
(
明
治
一
九
年
五
月
)
で
、
「
文
章
の
目
的
」
と
は
「
心
の
髄
き
を
表
出
し
て
拙
人
に
し
ら
し
む
る
」
と
こ
ろ
に

あ
る
と
い
う
論
旨
か
ら
、
そ
の
「
心
の
働
き
」
と
い
う
規
準
に
よ
っ
て
文
章
を
「
智
・
情
‘
の
文
で
三
分
し
て
い
る
。
そ
の
三
種
の
文
と

は
、
次
の
三
つ
の
範
鴎
で
あ
る
。

(
第
二
真
理
を
掛
究
し
確
定
し
若
く
は
講
説
す
る
者
(
即
ち
所
謂
融
支
井
に
真
理
を
講
説
せ
る
韻
語
体
の
支
)

(
第
二
)
専
ら
感
情
を
吐
露
す
る
者
(
即
ち
所
謂
詩
歌
井
に
詩
歌
ど
そ
の
旨
を
申
っ
せ
る
申
文
)

(
第
一
一
一
)
願
望
企
図
を
発
表
し
て
的
人
の
費
一
掃
を
希
望
す
る
の
意
に
出
た
る
者

さ
ら
に
選
議
以
、
(
第

の
文
は
「
智
力
の
領
分
」
と
し
て

の
ジ
ャ
ン
ル
を
、
(
第

の
文
は
「
情
緒
の
領



分
」
と
し
て
「
詩
歌
伝
奇
戯
曲
少
説
」
の
ジ
ャ
ン
ル
を
、
ニ
)
の
文
は
「
意
想
の
額
分
」
と
し
て
「
す
べ
て
の
弁
論
」
の
ジ
ャ
ン
ル
を
そ

れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
と
敷
指
し
て
い
る
。
こ
の
範
時
の
認
識
は
、
文
学
の
文
章
を
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
取
り
あ
げ
、
他
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章

と
対
称
的
に
定
立
し
、
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
の
成
立
を
告
げ
て
い
る
と
い
う
固
で
、
当
時
の
「
文
章
論
」
の
中
で
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
と
い
え
よ
う
。
遣
準
は
こ
の
認
識
の
越
長
続
上
に
立
っ
て
、
内
美
辞
論
稿
い
で
は
「
美
文
学
と
い
ふ
名
目
は
矯
の
文
の
名
称
た
る
に
称
へ

り
」
と
言
い
切
っ
た
上
で
、
「
情
の
立
は
葵
を
其
の
州
地
趨
と
す
る
文
章
な
り
之
れ
を
美
の
文
と
呼
ば
ん
こ
と
恰
当
な
る
べ
し
さ
て
之
れ
に
対
し

。

、

、

、

口

(9~

て
智
の
文
を
、
ば
真
を
表
極
と
す
る
文
な

ρ

尋
ゆ
ゑ
に
真
の
文
と
時
、
ひ
又
意
の
文
を
ば
菩
を
表
極
と
す
る
文
な
る
ゆ
ゑ
に
普
の
文
と
呼
」
ぶ
こ
と
を

提
一
一
一
目
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
概
念
に
よ
る
分
類
は
、
文
学
会
」
「
美
」
的
な
も
の
、
人
間
の
「
情
」
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
法
蓮
の
一
貫
し
た
論
旨
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
概
念
化
を
通
し
て
も
学
鯖
的
著
書
や
弁
論
お
よ
び
演
説
文
な
ど
人
間
の
知
的
営
為
を
表
す
文
章
と
「
詩
歌
伝
奇
戯
曲
小
説
」

を
対
等
に
位
置
付
け
て
い
る
と
い
う
闘
で
、
そ
の
文
章
一
論
の
含
む
文
学
史
的
な
価
値
が
指
摘
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
当
時
、
〈
「
文
学
と
自

然
」
論
争
〉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、
巌
本
普
治
の
一
連
の
評
論
の
中
に
あ
る
「
完
全
し
た
る
習
と
は
亦
た
吋
輩
出
向
な
り
豆
大
い
た
ら
ざ
る

べ
か
ら
ず
」
や
、
「
巽
善
羊
大
」
は
「
禅
金
一
同
一
幹
に
あ
ら
ざ
る
可
ら
刊
」
と
い
う
論
調
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
学
問
問
・
科
学
的
な
「
き
や

道
徳
的
な
「
善
」
を
文
学
の
め
ざ
す
の
追
究
と
同
一
視
す
る
見
方
が
、
い
ま
だ
犠
強
く
存
在
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
潮
に
あ
っ
て
、
{
明
治
)
六
年
)
の
作
者
、
矢
野
龍
渓
も
い
ち
早
く
そ
の
上
競
の
で
小
説
の
あ
り
よ

う
に
ふ
れ
て
い
る
。

ハUQ
d
 

世
人
動
モ
ス
レ
パ
開
チ
臼
ブ
、
碑
史
小
説
モ
亦
タ
世
選
ニ
補
ヒ
ア
リ
ト
。
議
シ
過
者
ノ
ミ
c

昔、
γ
夫
レ
真
埋
正
道
ヲ
説
ク
者
、
出
問
自
ラ
其
脅
ア
リ
c

何
ゾ
侍
史
小
説

ヲ
仮
ル
ヲ
舟
ヰ
ン
。
唯
身
自
ラ
遭
い
}
易
カ
ラ
ザ
ル
ノ
別
天
地
d
，r
作
為
シ
、
春
ヲ
閥
ク
ノ
人
ヲ
シ
テ
苦
楽
ノ
夢
境
ニ
遊
パ
シ
ム
ル
モ
ノ
是
レ
即
チ
、
得
史
小
説
ノ
本
色
ノ

ミ
。
故
ニ
稗
史
小
説
ノ
世
ニ
於
ケ
ル
ハ
、
音
懇
願
翻
ノ
諸
美
術
ト
ト
一
般
、
尋
常
遊
戯
ノ
具
ニ
過
ギ
ザ
ル
ノ
ミ
。
楚
勢
ヲ
統
ム
者
亦
タ
之
ニ
潜
戯
異
ヲ
モ
テ
、
視
ル
可
キ

(
日
)

ナ
リ
。
(
強
調
は
引
用
者
)

17 

龍
渓
は
こ
こ
で
、
小
説
が
「
世
逼
」
の
役
割
を
果
た
す
と
か
、
「
‘
正
道
」
へ
と
導
く
と
い
う
功
利
的
な
小
説
観
を
否
定
し
、

小
説
を
音
楽
や
絵
画
と
悶
じ
く
の
縄
域
に
投
百
持
け
て
、
そ
の
役
割
が
「
遊
戯
」
の
道
具
で
あ
る
こ
と
を
諮
っ
て
い
る
。
こ
の
能
渓
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の

認

識

は

、

「

小

説

」

お

よ

び

「

禁

術

」

に

つ

い

て

以

管

人

の

心

目

を

娯

ま

し

め

て

其

妙

神

に

入

ら

ん

こ

と

を

其

「
B
的

い

と

は

な

す

べ

き

な

り

」

と

い

う

、

町

小

説

説

諭

を

品

た

か

も

先

駆

っ

て

い

る

か

の

よ

う

に

も

見

え

る

。

当
時
の
〈
小
説
改
良
〉
と
い
う
動
き
と
連
動
す
る
か
の
よ
う
本
龍
撲
の
論
で
興
味
深
い
の
は
、
勺
「
比
議
」
「
街
道
」
と
い
う
倫
理
的
な
要
素
を
小

説
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
と
も
に
、
学
問
川
護
や
科
学
識
問
、
い
か
字
む
知
的
要
素
で
あ
る
「
真
理
~
を
も
小
説
の
役
目
か
ら
切
り
捨
て
よ
う

と
す
る
試
み
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
輸
理
勺
的
な
「
普
」
や
学
間
的
な
「
山
県
鹿
」
を
一
具
現
す
る
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
と
「
遊
戯
の

呉
」
と
し
て
の
「
美
術
」
の
ジ
ャ
ン
ル
を
峻
別
し
、
「
小
説
」
の
自
立
性
を
追
究
し
て
い
る
と
い
え
よ
う

Q

こ
の
姿
勢
は
、
例
え
ば
「
現
に
我
が
百
本
に
て
翻
訳
と
な
り
発

d

一
発
す
る
鰭
昭
一
躍
無
党
遺
憾
明
奇
跡
桝
文
民
警
犠
憎
の
類
の
如
き
は
殆
ん
ど
普
通
政

論
の
訳
蓄
を
読
む
の
効
力
に
勝
る
も
の
あ
る
を
覚
ゆ
る
ぞ
や
↓
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
額
の
小
説
を
「
学
術
小
説
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、

小
説
を
実
学
あ
る
い
は
実
用
的
手
段
と
し
て
認
識
し
て
い
る
機
へ
の
批
特
だ
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
円
小
説
神
髄
」
以
降
の
選
惑
の
文
学
評
論
に
注
目
す
る
と
、
以
上
で
紙
読
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
真
理
」
と
い
う
概
念
が
、
彼
の

小
説
文
学
論
、
ひ
い
て
は
芸
術
一
較
論
を
説
明
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
そ
の
代
表
的
な
簡
所
を
あ
げ
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。
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①
夫
小
説
家
の
本
分
と
い
っ
ぱ
、
天
下
の
露
象
と
真
理
を
探
り
て
こ
れ
を
活
た
や
う
に
描
く
に
あ
る

②
若
犬
小
説
家
と
申
す
も
の
は
単
に
人
情
の
秘
離
を
穿
ち
て
真
理
(
4
2ま
の
あ
る
所
を
一
一
小
し

③
小
説
は
之
に
反
し
て
影
な
く
形
な
き
真
理
を
写
し
て
之
を
活
動
し
て
一
不
す
へ
き
も
の
な
り
故
に
外
形
の
美
艇
と
新
五
円
叫
決
し
て
重
立
た
る
事
に
て
は
な
し

@
之
を
要
す
る
に
伝
奇
の
主
髄
ハ
言
ふ
に
一
言
は
れ
ざ
る
美
妙
の
真
理
を
妙
に
活
動
し
て
二
笠
宮
に
あ
る
ゆ
ゑ
外
部
が
郎
内
ば
か
り
高
尚
な
れ
パ
と
て
所
謂
人
情
の
真
理
に

連
は
ず
絶
て
植
の
な
き
者
と
も
な
る
べ
し

⑤
然
る
に
演
離
の
目
的
た
る
元
来
人
情
の
真
理
を
写
し
て
之
を
活
動
し
て
見
す
る
に
あ
る
ゆ
ゑ
留
に
も
人
情
の
真
却
に
述
は
パ
如
何
に
其
外
部
が
面
白
か
ら
う
と
も
如

伺
に
其
脚
色
が
珍
ら
し
か
ら
う
と
も
後
早
大
概
あ
る
片
輪
者
な
り

(は山

⑤
鳴
呼
滑
稽
ハ
美
誠
の
一
部
門
な
り
美
術
ハ
真
壊
を
も
て
自
的
ど
な
す
披
露
?
と
人
工
と
ハ
萎
箭
の
外
道
主
り
(
番
号
は
一
引
用
者
の
付
け
)

こ

れ

ら

に

共

通

す

る

思

想

は

い

ず

れ

も

、

ら

的
」
が
あ
り
、
「
小
説
家
の
本
分
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

を
保
り
出
し
、
小
説
や
去
稿
作
品
に
写
す
と
こ
ろ
に
「
小
説
の
日

そ
し
て
、
そ
の
「
露
間
叩
」
を
保
い
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
小
説
の
価
値
を
決



定

す

る

規

準

と

な

る

た

め

、

は

副

次

H
Jお
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
を
小
説
(
美
術
)
に

当
て
獣
め
よ
う
と
し
た
場
合
、
と
し
て
の
「
智
の
文
」
に
お
け
る
「
真
型
」
と
、
小
説
(
美
術
)
に
お
け
る
「
真
理
」

は
い
か
に
し
て
対
応
す
る
の
か
、
と
い
う
そ
の
関
係
性
、
が
問
題
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
-
こ
の
よ
う
な
「
真
理
論
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
真
理
」

と
は
、
吋
小
説
神
髄
」
以
来
、
一
員
し
て
小
説
の
対
象
で
あ
っ
た
「
人
情
」
の
「
怠
穴
埋
」
で
あ
っ
て
、
「
智
力
の
領
分
」
と
し
て
の
「
真
理
」
を

意
味
し
て
は
い
な
い
。
と
は
い
え
、
「
人
情
」
の
「
呉
川
崎
1

一
も
、
あ
る
対
象
に
求
め
る
「
真
理
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
知
の
作
用
を
と
お
し

て
見
付
け
た
「
真
理
」
と
、
果
た
し
て
い
か
な
る
議
議
(
が
あ
る
の
れ
た
ろ
う
か
。
「
智
の
額
分
」
と
「
惜
の
領
分
」
を
明
瞭
に
的
峻
別
し
て
い
た
泊

這
に
と
っ
て
、
そ
の
疑
問
が
解
か
れ
な
い
限
り
、
こ
の
「
真
理

z

論
」
に
よ
る
文
学
論
の
言
一
説
編
成
に
は
、
あ
る
意
図
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
法
活
に
お
け
る
「
真
理
」
と
い
う
概
念
の
態
成
に
は
、
冒
頭
で
引
用
し
た
一
「
美
術
ハ
(
中
略
)
真
理
人
慣
を
写
す
者
な
り
と
ハ
斯
申

す
隠
居
と
我
友
冷
々
亭
主
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
号
一
叫
説
が
ホ
唆
す
る
よ
う
に
、
二
葉
亭
と
の
交
友
か
ら
う
け
た
、
二
葉
亭
の
「
真
理
論
」
の
影

響
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
今
次
の
文
章
は
、
二
葉
亭
と
の
関
係
を
よ
く
物
語
っ
て
い
よ
う
。

皇
国
の
小
説
家
は
偽
物
が
多
く
て
育
所
講
遭
難
家
の
化
物
怠
る
(
山
中
略
)

分
ぞ
か
し
。
神
宮
は
感
覚
の
カ
を
も
て
、
妙
に
康
前
四
一
を
発
見
す
と
は
、

時
に
哲
学
者
の
片
腕
と
な
り
て
、
内
抗
郎
ん
を
拾
ひ
だ
す
が
本

0
0
 

9
0
 

遁
議
の
新
た
な
文
学
論
の
言
説
一
編
成
は
、
小
説
に
お
け
る
描
写
の
中
心
に
「
真
型
」
を
長
蟹
れ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は

二
葉
亭
を
と
お
し
た
ロ
シ
ア
の
ペ
リ
ン
ス
キ
!
の
文
学
論
、
あ
る
い
は
三
葉
亭
の
文
学
論
そ
の
も
の
の
影
響
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
影
響
関
係
は
「
ペ
リ
ン
ス
キ
!
の
罪
的
イ
デ
ム
ヰ
議
事
で
葉
山
誌
と
な
り
、
抽
出
議
で

F
5
h
と
な
っ
た
↓
と
い
う
よ
う
に

指
摘
で
き
よ
う
が
、
そ
の
際
、
施
さ
れ
た
間
爵
の
す
り
替
え
、
あ
る
い
は
文
学
論
に
お
け
る
そ
の
賦
念
の
再
編
成
は
、
彼
ら
の
位
置
し
て
い
る

時
代
の
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
結
論
か
ら
い
え
ば
屯
こ
の
概
念
の
変
容
は
、
や
は
り
浩
壊
が
「
情
の
文
」
に
お
け
る
「
美
」
と
対
称
的

に
分
類
し
て
い
る
、
学
問
に
お
け
る
と
潔
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
関
路
は
、
以
下
、
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

19 
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ー
学
閥
的

と
議
離
的

選
議
の
い
わ
ゆ
る
〈
真
理
払
吻
は
、
「
小
説
神
盤
以
降
、
犠
々
な
新
開
説
的
ー
に
載
せ
ら
れ
た
費
削
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
よ

る
と
、
そ
の
「
真
理
」
は
「
人
情
の
真
理
」
「
世
態
の
真
週
」
、
あ
る
い
は
「
義
の
真
現
」
「
蓑
妙
の
真
邸
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
人

情
」
「
世
態
」
「
並
大
」
の
領
分
に
お
け
る
「
真
狸
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
翼
理
」
を
限
定
す
る
概
含
が
示
し
て
い
る
範
一
瞬
は
、
小
説
芸
術
が
ど
の

よ
う
な
対
象
か
ら
「
真
理
」
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
ど
い
え
よ

γ

う
。
す
な
わ
ち
、
小
説
に
描
か
れ
る
べ
き
対
象
と
し

て
「
人
竺
百
堅
「
美
」
が
位
置
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
考
え
方
は
京
説
紳
盤
の
「
λ
情
世
ト
館
設
耐
」
「
美
術
論
」
の
残
影
と
も
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
人
情
」
「
世
態
」
「
美
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
ど
し
た
持
議
の
ま
玄
関
が
、
新
た
に
「
真
理
」
と
い
う
概
念
を
会
し
て

組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
一
一
一
間
前
の
再
編
成
に
こ
そ
、
吋
小
説
紳
髄
い
以
降
に
お
け
る
遁
逼
の
新
た
な
文

学
論
の
あ
り
ょ
う
が
見
い
出
せ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
で
見
た
よ
う
に
、
選
迭
の
「
真
理
」
の
受
容
は
二
葉
亭
の
影
響
か
ら
端
を
発
し

た
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
文
献
を
み
る
と
、
彼
の
文
学
論
で
「
天
下
の
真
理
」
「
人
情
世
態
の
真
理
」
「
美
妙

の
真
理
」
「
影
な
く
形
な
き
真
理
と
い
っ
た
概
念
、
が
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
が
読
み
と
れ
る
。

-187-

①
話
し
て
人
間
は
有
形
の
学
関
よ
り
先
、
つ
初
め
て
、
段
々
に
知
識
を
増
し
た
Q

(

中
略
)
人
間
は
外
に
憎
の
な
い
学
問
を
調
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ
郎
ち
哲
学
(
一
般
を

指
す
)
の
進
歩
し
て
来
る
道
理
で
あ
る
。
社
会
学
、
心
理
学
、
純
粋
哲
学
は
震
ナ
闘
の
道
識
を
知
る
の
で
あ
る
。
一
中
時
)
之
を
要
す
る
に
、
哲
学
は
世
の
中
の
無
形

の
真
理
を
解
剖
し
て
、
殺
し
て
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
菱
簡
は
其
真
理
を
引
き
く
る
め
て
、
生
き
た
と
こ
ろ
を
あ
ら
は
す
も
の
で
あ
る

②
科
学
と
美
術
と
は
其
目
的
を
一
に
す
、
共
に
真
理
を
知
る
方
法
で
は
あ
る
が
、
一
は
知
識
を
以
で
し
、

4

は
感
覚
を
以
で
す
、
是
相
異
る
第
一
な
り

③
美
術
ハ
感
情
を
以
て
真
理
を
感
得
し
官
学
ハ
知
力
を
以
て
真
理
を
知
る
と
然
ら
ん
に
ハ
美
術
ハ
飽
く
ま
で
も
知
ね
を
離
れ
て
働
き
得
る
も
の
に
で
あ
ら
ざ
れ
パ
叶
は

ず
さ
る

(
ば
山
)

④
故
に
避
人
ハ
批
評
す
る
に
臨
み
て
「
小
説
の
要
は
哲
学
の
講
視
し
得
ざ
る
棄
却
ー
を
発
陣
す
る
に
あ
り
」
ど
い
を
事
官
以
て
終
始
の
標
準
と
な
す
べ
し
と
思
ふ
(
以
上
番

号
は
引
用
者
の
付
け
)



以

上

の

言

説

群

を

み

る

限

り

、

い

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

す

な

わ

ち

、

「

科

学
の
真
理
」
/
「
美
備
の
真
理
片
品
る
い
は
/
「
美
術
の
真
埋
」
と
い
う
対
項
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
文
脈
は
「
美
術
の

真
理
」
を
学
問
上
の
「
真
理
」
と
開
ら
し
各
わ
せ
て
普
遍
的
で
究
極
的
な
棋
倒
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
「
美
備
の
察
組
i

一
ど
は
、
刊
哲
学
」
〈
人
文
科
学
)
、
も
し
く
は
「
科
学
」
(
山
間
然
科
学
〉
に
お
け
る
知
の
鰻
源
で
あ

る
「
真
理
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る

b

と
い
う
の
は
角
「
小
説
」
や
「
美
術
」
上
の
「
真
埋
」
が
つ
ね
に
学
問
上
の
真
理
、
す
な
わ
ち
評

論
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
の
用
語
を
惜
号
る
立
ら
ば
、
「
実
用
」
的
学
問
の
真
理
も
ど
同
様
の
位
置
に
定
位
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
二
つ
の
領
域
が
と

も
に
「
車
ハ
理
」
を
追
い
求
め
る
と
い
う
意
味
で
同
一
の
目
的
を
共
有
す
る
と
措
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
遣
準
は
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
「
真
理
」
を
探
究
す
る
際
、
そ
の
方
法
論
的
差
異
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
学
問
」

の
場
合
は
「
知
力
」
や
「
知
識
」
を
介
し
て
、
そ
の
対
象
を
「
解
剖
し
て
」
「
真
理
」
を
穿
饗
す
る
が
、
「
美
術
」
の
ほ
う
は
「
感
覚
」
や
「
感

情
」
を
介
し
て
、
「
甚
接
の
観
察
」
を
鶏
し
て
〔
真
思
」
を
「
感
得
」
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
知
力
」
/
「
感
情
」
と

は
、
あ
く
ま
で
も
「
真
理
」
探
求
の
手
段
で
あ
っ
て
、
「
議
議
の
真
型
」
は
、
実
際
「
学
問
上
の
真
理
」
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
、
と
も
に

至
る
べ
き
共
通
の
呂
的
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
に
、
迫
迩
が
学
出
向
上
の
真
理
と
美
鮪
上
の
真
理
を
捉
え
る
方
法
の
差
異
を
明
示
す
る

か
の
よ
う
に
み
え
る
右
の
文
脈
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
差
異
性
と
い
う
よ
り
も
共
通
の
掛
値
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
小
説
の
要
は
哲
学
の
講
究
し
得
ざ
る
真
理
を
発
揮
す
る
に
あ
り
」
と
か
、
「
道
徳
の
麗
ハ
割
、
政
治
の
真
型
、
之
を
討
究
す
る
必
要
あ
り
と
せ

日
)

、
ば
、
美
の
理
も
講
究
せ
で
叶
ふ
ベ
か
忠
す
」
と
い
う
一
一
一
一
回
説
が
う
か
が
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
芸
捕
に
お
け
る
創
造
、
が
学
問
の
研
究
と
開
価
値
を

も
つ
も
の
、
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
む

実
際
、
当
時
の
啓
蒙
思
想
を
始
め
と
し
て
、
歌
来
か
ら
輸
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
〈
諸
学
問
〉
に
つ
い
て
論
及
す
る
言
説
を
晃
る
と
、
探
究
の

究
極
的
な
対
象
、
す
な
わ
ち
〈
知
〉
の
桜
刷
仰
を
「
箕
州
地
」
(
吋
d
卦
)
と
い
う
用
語
で
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
し
て
も
よ
か
ろ
う
む

こ
の
「
真
理
」
と
い
う
概
念
こ
そ
ー
明
治
初
期
に
お
け
る
富
割
強
兵
と
い
う
政
治
的
ス
ロ
!
ガ
ン
と
相
挨
っ
て
、
同
州
米
の
「
学
問
」
を
積
額
的

に
奨
励
す
る
側
に
お
い
て
も
、
そ
の
実
学
的
な
儲
植
手
』
説
明
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
た
。
開
え
ば
、
次
の
言
説
、
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

21 

①
学
は
知
る
こ
と
の
積
み
重
り
な
り
と
い
ふ
と
も
、
地
だ
詑
ら
に
多
く
知
る
を
以
て
学
問
と
な
す
に
は
あ
ら
ず
、
問
事
に
も
あ
れ
、
具
郡
出
よ
り
し
て
其
真
均
一
寄
民
主

を
知
る
を
学
と
な
す
な
り
、
(
中
略
}
般
に
学
者
尋
ら
締
究
し
、
物
に
就
て
奥
郎
長
暗
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
を
講
究
し
て
其
義
理
を
知
る
と
き
は
開
物
成
務
、
厚
生

-186 
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利
用
、
又
孔
子
の
諮
に
飽
食
暖
衣
逸
揺
の
処
に
藍
る
も
亦
容
易
な
り
と
す

mw抑
々
学
問
ナ
ル
モ
ノ
、
帰
結
問
ヲ
如
舟
ト
縛
ス
ル
ニ
経
露
天
地
開
事
物
ノ
真
理
ヲ
誠
一
期
ス
ル
ノ
外
ニ
出
テ
サ
ル
ヘ
シ
ト
信
ス
果
、
ン
テ
然
一
フ
ハ
学
問
ナ
ル
モ
ノ
ハ
決
シ
テ

時
代
ト
場
所
ト
ニ
応
シ
テ
変
ス
ル
モ
ノ
ニ
ハ
非
サ
ル
ヘ
シ
(
市
中
崎
)
学
問
ハ
斯
ク
科
目
コ
ソ
多
ケ
レ
麗
ス
ル
二
皆
上
ニ
一
五
ツ
事
物
ノ
真
理
ヲ
分
業
シ
テ
教
フ
ル
ニ
過
キ

λ
凶
)

G
理
学
者
ハ
散
牢
合
間
前
ニ
テ
モ
真
理
ヲ
発
見
ス
ル
ヲ
白
的
ト
シ
、
其
実
地
ニ
効
用
有
ル
ヤ
-
丹
ヲ
開
ハ
ザ
〈
ト
様
、
良
部
ヲ
発
見
シ
知
識
ヲ
広
ム
ル
ハ
一
ト
シ
テ
早
晩
実
地

ノ
利
益
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ

(
中
略
)
学
前
上
の
真
問
視
と
い
へ
ば
、
一

4

定
不
変
の
物
を
指
す
(
中
略
)
教
法
上
に
一
全
り
て
は
、
そ
の
高
理
の
分
は
人
心
世
道
を
利
益
す
る
最
前
最

重
の
も
の
な
り

と
の
一
一
一
一
口
説
群
は
、
た
ん
に
多
く
の
も
の
を
知
る
こ
と
を
学
問
と
み
な
す
克
方
を
退
け
、
学
問
の
定
義
と
目
的
を
「
真
理
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ

て
定
泣
し
て
い
る
。
そ
し
て
学
問
の
目
的
で
あ
る
「
真
理
」
に
た
ど
り
著
い
た
時
に
は
、
そ
の
z

賢
明
さ
れ
た
「
真
理
」
は
必
ず
や
「
開
物
成
務
、

厚
生
利
用
、
飽
食
暖
衣
逸
胃
」
と
い
っ
た
実
学
的
立
経
済
的
「
利
益
」
、
も
し
く
は
「
人
心
虫
、
濯
を
利
認
す
る
最
用
最
重
の
も
の
」
、
す
な
わ
ち

民
衆
が
み
ず
か
ら
を
秩
序
づ
け
る
愉
溜
e

道
徳
、
が
与
え
ら
れ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
彼
ら
の
主
張
す
る
。
「
学
問
」
と
は
、
ま
さ
に
「
真
理
」
と

い
う
用
語
を
と
お
し
て
、
国
家
・
社
会
場
人
聞
の
行
為
に
対
し
て
ハ
実
用
的
v

で
〈
一
数
間
的
U

番
安
静
官
官
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
奨
励
さ
れ
た

の
だ
。
当
一
時
に
お
け
る
近
代
国
家
建
一
設
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
k
し
て
、
被
ら
は
み
ず
か
ち
の
「
学
問
」
を
「
実
用
学
問
」
と
し
て
位
置
づ

け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

吋
小
説
神
控
以
降
の
治
議
の
文
学
論
が
こ
の
よ
う
な
時
代
思
潮
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
背
景
と
し
た
「
宣
ア
」
(
人
文
科
学
)
や
「
科
学
」
(
自

然
科
学
)
に
属
す
る
「
真
理
」
を
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
文
学
童
事
時
代
思
潮
に
踏
憾
に
対
応
す
る
一
マ
一
口
説
編
成
だ
か
ら
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
小
説
を
文
化
の
一
領
域
に
定
桂
し
よ
う
と
し
た
何
よ
り
の
詳
し
だ
と
い
え
る
。
文
学
芸
術
に
お
け
る
美
の
実
在
を
こ

の
学
時
上
の
「
真
理
」
と
同
位
す
る
と
ご
ろ
に
、
二
葉
亭
の
「
真
理
論
」
と
向
じ
く
、
明
治
1
0
年
と
い
う
時
代
に
設
置
し
た
造
遁
文
学
論
の

特
徴
が
よ
く
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
選
議
の
文
学
評
議
は
、
に
よ
っ
て
人
情
・
世
態
を
穿
撃
す
る
「
人
情

註
態
の
真
理
」
と
い
う
学
問
を
目
指
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
選
議
が
「
学
問
の
真
理
」
と
照
ら
し
&
w
わ
せ
て
、

定
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

の

と

い

っ

た

概

念

を

理

論

的

に

よ
の
接
写
対
象
を
学
問
上
の
「
真
理
」
と
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い
っ
た
概
念
に
求
め
る
に
至
つ

と
に
す
る
。

に
卓
義
の
か
。
ご
め
背
景
を
岩
場
ヤ
す
る
た
め
に

に
関
す
る
次
の
言
説
群
を
見
る
こ

①
己
に
先
日
も
私
に
向
っ
て
、
美
術
を
惨
む
る
は
、
果
し
て
型
話
料
識
が
あ
る
、
と
笈
(
関
白
で
開
か
け
た
興
が
あ
り
ま
す
。
さ
う
実
科
、
ば
か
り
に
漉
国
ァ
ち
ゃ
ア
、
ま

る
で
論
談
が
で
き
ま
せ
ん
テ
。
科
学
と
萎
縮
と
は
説
付
品
を
一
に
す
、
H
A

ハ
に
真
理
を
知
る
方
法
で
は
あ
る

②
予
ハ
実
用
主
義
を
奉
ず
る
者
な
り
と
公
苦
悶
し
て
政
治
経
携
を
問
ハ
腕
ぜ
ず
坊
も
著
述
と
さ
へ
一
言
へ
パ
一
概
に
之
に
拠
り
て
判
断
し
去
り
荷
も
実
用
に

口

一
の
目
的
な
る
や
を
前
説
ぜ
ん
と
し
も
企
て
ざ
る
者
の
如
き
ま
づ
一
一
例
と
な
す
べ

き
な
り

③
妹
に
一
口
に
「
美
」
と
い
ふ
時
に
は
一
「
議
掛
」
と
い
ふ
が
朗
章
一
観
あ
る
抜
、
哲
学
界
中
に
あ
ら
ざ
る
鰻
は
之
を
無
用
な
る
薮
物
の
や
う
に
思
ひ
て
、
地
の
実
利
上
の
真

理
程
に
は
緊
要
大
切
な
る
者
と
も
思
品
ず
、
(
中
時
)
さ
れ
ど
も
退
い
て
考
ふ
れ
ば
「
美
」
も
亦
此
宇
内
の
真
埋
に
し
て
、
其
真
理
た
る
の
価
髄
よ
り
し
て
言
は
ず
絶

え
て
他
の
真
理
に
劣
る
ベ
う
も
あ
ら
ず
。
(
中
時
V

遺
摘
の
奥
郎
一
ミ
政
治
の
真
理
、
之
を
討
究
す
る
必
要
あ
り
と
せ
ば
、
美
の
埋
も
講
究
せ
で
叶
ふ
べ
か
ら
、
ず
。
敢
て

実
利
上
に
関
係
し
て
掠
て
愛
す
る
じ
は
あ
ち
ざ
る
‘
な
り
。
き
れ
ば
其
蕊
惑
の
師
た
る
を
掛
川
拡
ず
、
其
真
理
た
る
の
位
は
一
な
り
。
(
中
略
)
宜
し
く
万
般
の
翼
理
を
一

(
川
山
)

視
し
、
(
中
略
)
絶
え
て
其
関
に
愛
情
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
ろ
/
¥
の
選
出
場
を
し
て
完
全
せ
し
む
る
や
う
力
め
ず
で
は
叶
は
じ
。
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こ
の
一
一
一
一
口
説
群
に
は
、
遁
遥
が
文
芸
の
中
心
に
「
真
理
」
を
定
立
す
る
際
、
な
ぜ
そ
れ
を
〈
実
用
学
問
v

の
知
の
根
拠
で
あ
る
「
真
理
」
と
同

位
さ
せ
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
言
説
群
は
、
「
美
術
」
と
「
学
問
」
で
究
極
的
に
た
ど
り
着
く
べ
き
対
象
が
と
も
に

「
真
理
」
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
真
理
」
以
等
細
だ
と
い
う
論
理
で
あ
っ
て
、
「
美
橋
上
」
の
「
真
理
」
が
「
実
用
学
問
」
に
比
べ
ら

れ
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
価
値
が
劣
ら
立
い
と
い
う
事
実
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
治
準
は
前
で
考
察
し
た
と
お
り
、
〈
実
用
性
〉

〈
効
用
性
〉
に
も
と
づ
く
〈
実
関
学
期
間
尊
重
v

の
時
代
的
思
潮
を
強
く
意
識
し
、
「
科
学
と
美
術
と
は
其
目
的
和
二
に
す
、
共
に
真
理
を
知
る

方
法
で
」
あ
る
と
か
、
三
美
』
も
亦
此
宇
山
内
の
真
理
に
し
て
、
共
真
理
た
る
の
倒
鑓
よ
り
し
て
一
首
は
ぜ
絶
え
て
他
の
(
実
利
上
の
i

引
間
者
註
)

真
理
に
劣
る
べ
う
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
奥
州
制
」
を
介
し
て
「
学
問
」
と
「
美
術
」
の
等
側
牲
を
唱
え
て
い
る
。
と
の
よ
う
な
主
張

に
は
、
確
か
に
「
小
説
」
が
〈
実
出
問
的
〉
翁
照
的
v

で
な
い
と
い
う
認
識
を
乗
り
越

h

え
よ
う
と
す
る
意
図
と
「
美
術
」
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
小
説
存
二
つ
の
「
学
問
」
と
し
て
築
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
榔
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
小
説
を
含
め
た
美
術
が
無
照
の
「
虚
飾
」

と

み

な

さ

れ

た

た

め

、

そ

の

よ

う

金

認

識

に

歯

止

め

を

か

け

、

小

説

も

の

「

真

理

」

と

等

師

植

の

を

苧

ん

で

い

23 



24 

る
事
実
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
選
議
は
当
時
学
問
上
の
削
認
で
あ
っ
た
「
真
理
」
を
「
小
説
」
「
美
術
」
の

中
心
に
位
麓
づ
け
た
の
だ
。

阻

と
い
う
議
論
へ

か
ら

へ

選
議
は
こ
の
「
真
理
論
」
を
構
築
し
始
め
る
一
年
ほ
ど
前
で
あ
る

T

明
治
一
八
年
瓦
月
二
一
一
日
誌
付
の
吋
読
売
新
開
」
で
、
一
ニ
日
前
同
新
関
紙

上
に
載
せ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
〈
文
学
無
用
論
〉
の
記
事
を
ま
の
あ
た
り
に
し
、
い
る
。

文
明
の
進
歩
す
る
に
能
ひ
百
科
の
築
学
ハ
益
す
改
良
進
歩
す
る
と
い
か
ど
も
掛
り
帯
歌
の
学
に
至
ツ
て
ハ
全
く
之
れ
と
間
反
す
る
な
り
抑
も
百
科
の
実
学
の
改
選
す

る
や
容
易
の
惑
に
非
ら
ず
其
材
料
を
築
様
し
て
之
れ
を
分
離
総
合
す
る
に
数
代
の
年
丹
を
綾
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
(
中
略
)
埠
惣
の
日
新
す
る
今
日
に
在
て
ハ
詩
学
の
困

難
益
す
増
加
し
て
辿
も
其
希
望
を
達
す
る
事
能
は
ざ
る
べ
し
左
わ
パ
詩
歌
に
熱
心
な
る
お
望
を
他
の
学
芸
に
梓
し
日
選
立
明
の
流
に
沿
ふ
て
有
益
の
事
業
に
従
事
す

(
鉛
)

る
こ
と
今
日
の
急
務
な
り

こ
の
記
事
の
投
稿
者
浅
野
狂
夫
は
、
「
詩
歌
」
と
は
「
文
明
の
進
歩
」
す
る
時
代
で
あ
る
当
時
に
旧
相
反
す
る
も
の
だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ

の
「
詩
歌
」
に
向
か
う
情
熱
を
「
実
学
の
改
進
」
と
い
っ
た
「
有
益
の
事
業
」
へ
と
移
し
、
「
文
明
の
進
事
い
に
務
め
る
こ
と
を
奨
め
て
い
る
。

こ
の
記
事
の
「
詩
歌
ハ
文
明
と
並
進
せ
ず
」
と
い
う
題
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
論
は
当
時
の
「
富
国
強
兵
」
の
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
相

挨
っ
て
「
実
学
尊
重
」
/
「
文
学
無
用
」
を
主
張
す
る
典
郡
高
な
一
例
だ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
浅
貯
の
論
調
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
、
明

治
一

0
年
代
の
い
わ
ゆ
る
〈
文
学
無
用
論
v

/

〈
実
用
学
問
尊
重
〉
と
い
う
時
代
認
識
を
偶
↓
ポ
す
る
と
、

学
問
と
は
、

6

た
だ
む
つ
か
し
さ
宇
を
知
り
、
解
し
難
き
古
文
を
読
み
、
和
歌
を
楽
し
み
、
詩
を
守
Q
ず
れ
な
ど
、
出
し
に
実
む
な
き
文
晶
子
を
一
一
一
一
日
う
に
あ
ら
ず
。
(
中
略
)
翠

党
そ
の
学
問
(
「
詩
歓
」
な
ど
の
文
学
υ

引
用
者
注
)
の
実
に
遼

d
Lで
日
舟
の
間
に
&
耳
尚
一
一
件
拠
な
り
a

き
れ
ば
今
か
~
か
る
実
な
き
学
問
は
先
ず
次
に
し
、
専
ら
勤

(
幻
)

む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
な
り
。

と
い
う
福
沢
論
吉
の
意
見
に
代
表
的
な
一
一
岳
地
印
刷
を
克
一
出
せ
る
が
、
こ
れ
は
た
ん
に
福
岡
仇
‘
人
の
意
見
で
は
本
く
三
当
時
の
時
代
思
潮
で
も
あ
っ
た
。
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こ
の
言
説
は
、
明
治
初
期
に
欧
来
型
の
近
代
化
に
い
拍
車
を
か
け
、
富
国
強
兵
と
い
っ
た
時
代
的
要
請
に
照
応
し
た
〈
実
用
〉
中
心
の
学
問
の
主

張
で
あ
り
、
文
学
が
世
の
中
に
少
し
も
り
致
問
の
な
い
「
実
な
さ
学
問
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
文
学
そ
の
も
の
を
斥
け
よ
う
と
す
る
〈
文
学
無
用

論
〉
で
あ
る
。

一
方
、
そ
の
浅
野
の
論
文
を
讃
ん
で
強
い
反
発
を
感
じ
た
週
迩
は
、
「
討
歌
の
改
良
」
と
題
し
た
記
事
で
そ
の
よ
う
な
見
方
を
退
け
よ
う
と

努
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
詩
歌
に
も
攻
良
の
方
法
あ
り
美
術
に
も
進
化
の
次
第
あ
る
を
選
も
党
ら
れ
ざ
る
も
の
〉
如
し
」
と
し
て
浅
野
の

論
調
を
批
判
し
、
「
美
術
ハ
国
家
の
花
と
も
い
ふ
べ
く
実
学
ハ
其
襲
具
一
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
論
回
目
の
必
然
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
「
美
術
」
「
実
学
」
の
い
わ
ゆ
る
論
を
唱
え
る
に
至
る
。

-
若
し
止
官
界
の
人
間
と
し
て
一
向
実
利
を
の
み
重
山
ん
ぜ
し
め
ん
平
其
の
性
お
の
づ
か
ら
金
替
に
流
れ
他
の
高
雅
な
る
気
韻
に
乏
し
く
従
ッ
て
紳
々
た
る
余
地
な
き
ま
、

其
情
酷
薄
に
編
ら
ん
鰍
是
も
ま
た
図
る
?
か
ら
ず
古
今
東
山
の
差
別
も
な
く
求
め
ず
し
て
美
術
の
行
は
る
え
設
し
人
情
の
お
然
な
る
べ
し
今
や
分
業
の
世
の
中
な
り

美
術
家
は
須
ら
く
美
術
を
穆
め
実
技
家
は
煩
ら
く
実
替
を
力
め
川
氏
ハ
に
協
力
し
て
出
光
を
増
す
べ
き
な
り
人
捕
の
実
利
に
の
み
踊
る
は
開
閉
の
苦
労
に
す
る
事
な
り
か

!レ
・
未
開
の
世
の
詩
歌
(
未
聞
の
控
の
小
説
)
の
文
明
の
世
に
行
は
れ
が
た
さ
に
回
る
こ
と
な
り
然
は
さ
り
な
が
ら
詩
歌
の
真
面
日
は
敢
て
荒
唐
を
諮
る
に
あ
ら
ず
他
の
人

情
を
穿
つ
に
あ
り
若
し
荒
麿
を
諮
る
を
止
め
て
専
ら
人
情
の
髄
を
写
さ
ぱ
文
明
の
世
の
社
会
な
り
と
て
何
と
て
詩
歌
の
行
は
れ
ざ
ら
ん
や
詩
歌
ハ
即
ち
小
説
な
り
小

説
ハ
即
ち
文
明
の
詩
歌
な
り
世
の
文
閣
に
滋
ベ
る
人
々
来
闘
の
詩
歌
の
文
明
の
出
に
衰
ふ
る
所
以
を
党
ら
パ
宜
し
く
改
良
の
手
段
と
講
じ
て
新
体
の
詩
歌
を
惨
む
ベ

(
辺
)

き
な
り
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こ
ζ

で
遁
這
は
吋
小
説
神
髄
」
と
同
じ
く
、
議
叱
論
の
立
場
か
ら
小
説
の
改
長
を
概
説
す
る
だ
け
に
終
始
し
、
そ
の
「
詳
細
を
知
ら
ん
と
欲

せ
ば
」
「
小
説
神
髄
を
見
よ
」
と
結
論
什
け
て
い
る
。
と
の
迫
議
の
示
唆
に
従
っ
て
彼
の
即
日
論
を
た
ど
る
と
き
、
果
た
し
て
有
効
な
反
論
た
り

得
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
ぶ
つ
か
る
む
小
説
の
社
会
的
仲
撃
を
高
め
よ
う
と
す
る
小
説
改
良
へ
の
試
み
は
曜
か
に
吋
小
説
神
慢
の
中
心

一
ア
!
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
明
小
説
神
髄
h

で
は
、
「
小
説
も
非
実
用
的
非
功
利
的
で
は
あ
る
が
自
然
の
効
用
を
そ
な
え
て
い
る
も
の
」

だ
と
い
う
主
張
、
す
な
わ
ち
「
小
説
は
政
治
、
宗
教
、
遇
油
断
等
の
権
威
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
小
説
の
治
市
的
性
を
排
除
し
な
が

ら

も

、

し

か

し

小

説

に

は

自

然

の

効

期

が

あ

る

と

し

ど

こ

ろ

に

、

つ

つ

の

二

律

背

反

」

が

あ

り

、

論

理

の

「

埼

蕃

」

が

あ

っ

た

。

だ

か

ら

、

小

説

の

で

唱

え

ら

れ

て

は

い

て

も

、

そ

の

理

論

化

に

ま

で
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は

到

ら

本

か

っ

た

と

言

え

よ

う

。

こ

と

で

は

立

か

ろ

う

か

。

し
か
し
、
吋
小
説
神
髄
い
の
「
美
術
論
」
を
大
き
く
変
容
さ
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
糞
理
論
」
に
翠
る
と
、
小
説
に
お
け
る
模
写
の
対
象
を
学

問
に
お
け
る
知
の
根
拠
で
あ
る
「
真
理
」
と
関
能
さ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
儒
性
へ
の
戦
略
と
同
時
に
、
そ
の
理
論
化
を
め
ざ
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
右
の
反
発
の
有
効
性
に
対
す
る
反
脅
の
上
に
立
つ
で
い
よ
う
。
そ
の
戦
略
と
邸
論
化
が
ま
さ
に
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
選
議
の
言
説
で
あ
り
、
「
(
折
口
尚
子
と
芸
術
、
が
i

引
用
者
注
)
栴
助
け
て
進
ま
ん
に
は
、
人
間
界
に
存
す
る
両
者
の
真
理
か
、
宇
内
に
充
満
せ
る

何
等
の
真
理
か
、
遂
に
人
間
関
の
有
為
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
私
は
此
二
つ
の
者
共
が
互
に
発
達
せ
ん
事
を
携
に
希
望
し
て
止
ま
ざ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
」
と
い
っ
た
一
言
説
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
言
説
に
は
「
学
問
の
真
理
」
に
し
ろ
「
美
術
の
真
部
」
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
が
こ
の
「
宇
内
」
の

「
真
理
」
で
あ
る
以
上
、
と
も
に
人
間
に
「
有
議
」
だ
と
唱
え
る
と
こ
ろ
か
ら
「
真
理
論
」
に
よ
っ
て
小
説
の
効
用
性
・
実
用
性
を
論
理
化
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
見
方
は
礁
か
に
「
実
用
学
問
」
の
「
莫
理
」
に
し
か
そ
の
有
用
性
を
与
え
立
か
っ
た
時
代
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
も

い
ν
え
ず
9
0

そ
の
一
方
で
選
遊
は
、
「
真
理
」
に
よ
る
理
論
化
の
試
み
と
し
て
、

小
説
の
地
位
を
上
げ
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

と
し
て
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ま
で
の
小
説
に
批
判
を
加
え
、
そ
の

①
皇
国
の
小
説
家
は
掲
物
が
多
く
て
、
所
舗
道
楽
家
の
化
物
な
る
(
中
略
)
髄
分
勉
強
し
て
観
察
を
旨
と
し
、
時
に
研
学
者
の
片
腕
と
な
り
て
、
真
理
を
拾
ひ
だ
す
が
本

分
ぞ
か
し
。
縛
宮
は
感
党
の
力
を
も
て
、
妙
に
真
埋
を
一
発
晃
す
と
は
、
魯
の
美
学
家
の
名
一
斉
な
り

Q

小
会
川
に
し
て

K
に
進
一
ま
む
鰍

②
兎
角
に
我
留
の
小
説
作
者
は
稗
史
を
道
楽
か
何
ぞ
の
や
う
に
思
ひ
て
戯
作
だ
と
か
戯
述
じ
ゃ
の
ト
砂
に
無
雑
作
に
挺
し
め
て
見
る
(
中
略
)
ま
こ
と
に
惜
む
べ
き
の
限

に
で
あ
り
け
り

③
事
件
ハ
小
説
の
主
旨
に
あ
ら
ず
事
件
ハ
歴
史
家
で
も
議
得
る
事
な
り
所
調
小
説
家
の
大
事
が
る
と
こ
ろ
ハ
一
備
に
情
態
の
祁
摺
蔵
に
あ
る
の
み
歴
史
家
や
伝
記
家
や
乃

至
ハ
哲
学
者
が
写
し
得
ざ
る
徹
妙
の
大
真
理
を
描
く
に
あ
る
な
り
こ
の
事
こ
の
頃
も
さ
る
処
で
よ
ツ
ほ
ど
回
収
や
し
く
論
じ
た
る
に
扱
ハ
あ
れ
を
読
ん
で
呉
れ
ざ
り
し

敏
イ
ヤ
ハ
ヤ
呆
れ
か
へ
る
小
説
読
者
こ
れ
で
ハ
改
良
も
イ
ツ
カ
ナ
イ
カ
ナ

④
元
来
小
説
と
云
ふ
も
の
は
、
従
前
は
ロ
ハ
遊
戯
一
一
二
昧
の
や
う
に
世
人
が
思
惟
致
し
て
印
刷
り
ま
し
た
と
こ
ろ
‘
近
頃
に
な
り
で
位
、
小
説
も
美
術
の
内
に
加
は
る
や
う
に
な

り
ま
し
た
ゆ
ゑ
、
己
に
今
自
も
美
掠
論
と
一
五
ふ
題
を
掲
げ
お
い
て
、
専
ら
小
説
に
慨
す
る
事
に
論
及
す
る
般
で
、
小
説
は
、
絵
画
、
音
楽
、
彫
刻
、
詩
歌
杯
と
陪
捕
に
、

(
お
)

美
術
の
随
一
に
註
す
る
と
一
五
ふ
。



こ

ハ

哲

学

者

が

写

し

得

ざ

る

微

妙

の

大

真

理

を

描

く

」

と

こ
ろ
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
り
そ
の
よ
う
去
を
写
さ
ま
い
限
り
、
小
説
は
た
だ
前
時
代
の
「
遊
楽
」
「
遊
戯
三
味
」
を
求
め

る
「
偽
物
」
に
し
か
な
ら
ず
、
「
煙
山
ψ
m
a

哲
学
」
に
一
科
離
で
き
る
「
小
説
改
良
」
も
「
通
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
治

遜
は
〈
実
用
中
心
〉
の
学
問
問
だ
け
を
事
ん
じ
る
時
伐
的
風
潮
に
対
し
て
、
「
美
輪
の
真
理
」
と
い
う
論
埋
か
ら
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
唱
え
て
お
り
、

そ
の
実
践
の
試
み
か
ら
「
遊
び
」
中
心
の
従
来
の
小
説
を
改
設
す
る
方
法
と
し
て
、
そ
の
「
真
理
論
」
を
提
起
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
の

「
真
理
」
探
究
と
い
う
知
的
営
為
に
も
と
づ
い
た
「
真
坦
」
の
鰻
写
こ
そ
、
戯
作
を
中
心
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
小
説
か
ら
脱
成
し
て
、
新
た
な

文
化
館
値
と
し
て
社
会
的
地
伎
を
高
め
、
〈
実
同
学
問
〉
の
「
真
開
」
と
同
じ
く
現
実
の
人
間
一
椴
に
役
に
立
た
せ
る
と
い
う
主
張
に
至
る
の

だ。
実
学
尊
重
の
時
代
に
敵
米
の
新
文
常
に
め
ざ
め
た
岨
探
索
、
文
学
に
器
有
の
拙
撃
し
認
め
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
〈
文
学
細
川
用
〉
と
い
う
時
代

思
潮
を
退
け
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
会
ら
‘
恐
か
っ
た
り
被
の
文
学
論
辻
、
小
説
詩
歌
な
ど
で
象
徴
さ
れ
る
文
学
無
用
と
実
学
尊
電
~
と
い
う
時

代
思
潮
に
逆
ら
い
、
〈
文
学
芸
術
〉
の
麟
M

胞
を
ハ
摂
出
学
問
v

と
同
郷
越
の
水
準
に
ま
で
高
め
よ
う
と
し
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
時
代
思
潮
と
の
対

抗
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
〈
真
理
v
と
い
う
詔
の
歴
ゃ
ん
的
意
味
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
語
を
中
心
概
念
と
す
る
一
一
一
一
口
説
編
成
と
し
て
の

「

真

理

論

」

は

、

『

小

説

神

髄

」

の

だ

。
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五

む
す
び

以

上

で

、

す

蒜

討

論

の

中

心

に

据

え

た

「

真

理

」

と

い

う

用

語

の

働

き

を

と

お

し

て

、

そ

の

期

語

に

差

し

込

ま
れ
て
い
る
〈
実
用
学
問
尊
重
〉
/
〈
文
語
清
v

と
い
っ
た
時
代
思
潮
の
顕
彰
を
見
付
け
、
そ
の
「
真
理
」
と
い
う
用
・
語
そ
の
も
の
に
こ
の

認
識
を
払
拭
し
よ
う
と
し
た
戦
略
が
争
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
察
し
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
〈
知
〉
の
線
拠
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
実
利

実
益
の
源
泉
と
さ
れ
た
実
用
学
問
に
お
け
る
「
興
組
」
の
文
脈
に
よ
り
、
通
慈
の
文
学
論
が
再
編
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
か
ら
被
の
理
論
化
に
お

け
る
戦
略
の
一
一
面
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
奥
地
止
の
も
つ
役
割
は
文
学
と
学
問
の
等
価
牲
へ
の
凝
視
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

改
良
の
規
準
、
す
な
わ
ち
前
近
代
の
小
説
か
ら
飛
躍
す
る
手
段
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
吋
小
説
神
髄
い
に
お
け
る

素
朴
な
「
人
情
・
世
態
論
」
は
こ
こ
に
習
っ
て
新
た
な
保
管
し
向
か
え
、
そ
れ
が
学
問
と
等
制
値
の
位
相
を
も
っ
方
向
へ
と
建
立
さ
れ
る
こ
と
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と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
一
方
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
池
湿
の
文
学
論
に
注
目
す
る
?
と
、
こ
の
「
恵
一
理
」

k
ほ
ぽ
閥
様
の
意
味
で
「
妙
想
」
と
い
う
言
葉
も
彼
の

文
学
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
府
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
「
英
樹
」
と
い
う
揃
念
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
「
妙
想
論
」
も

そ
れ
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
考
察
は
郡
一
一
栴
で
詳
し
く
分
析
し
て
ゆ
き
た
い
。

川口
(1)
坪
内
治
遥
「
ヤ
ヨ
時
暫
ら
く
、
ム
日
富
山
人
に
物
申
さ
ん
」
辺
監
兜
新
聞
」
、
一
八
八
七
年
一
丹
一
二
。

(2)
石
田
忠
彦
吋
坪
内
選
遁
研
究
」
、
九
州
大
学
出
脱
会
、
一
九
八
八
年
、
二
三
三
頁
。

(3)
拙
稿
「
〈
患
の
文
学
か
ら
〈
実
v

の
文
学
へ
の
臨
調
|
|
二
葉
亭
間
迷
の
文
学
論
に
お
け
る
「
真
部
品
踊
」
の
成
立
の
背
禁
i
i」
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
冒

本
語
と
日
本
文
学
」
第
川
口
号
、
一
九
九
九
年
八
丹
参
考
。

(4)
嵯
織
の
塵
お
む
ろ
「
小
説
家
の
寅
任
」
刊
近
代
文
学
評
論
大
系
・
こ
、
角
川
欝
脂
、
一
九
七
一
年
、
八
四
頁
(
閉
山
誌
と
初
出
年
は
「
し
が
ら
み
草
紙
片
明
一
八

八
九
年
一
一
丹
)
。

(5)
石
橋
忍
月
「
想
実
論
」
円
近
代
文
学
許
論
大
系
，
一
』
、
一
一
二
七
一
員
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
町
、
乱
糊
新
朝
刊
一
八
九
O
年
一
一
月
一
一
一
六
日
)

0

(6)
二
葉
苓
と
治
活
の
交
渉
を
め
ぐ
っ
た
先
行
論
で
、
こ
の
「
真
3

理
論
」
の
影
響
を
論
じ
て
い
て
も
そ
れ
の
役
割
に
関
す
る
論
詰
概
説
的
な
説
明
に
止
ま
る
場
合
が
多
い
。

(7)
石
田
、
前
掲
審
、
一
六
六
賞
。

(8)
坪
内
選
進
「
文
章
新
論
」
吋
中
央
学
術
雑
誌
」
第
二
八
号
、
一
八
八
六
千
五
月
、
二
一
員
。

(9)
坪
内
遣
準
「
美
辞
一
論
稿
」
「
早
稲
剖
文
学
い
第
三
七
号
、
一
八
九
三
年
間
円
、
一
二

i
一一一一員。

(
叩
)
巌
本
善
治
「
国
民
之
友
第
五
十
号
に
お
け
る
吋
文
学
と
自
然
』
を
読
む
、
を
諮
一
読
す
」
『
女
学
雑
誌
」
第
二
ハ
二
号
、
明
治
二
二
年
五
月
一
八
日
、
十
六
真
。

(
日
)
矢
野
飽
渓
「
経
由
美
談
上
縞
」
の
自
序
、
明
治
二
ハ
年
。

(
臼
)
高
々
道
人
「
政
治
小
説
の
効
力
」
吋
近
代
文
警
許
論
大
系
・
一
同
、
角
川
一
習
時
、
一
九
七
一
年
、
二
六
一
段
ム
知
山
静
と
相
出
年
は
内
自
由
燈
」
、
一
八
八
五
年
五
月
二

八
日
)
。

(
日
)
①
坪
内
出
進
『
内
地
雑
席
未
来
之
夢
い
話
器
説
選
集
』
、
第
一
欝
館
、
一
九
七
七
年
、
六
七
三
一
貫
戸
初
出
年
一
拡
一
八
八
六
年
中
-
。

①
坪
内
選
準
「
式
率
三
馬
評
判
」
『
近
代
文
学
一
註
耐
大
系
・
長
、
時
二
同
一
民
九
初
出
官
初
出
芋
は
市
恥
学
術
響
詩
、
一
八
八
六
年
五
月
)
。

③
坪
内
温
造
「
榔
亭
磁
彦
の
評
判
」
「
中
央
学
術
雑
誌
』
三
四
号
、
一
八
八
六
年
八
丹
、
五
O
京
1

@
坪
内
迫
迩
「
河
竹
黙
阿
弥
翁
に
告
ぐ
」
霊
山
川
売
新
部
門
一
八
八
六
年
一
一
一
パ
一
同
日
。

-179-



①
坪
内
議
温
「
河
竹
翁
よ
乞
ふ
脚
色
を
重
ん
ず
る
仰
れ
」
吋
護
持
新
髄
円
一
八
八
六
年
二
月
一
一
一
臼
。

⑥
坪
内
遁
遁
「
妄
に
訣
諮
を
事
と
す
喜
知
れ
s
二
蝉
内
遁
護
研
発
』
(
石
川
出
忠
彦
V

の
「
附
。
文
学
論
初
出
資
料
」
、
山
O
二
頁

雑
誌
守
一
八
八
六
年
一
一
月
二
五
日
)

(H)
坪
内
遣
準
吋
内
地
雑
居
未
来
之
夢
仏
、
六
七
山
聞
東
。

(
日
)
石
田
、
前
掲
欝
、
二
五
六
寅
。

(
日
)
①
坪
内
退
議
「
美
術
論
」
吋
明
治
文
山
川
会
葉
第
一
二
巻
円
日
本
評
地
神
社
、
一
九
二
八
年
、
五
五
八
l
五
六
O
一
員
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
「
中
央
学
術
雑
誌
」
、

八
七
年
一
月
二
五
日
)
。

②
坪
内
追
蓮
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
川
、
一
五
六
三
票
。

③
坪
内
遡
謹
「
未
来
記
に
類
す
る
小
説
」
宮
部
売
新
開
可
一
八
八
七
年
六
月
一
五
位
。

④
坪
内
遣
準
「
雪
中
梅
(
小
説
)
の
批
評
」
「
附
u

文
常
識
初
出
資
料
」
、
一
二
八
二
頁
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
門
学
芸
雑
誌
旬
、
一
八
八
六
年
一

O
丹
五
日
)
。

(
汀
)
坪
内
遣
準
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
「
附
。
文
学
論
初
出
資
料
」
、
三
六
九
頁
一
円
初
出
誌
と
初
出
年

2
I云
雑
誌
」
‘
一
八
八
六
年
九
丹
五
日
)
。

(
日
)
①
西
周
「
百
学
連
環
」
内
日
本
近
代
思
謡
大
一
系
は
科
学
と
技
術
可
岩
披
讃
倍
、
一
九
八
九
年
、
五
五
i
七
O
寅
(
初
出
し
年
は
一
八
七

O
年)。

②
加
藤
弘
之
「
伺
ヲ
カ
学
閥
ト
云
ブ
」
「
?
胤
字
烹
品

③
菊
池
大
麓
「
理
学
之
説
」
「
円
ム
本
恥
遊
代
削
魁
砧
想
大
〕
系
系
H
科
学
と
段
術
〕
~
‘
二
二
六
頁
。

④
中
村
正
直
「
瀧
学
不
可
腐
論
」
明
治
文
学
全
集
3
明
治
啓
蒙
思
想
塁
、
一
九
六
七
年
、
一
二
一
八

1
三
一
九
頁
(
初
出
年
は
一
八
八
七
年
五
月
)
。

(
印
)
①
坪
内
選
活
吋
内
地
雑
窟
未
来
之
夢
川
、
五
六
三
真
。

②
坪
内
選
準
「
批
評
の
標
準
」
「
開
。
文
学
論
初
出
資
料
」
、
国
三
二
一
頁
(
初
出
誌
と
初
出
年
は
「
中
央
学
術
雑
誌
円

③
坪
内
選
遁
「
美
と
は
何
ぞ
や
汁
ゴ
プ
一
九
八
!
一
二
六
九
京
。

(
初
)
浅
野
狂
夫
「
詩
歌
ハ
文
明
と
並
進
せ
ず
」
認
世
話
新
樹
可
明
治
一
八
年
五
井
一

0
0

(
剖
)
福
沢
諭
吉
君
子
関
の
す
す
め
ご

H永
淘
高
文
学
金
集
N
M
‘
講
談
社
‘
-
九
六
九
年
、
八
頁
。

(
辺
)
坪
内
遺
遁
「
詩
歌
の
改
良
」
雪
南
事
新
刷
出
、
一
八
八
五
年
五
月
二
ニ
目
。

(
お
)
石
田
、
前
掲
書
、
四
l
六
頁
。

(
引
は
)
関
良
一
『
遡
遥
・
鴎
外
考
証
と
試
論
円
有
糟
堂
、
一
九
七
一
年
、
一

O
八
質
。

(
お
)
①
坪
内
遁
議
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
円
六
七
山
頁
。

②
坪
内
温
迩
「
柳
亭
種
彦
の
評
判
」
吋
中
央
学
術
協
誌
同
第
三
九
号
、

(
初
出
誌
と
初
出
年
は
『
中
央
学
術)¥ 

-178-

一
八
八
七
年
九
月
一
五
日
)
。

日
八
八
六
年

-
O丹
、
三

O
寅。

29 
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③
坪
内
通
遁
「
投
趨
欄
を
借
用
し
て
妹
背
鏡
の
読
者
に
白
す
」
、
内
一
訴
訟
知
一
新
聞
』
、
一
八
八
六
年
一

O
月
五
日
。

@
坪
内
遡
謡
「
義
一
術
論
」
、
五
五
回
一
弓

-177-
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