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秋成の晩年とi争認'IJi!1一一行m大小心主主.1. r春雨物語jを中心に一一

秋
成
の
晩
年
と
浄
瑠
璃

『
胆
大
小
心
録
?
っ
脊
雨
物
語
』

を
中
心
に
i

ー

は
じ
め
に

秋
成
が
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
愛
好
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
吋
胆
大
小

心
録
」
に
つ
け
ば
容
易
に
推
測
で
き
る
し
、
そ
の
作
品
と
の
関
係
も
、
堤
邦

彦
、
日
野
龍
夫
、
神
楽
岡
幼
子
ら
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
も
吋
春

雨
物
語
い
「
海
賊
」
と
「
小
野
道
風
青
柳
硯
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た

こ
と
が
あ
る
。
最
近
で
は
高
田
衛
が
「
春
雨
物
語
h

「
焚
喰
」
と
「
容
競
出
入
湊
」

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

秋
成
が
観
劇
の
機
会
を
多
く
持
っ
た
の
は
、
大
坂
在
住
時
代
で
あ
ろ
う
。
「
諸

道
聴
耳
世
間
狙
』
円
陛
間
妾
形
気
」
の
浮
世
草
子
二
作
、
円
雨
月
物
語
』
、
ヤ
制
癖

談
」
翌
日
初
機
嫌
海
』
ら
の
裁
作
に
、
そ
の
見
開
や
読
書
の
体
験
が
反
映
し
て

い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

し
か
し
、
秋
成
晩
年
の
文
業
の
集
大
成
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
『
春
雨
物
語
』

に
ま
で
も
、
演
劇
的
に
彩
ら
れ
て
い
る
部
分
が
こ
こ
か
し
こ
に
見
ら
れ
る
こ
と

は
一
見
意
外
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
「
海
賊
」
に
限
ら
ず
、
「
死
首
の
咲
顔
」
「
宮

木
が
塚
」
「
捨
石
丸
」
「
奨
暗
」
な
ど
に
、
演
劇
と
の
直
接
的
な
関
係
、
ま
た
は

演
劇
的
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
『
春
雨
物
語
」
を
「
物
が
た
り
ざ
ま
の

(
序
文
)
と
捉
え
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
え

ま
ね

飯

メ弘、

局

洋

と、み
0

・4
匂
しな

ぜ
な
ら
、
「
物
が
た
り
、
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
と
は
、
秋
成
も
参
加
し
て
い
た

伴
高
践
の
「
和
文
の
会
」
で
、
「
擬
物
語
体
」
と
い
う
課
題
で
練
習
さ
れ
て
い

た
文
体
で
あ
り
、
模
倣
す
べ
き
文
京
と
し
て
は
や
は
り
吋
源
氏
物
一
詩
句
が
そ
の

典
摺
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
で
、
多
く
の
秋
成
研
究
者
は
認
識
し
て
い
る
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
。
「
源
氏
物
語
』
を
模
範
に
す
る
「
擬
物
語
体
」
に
、
演
劇
的

文
体
や
趣
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
意
閣
的
な
文
体
破
壊
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

な
ぜ
秋
成
は

T
務
部
物
語
」
に
演
劇
的
要
素
を
織
り
交
ぜ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
晩
年
の
秋
成
の
作
品
、
と
く
に
「
胆
大
小
心
録
?
「
春
雨
物
語
」
に

お
け
る
演
劇
、
と
り
わ
け
浄
摺
璃
の
摂
取
に
つ
い
て
の
可
能
性
を
提
示
し
、
こ

の
素
朴
な
疑
問
に
私
な
り
の
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

円
胆
大
小
心
錦
』
と
吋
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』

そ
も
そ
も
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
に
親
し
ん
で
い
た
の
は
大
坂
時
代
で
あ
り
、
上

京
(
寛
政
五
年
)
後
の
秋
成
に
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
晩
年
の
作
品
に
は
、
演
劇
を
意
識
し
て
い
る
文
章
が
周
一
間
見
ら
れ
る
。

1 



円
春
雨
物
語
同
と
同
時
期
に
舎
か
れ
た
詔
肥
大
小
心
録
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
確

認
す
る
。

た
と
え
ば
、
一
二
段
で
は
、
秋
成
が
若
い
時
、
池
大
雅
に
拝
謁
す
る
と
、
「
あ

な
た
は
堂
島
に
お
住
ま
い
で
す
か
ら
」
と
黒
舟
忠
右
衛
門
を
描
い
て
く
れ
た
と

あ
る
。
議
結
忠
右
衛
門
は
浄
瑠
璃
「
容
競
出
入
漆
」
の
主
人
公
で
あ
り
、
こ
の

浄
瑠
璃
は
「
春
雨
物
語
」
「
奨
晴
」
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
注
5

高
閲
衛
論
文
)
。
一

O
五
段
に
は
、
「
翁
は
五
花
堂
嶋
の
産
也
。
黒
舟
が
確
一
世
間
に

「
堂
嶋
一
回
」
と
い
ひ
、
又
「
北
の
な
ら
ひ
で
」
と
は
よ
う
い
ふ
た
。
気
〔
介
〕

任
侠
他
郷
に
こ
へ
た
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
宗
立
脱
出
入
擦
」
「
新
町
橋
出

入
り
の
段
」
の
黒
船
と
そ
の
仲
間
の
侠
客
判
じ
物
の
喜
兵
衛
の
せ
り
ふ
で
あ
る
。

堂
島
の
侠
客
黒
船
忠
右
衛
門
は
、
北
浜
の
米
問
屋
鎌
倉
屋
仁
右
衛
門
の
養
子

ま

ご

が

し

ら

五
郎
八
が
、
茶
発
組
の
頭
領
で
あ
る
馬
士
一
蹴
獄
門
の
庄
兵
衛
に
宮
両
の
為
替

手
形
を
奪
わ
れ
た
の
を
知
り
、
黙
っ
て
い
ら
れ
ず
一
肌
脱
ご
う
と
す
る
。
忠
右

衛
勺
は
、

猿
松
づ
ら
め
。
お
の
り
や
何
ン
と
合
点
し
て
け
っ
か
る
。
惣
体
北
の
習

ひ
、
他
所
へ
出
て
抗
請
ケ
て
一
民
る
や
い
な
や
。
北
一
チ
牧
の
恥
に
成
る
故
、

其
一
騎
持
て
し
か
や
し
す
る
が
マ
ア
北
の
法
じ
ゃ
は
。(

傍
線
飯
倉
、
以
下
向
じ
)

と
仕
返
し
を
宣
言
し
、
い
よ
い
よ
出
入
り
の
車
前
に
な
っ
て
、
居
合
わ
せ
た
喜

兵
衛
は
、
「
こ
な
た
と
庄
兵
衛
と
晴
の
出
入
。
万
ン
一
ひ
ょ
っ
と
こ
な
た
が
負

さ
あ
る
と
堂
嶋
一
閣
の
恥
に
成
ル
」
と
一
世
間
う
。
こ
れ
を
秋
成
は
引
い
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
一

O
五
段
で
秋
成
は
、
か
つ
て
堂
島
は
米
市
場
で
賑
わ
い
「
天

下
無
双
の
繁
昌
と
み
へ
し
が
、
又
い
つ
の
頃
よ
り
衰
椴
し
」
と
言
い
、
当
時
の

気
概
あ
る
堂
島
の
富
民
は
、
「
茶
の
湯
は
貧
乏
神
の
湯
だ
て
じ
ゃ
と
て
、
せ
ざ

り
し
が
」
、
今
は
だ
れ
も
が
や
る
よ
う
に
な
り
、
「
~
訪
米
民
は
ど
こ
へ
や
ら
」
去
っ

て
し
ま
っ
た
と
嘆
い
て
み
せ
る
。
失
わ
れ
た
故
郷
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
黒
船
の
芝

居
を
媒
介
に
蛙
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
五
九
段
に
は
「
女
か
み
ゆ
ひ
と
い
ふ
も
の
、
吋
敵
討
お
や
つ
の
太
鼓
」
に
、

「
な
ん
ぼ
ひ
ろ
い
大
坂
で
も
、
男
の
と
り
あ
げ
婆
と
、
女
の
か
み
ゆ
い
は
ご
ざ

ん
せ
ぬ
」
と
見
へ
た
事
じ
ゃ
が
」
と
、
ぬ
印
瑠
璃
吋
敵
討
御
未
刻
太
鼓
い
を
引
用

す
る
。
円
世
間
妾
形
気
」
巻
一
二
の
一
一
一
で
、
女
主
人
公
が
髪
結
い
と
し
て
一
生
を

過
ご
し
た
と
い
う
結
末
の
評
語
で
、
「
扱
此
女
か
み
ゆ
い
と
い
ふ
事
、
敵
討
御

未
刻
の
太
鼓
と
い
ふ
浄
る
り
に
、
な
ん
ぼ
広
い
大
坂
で
も
、
男
の
と
り
あ
げ
婆

と
女
の
髪
ゆ
い
は
な
い
と
書
き
し
は
、
間
十
ね
ん
そ
こ
ら
の
む
か
し
成
る
に
」

と
、
五
十
九
段
と
同
じ
箇
所
の
引
用
が
あ
る
。
亭
保
十
二
(
一
七
二
七
)
年
初

演
の
本
作
に
対
し
て
「
四
十
年
そ
こ
ら
の
む
か
し
に
」
脅
か
れ
た
も
の
と
い
う

(
内
世
間
妾
形
気
』
刊
行
の
明
和
問
年
か
ら
数
え
て
ち
ょ
う
ど
四
十
年
前
で
あ

る
)
。
日
中
大
小
心
録
』
か
ら
は
八
十
年
前
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
若
い
こ
ろ
の

自
ら
の
戯
作
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
書
い
た
可
能
性
が
高
い
。

「
胆
大
小
心
録
』
で
最
も
よ
く
出
て
く
る
浄
瑠
璃
は
円
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』

で
あ
る
。
浄
瑠
璃
吋
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
が
人
気
の
芝
賠
だ
っ
た
こ
と
は
、
い

わ
ゆ
る
梅
が
枝
の
手
水
鉢
が
多
く
の
戯
作
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
引

き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
い
。
通
し
本
(
丸
本
)
と
し
て
残
る
路
瑠
璃
本
の
現

存
点
数
で
、
石
川
名
手
本
忠
臣
蔵
』
円
菅
原
怯
授
手
習
鑑
い
に
次
い
で
第
一
一
一
位
に

ラ
ン
ク
さ
れ
る
と
い
う
神
津
武
男
の
調
安
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
五
一
一
一
段
に
は

以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
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内
本
事
斎
と
云
た
茶
人
は
、
姉
か
姉
じ
ゃ
あ
っ
た
。
天
神
ま
つ
り
に
弟
子
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か
遊
船
に
お
山
を
の
せ
て
出
た
を
見
付
て
、
爾
来
此
方
へ
は
お
こ
と
わ
り
、

と
い
わ
れ
た
。
今
の
宗
左
は
、
一
補
地
の
蕃
五
郎
か
梶
原
一
千
二
で
、
な
ん
と

や
ら
い
ふ
た
男
か
源
太
で
、
宗
左
は
千
鳥
に
な
っ
て
、
一
力
て
遊
ん
だ
を

見
た
人
が
あ
り
し
。
宗
可
と
今
は
云
茶
坊
主
、
ま
だ
俗
の
時
に
、
宇
治
川

の
先
陣
の
役
わ
り
に
、
千
鳥
に
な
っ
て
、
よ
く
け
は
ひ
し
た
顔
に
千
鳥
と

銘
を
か
い
て
、
宗
左
か
印
を
、
又
布
へ
頬
つ
ら
へ
書
を
っ
た
で
、
源
太
も

平
治
も
丸
ま
け
じ
ゃ
あ
っ
た
事
を
見
た
ぞ
/
¥
。
宗
左
か
修
行
も
か
く
の

如
し
。

内
本
喜
'
粛
を
す
ぐ
れ
た
人
格
を
持
っ
た
茶
人
だ
と
す
る
方
で
、
「
今
の
宗

左
」
や

2
一
小
可
と
今
は
去
茶
坊
主
」
が
吋
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
〕
の
素
人
芝
居
に

う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
た
こ
と
を
暴
い
た
一
節
。
吋
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
同
の
ヒ

ロ
イ
ン
千
鳥
(
の
ち
の
梅
が
校
)
に
彼
ら
が
扮
し
て
遊
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
秋
成
の
描
写
で
、
梶
原
平
次
(
源
太
の
弟
)
に
扮
し
た
鴻
池
善
五
郎
を
含

む
上
方
町
人
の
粋
人
た
ち
が
、
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
が
相
当
好
き
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
を
見
て
い
た
鴎
屋
仙
次
郎
(
秋
成
)
も
そ
の
仲
間
だ
っ

た
と
昔
、
え
る
だ
ろ
う
。

一
三
段
に
、
「
大
坂
の
北
の
に
新
地
が
出
き
て
、
野
中
に
茶
や
が
あ
る
を
、

梅
が
へ
新
地
と
つ
け
た
。
こ
、
に
一
一
一
軒
、
か
し
こ
に
五
軒
」
と
あ
る
の
は
、
中

村
幸
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
円
ひ
ら
か
な
蝶
衰
記
』
で
梅
が
校
が
手
水
鉢
を
た

た
く
時
の
有
名
な
せ
り
ふ
「
愛
に
一
一
一
一
向
、
か
し
こ
に
五
両
」
を
も
じ
っ
た
も
の

で
あ
る
。

さ
て
、
秋
成
は
中
井
竹
山
を
狭
い
陛
界
し
か
知
ら
な
い
お
山
の
大
将
だ
と
思

っ
て
い
た
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
の
源
太
(
梶
原
景
季
)

に
震
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
問
題
の
吋
粗
大
小
心
録
』
二
十
六
の
文
章
を

挙
げ
よ
う
(
カ
タ
カ
ナ
交
り
は
飯
倉
補
筆
)
。

段
々
世
が
か
わ
っ
て
、
五
井
先
生
と
い
ふ
が
よ
い
儒
者
じ
ゃ
あ
っ
て
、
今

の
竹
山
、
履
粁
は
、
こ
の
し
た
て
の
禿
じ
ゃ
。
(
龍
洲
ハ
)
契
沖
を
し
ん

じ
て
、
留
学
も
や
ら
れ
た
。
「
続
落
く
ほ
物
が
た
り
」
と
い
ふ
物
を
か
、

れ
て
、
味
曾
つ
け
ら
れ
た
事
よ
。
「
竹
山
は
山
こ
か
し
」
と
人
が
い
ふ
。

山
は
こ
け
ね
ど
、
こ
か
し
(
た
)
が
っ
た
人
じ
ゃ
。
臆
軒
は
兄
と
ち
が
ふ

て
、
火
器
の
や
う
に
い
ふ
が
、
こ
れ
も
こ
し
ら
へ
物
じ
ゃ
。
者
が
山
忠
良
ぱ

な
し
を
し
た
ら
、
跡
で
、
「
そ
な
た
は
さ
つ
で
も
文
盲
な
わ
ろ
じ
ゃ
、
ゅ

う
霊
の
弧
っ
き
じ
ゃ
の
と
一
五
事
は
な
い
事
じ
ゃ
、
弧
っ
き
と
い
ふ
は
、
皆

か
ん
症
や
み
じ
ゃ
」
、
と
大
に
恥
し
め
ら
れ
た
。
書
生
等
と
一
し
ょ
に
、
「
門

を
出
る
と
、
う
き
ょ
の
事
に
く
ら
い
の
が
、
学
校
の
ふ
と
こ
ろ
子
」
と
(
私

ガ
悪
口
ヲ
)
い
ふ
た
を
、
雪
鵬
と
い
ふ
お
ど
け
者
が
「
義
太
は
黙
し
て
い

た
り
け
り
」
と
(
雷
ツ
タ
ノ
ガ
)
大
キ
に
た
か
く
き
こ
へ
で
、
履
軒
が
立

腹
じ
や
と
い
ふ
事
(
デ
ア
ツ
タ
)
。
其
後
に
も
(
私
ト
)
度
々
あ
へ
ど
、

何
と
も
よ
う
い
わ
ぬ
。
(
竹
山
ハ
)
白
川
侯

(
H
松
平
定
信
)
よ
り
む
か

い
が
来
た
と
て
、
斬
髪
に
な
っ
て
こ
と
わ
り
申
た
時
、
(
私
ノ
ト
コ
ロ
ニ

竹
山
ガ
)
ふ
と
い
た
れ
ば
、
(
私
ガ
)
「
か
わ
っ
た
あ
た
ま
じ
ゃ
」
、
(
ト
)

い
ふ
た
ら
、
「
し
か
/
¥
の
事
で
」
と
い
わ
れ
た
。
同
日
た
で
相
場
は
た
っ
て

あ
る
。
学
校
の
お
と
ろ
で
こ
の
兄
弟
で
徳
が
つ
き
た
か
し
ら
ぬ
。
(
学

問
所
ナ
ラ
ヌ
)
ご
く
も
ん
所
と
い
ふ
わ
る
口
を
前
か
ら
い
ふ
た
。
な
る
ほ

ど
、
ろ
く
な
弟
子
は
出
来
ぬ
に
、
皆
か
ね
づ
か
い
の
、
し
ん
だ
い
は
つ
ぶ

れ
/
¥
て
、
若
死
。
長
生
き
し
た
ら
、
獄
門
に
あ
い
さ
う
な
人
が
あ
っ
た
。

「
胞
大
小
心
録
」
の
特
徴
で
あ
る
親
し
い
友
人
へ
の
悪
口
の
察
段
で
あ
る
が
、

3 



懐
穂
堂
観
と
し
て
も
著
名
な
章
段
で
あ
る
。
中
井
竹
山
・
履
軒
の
教
義
が
、
懐

徳
堂
と
い
う
学
校
の
中
だ
け
で
形
成
さ
れ
た
た
め
、
世
間
知
ら
ず
の
偏
っ
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
一
言
い
が
か
り
め
い
て
い
る
印
象
も
あ
た
え
か
ね
な

い
批
評
な
の
だ
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
秋
成
は
、
世
間
知
ら
ず
と
い
う
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
浄
閣
璃
門
ひ
ら
か
な
蝶
衰
記
」
の
梶
原
景
季
す
な
わ
ち
源

太
を
思
い
浮
か
べ
、
彼
ら
を
源
太
に
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

竹
山
を
「
門
を
出
る
と
、
う
き
祉
の
こ
と
に
疎
い
の
が
学
校
の
ふ
と
こ
ろ
子
」

と
榔
捻
す
る
の
は
、
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
い
四
段
自
、
梶
原
源
太
景
季
の
た
め

に
身
を
神
崎
に
沈
め
た
遊
女
梅
が
校
(
も
と
梶
原
家
の
腰
元
千
鳥
)
が
、
次
の

場
面
で
一
一
高
う
せ
り
ふ
を
踏
ま
え
て
い
る
。

宇
治
問
先
陣
で
お
く
れ
を
と
っ
た
件
で
勘
当
さ
れ
た
源
太
が
一
の
谷
合
戦
を

控
え
て
名
誉
閥
復
の
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
、
預
け
た
鎧
を
梅
が
校
の
と
こ
ろ
に

受
け
取
り
に
来
る
。

「
し
て
そ
の
鎧
が
何
と
し
た
。
わ
た
し
が
方
に
は
速
か
ら
な
い
」
「
ヤ
ア

ヤ
ア
」
と
源
太
も
開
く
よ
り
狂
気
の
ご
と
く
身
を
も
み
あ
せ
り
、
「
様
子

が
有
ふ
子
細
を
語
れ
」
と
気
を
い
ら
て
ば
、
「
夫
其
様
に
浮
世
の
事
に
疎

い
の
が
大
名
の
懐
子
。
浪
人
の
中
苦
労
さ
せ
ま
い
と
此
神
崎
へ
身
を
売
、

突
出
し
の
其
日
よ
り
お
ま
へ
を
客
の
名
当
に
し
て
、
み
ん
な
わ
た
し
が
身

揚
、
仮
世
に
有
人
で
も
恩
の
金
に
は
つ
ま
る
も
な
ら
ひ
、
ま
し
て
勤
の
身

な
れ
ば
金
の
な
る
水
は
有
ま
い
し
、
生
へ
る
土
は
持
ま
い
し
、
お
主
の
勘

当
ゆ
り
る
泊
と
い
つ
も
の
揚
屋
に
呑
込
せ
、
積
り
/
¥
し
揚
代
一
一
一
百
両
の

金
の
か
は
り
に
、
其
鎧
は
や
っ
た
は
い
な
」

ま
た
、
「
替
太
(
討
中
井
竹
山
)

は
黙
し
て
い
た
り
け
り
」
は
、

や
は
り
二

段
担
、
梶
原
源
太
景
季
が
鎌
倉
へ
戻
り
、
宇
治
則
の
戦
い
の
高
名
を
諮
っ
て
い

る
と
き
、
弟
の
平
次
が
佐
佐
木
高
綱
の
計
略
に
よ
り
先
陣
を
奪
わ
れ
た
こ
と
を

暴
露
し
た
場
面
、

4 

-
:
コ
レ
/
¥
夫
が
う
っ
か
り
延
ぬ
腹
帝
そ
延
た
と
い
ふ
は
、
こ
な
た
の
鼻

毛
を
見
抜
た
計
略
、
う
ぢ
/
¥
め
さ
る
る
其
暇
に
、
さ
っ
と
並
々
木
が
打

渡
っ
て
、
宇
多
の
天
議
九
代
の
後
瓶
、
近
江
源
氏
の
燐
流
佐
々
木
の
四
郎

高
綱
、
宇
治
の
先
陳
な
り
と
呼
は
り
し
は
。
天
晴
手
柄
此
方
は
大
恥
、
微

塵
も
違
は
有
ま
い
が
」
と
。
倍
に
か
、
っ
て
恥
じ
む
れ
ば
、
源
太
は
黙
し

て
い
ら

な
し
。

を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。

ち
な
み
に
吋
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
は
秋
成
が
若
い
頃
か
ら
好
ん
で
作
品
に
利

用
し
て
い
た
こ
と
は
神
楽
関
幼
子
の
指
摘
に
も
あ
る
(
註
3
論
文
参
照
)

0

そ
れ
に
し
て
も
吋
胆
大
小
心
録
」
の
悪
口
は
、
「
小
気
味
い
い
」
を
越
え
、

一
見
悪
意
・
敵
意
さ
え
思
わ
せ
る
強
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に

ス
ト
レ
ー
ト
に
こ
の
悪
口
を
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
中
井
兄
弟
を

源
太
に
見
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
間
知
ら
ず
の
お
坊
ち
ゃ
ん
と
い
う
上
方

演
劇
の
典
型
的
な
立
役
、
つ
ま
り
人
気
者
に
見
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

の
だ
。
秋
成
の
悪
口
に
、
浄
瑠
璃
の
登
場
人
物
た
ち
の
発
す
る
悪
口
を
重
ね
て

み
る
と
、
そ
れ
は
随
分
芝
賠
が
か
っ
た
も
の
に
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
悪
口
は
往
往
に
し
て
滑
稽
な
場
面
に
現
れ
る
。
秋
成
の
悪
口
も
、
笑
い

と
と
も
に
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。

ま
た
円
胆
大
小
心
録
』
ほ
ど
、
悪
口
が
冴
え
た
文
章
は
珍
し
い
が
、
そ
れ
は
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口
語
体
と
い
う
文
体
に
も
由
来
す
る
。
芝
居
の
悪
口
を
真
似
る
か
ら
口
語
体
が

相
応
し
い
。
「
肥
大
小
心
録
』
の
秋
成
は
、
き
つ
い
悲
口
を
い
う
悪
役
を
演
じ

て
い
る
の
で
あ
り
、
選
ば
れ
た
読
者
た
ち
も
そ
れ
を
分
か
っ
て
い
る
。
日
m
大

小
心
録
」
の
悪
口
は
そ
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

演
劇
的
表
現
と
時
空
の
移
動
「
海
賊
」

吋
春
一
約
物
一
抽
出
は
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
(
序
文
)
す
な
わ
ち
伴
首
践

の
和
文
分
類
で
い
う
「
擬
物
語
体
」
(
内
閣
回
文
革
』
)
で
舎
か
れ
て
い
る
は
ず

な
の
だ
が
、
そ
の
緊
密
な
文
体
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
静
的
な
表
現
・

文
体
が
突
然
現
れ
て
、
読
者
を
戸
惑
わ
せ
る
。

そ
の
顕
著
な
例
が
「
海
賊
」
で
あ
る
。

「
海
賊
」
は
、
吋
土
佐
日
記
同
の
世
界
に
、
「
土
佐
日
記
い
で
は
そ
の
出
現
を

怖
が
ら
れ
な
が
ら
結
局
出
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
海
賊
を
登
場
さ
せ
、
貫
之

に
議
論
を
ふ
っ
か
け
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
で
、
海
賊
の
説
は
も
っ
ぱ
ら
秋
成
の

持
説
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
寓
言
読
み
物
で
あ
る
が
、
海
賊
が
自
分
の
'
舟
に

一
民
っ
て
い
ず
こ
と
も
な
く
ま
た
去
っ
て
い
く
場
面
で
、
秋
成
は
、

「
あ
く
ま
で
く
ら
ひ
、

の
み
、
興
っ
き
て
、
か
へ
ら
ん
と
て
、
お
の
が
舟

に
飛
の
り
て
、
「
ゃ
ん
ら
日
出
た
の
」
と
、
舷
た
、
い
て
う
た
ふ
。
つ
ら

ゆ
き
の
舟
も
、
「
汐
か
な
へ
り
し
と
〔
て
〕

0

〔
も
う
〕
そ
ろ
/
¥
」
と
、

舟
子
等
、
っ
た
ひ
っ
る
二
彼
海
ぞ
く
が
舟
は
、
は
や
も
摺
か
へ
り
、
跡
し

ら
波
と
ぞ
な
り
に
け
え
り
。

と
書
い
て
い
る
。
こ
の
文
体
が
吋
土
佐
日
記
』
的
世
界
と
は
似
て
も
似
つ
か
な

い
こ
と
は
一
読
燦
然
と
す
る
。
海
賊
が
「
ゃ
ん
ら
目
出
た
の
」
と
う
た
う
の
は

舟
歌
の
轍
子
詞
だ
し
、
こ
れ
に
応
え
て
「
そ
ろ
そ
ろ
」
と
舟
子
た
ち
が
歌
う
と

い
う
の
も
芝
居
が
か
っ
て
い
る
。
決
定
的
な
の
は
「
跡
し
ら
波
と
ぞ
な
り
に
け

え
り
」
で
あ
る
。
謡
曲
「
船
弁
慶
』
に
「
跡
出
波
と
ぞ
な
り
に
け
る
」
と
あ
り
、

浄
瑠
璃
に
も
そ
の
一
節
は
見
出
せ
る
よ
う
に
、
演
劇
調
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け

「
け
え
り
」
と
わ
ざ
わ
ざ
表
記
し
て
い
る
の
は
見
過
ご
せ
な
い
。
富
岡
本
で
も
「
け

エ
り
」
で
あ
り
、
意
間
的
な
表
記
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
登
場
人
物
の
海

賊
が
こ
の
シ
l
ン
で
吋
土
佐
日
記
』
的
殴
界
か
ら
飛
び
出
し
て
、
現
代
に
戻
っ

て
き
た
と
い
う
印
象
を
強
め
る
狙
い
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
海
賊
は
秋
成
自
身

を
表
象
化
し
た
も
の
で
あ
り
吋
春
雨
物
語
』
の
読
者
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
(
注
4
拙
稿
)
。
秋
成
が
吋
土
佐
自
記
同
の
「
い
づ
み
の
国
」
の
近

く
の
海
の
白
波
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
連
想
し
た
の
は
、
自
ら
が
育
っ
た
故
郷
大
坂

の
中
心
を
流
れ
る
川
の
自
波
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
え
て
く
る
舟
歌
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
読
者
は
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
春
雨
物
語
』
と
同
時
期
成
立
の
円
肥
大
小
心
録
』
一
一
一
一
五
に
は
、
「
大
坂
の

天
神
橋
を
わ
た
る
時
、
川
隔
に
舟
よ
そ
ひ
し
て
「
ゃ
ん
ら
、
め
で
た
」
と
う
た

ふ
を
見
た
れ
ば
、
ぬ
り
向
付
に
島
津
ど
の
、
勅
の
紋
に
、
又
太
関
棋
の
紫
の
幕
、

風
に
ひ
る
が
え
り
て
、
東
に
こ
ぎ
ゆ
く
」
と
秋
成
が
実
際
に
こ
の
舟
歌
手
}
聴
い

た
体
験
談
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
坂
を
舞
台
に
す
る
浄
摺
璃
「
卯
月
の
潤
色
」

に
も
、
「
か
く
て
は
す
ま
ず
と
与
兵
衛
を
か
ご
に
打
の
せ
な
が
ら
へ
し
、
か
ひ

も
有
る
か
や
し
じ
み
が
は
、
跡
し
ら
な
み
と
ぞ
成
に
け
る
」
(
上
の
巻
末
尾
)
と
、

「
脱
出
」
と
「
跡
し
ら
な
み
」
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
。
貫
之
は
「
海
賊
」
の
中

で
も
都
に
一
民
る
が
、
秋
成
が
「
海
賊
」
と
い
う
物
語
空
間
か
ら
抜
け
て
当
代
に

一
反
っ
て
く
る
時
、
そ
こ
は
都
で
は
な
く
秋
成
の
故
郷
大
坂
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
引
い
た
吋
服
大
小
心
録
』
一

O
五
の
「
翁
は
五
花
堂
嶋
の
産
車
。
沼
市
内
対
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が
確
一
一
言
に
「
賞
嶋
一
一
凶
」
と
い
ひ
、
又
「
北
の
な
ら
ひ
で
」
と
は
よ
う
い
ふ
た
。

気
〔
介
〕
任
侠
他
郷
に
こ
へ
た
り
」
の
文
章
を
見
れ
ば
、
秋
成
が
故
郷
堂
島
の

気
質
を
、
宗
五
脱
出
入
湊
』
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

人
気
芝
居
が
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
こ
と
は
現
代
で
も
そ
れ
を
映
阪
や
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
に
撞
き
換
え
れ
ば
よ
く
あ
る
事
だ
が
、
若
い
頃
芝
居
に
親
し
ん
で

い
た
に
相
違
な
い
秋
成
が
、
老
年
に
な
っ
て
原
郷
と
し
て
の
大
坂
の
生
活
を
思

い
浮
か
べ
る
時
、
そ
こ
に
は
媒
介
と
し
て
浄
増
璃
が
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
「
海

賊
」
の
自
在
な
持
空
の
移
動
は
、
物
語
的
表
現
と
浄
瑠
璃
的
表
現
と
い
う
文
章

操
作
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

臨
終
時
の
教
え

l

コ
一
世
の
鰻
」

能
閣
法
師
の
賂
棲
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
古
曽
部
の
盟
で
、
入
定
し
た
は
ず
の

男
が
鉦
を
叩
き
続
け
て
い
た
た
め
に
掘
り
起
こ
さ
れ
て
蘇
生
し
、
み
じ
め
な
生

を
晒
し
て
生
き
る
と
い
う
「
一
一
世
の
縁
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

八
十
に
な
る
こ
の
虫
の
息
長
の
母
が
重
病
で
死
の
う
と
す
る
と
き
に
、
六
十

近
く
に
な
る
わ
が
子
の
こ
と
を
「
い
ま
だ
に
幼
く
お
ぼ
つ
か
な
い
。
時
々
意
見

し
て
家
を
衰
え
さ
せ
な
い
よ
う
導
い
て
下
さ
い
」
と
医
師
に
頼
む
。
子
が
、
「
心

配
を
お
か
け
し
て
か
た
じ
け
な
い
、
今
は
念
仏
し
て
静
か
に
臨
終
し
て
い
た
だ

く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
」
と
一
世
間
え
ば
、

あ
れ
関
た
ま
へ
。
あ
の
如
く
に
愚
也
。
仏
い
の
り
て
よ
き
所
に
生
れ
た
ら

ん
と
も
願
は
ず
。
又
、
公
回
生
道
と
か
に
落
て
、
苦
し
む
と
も
い
か
に
せ
ん
。

思
ふ
に
、
午
も
馬
も
く
る
し
き
の
み
に
は
あ
ら
で
、
又
、
た
の
し
う
れ
し

と
忠
ふ
事
も
、
打
見
る
に
あ
り
げ
也
。
人
と
て
も
楽
地
に
の
み
は
あ
ら
で
、

世
を
わ
た
る
あ
り
さ
ま
、
牛
馬
よ
り
も
あ
は
た
ず
し
。
年
く
る
、
と
て
、

衣
そ
め
洗
ひ
、
年
の
賞
大
事
と
す
る
に
、
我
に
納
む
べ
き
者
の
来
た
り
で

な
げ
き
云
事
、
い
と
う
た
で
し
。
又
日
を
閉
て
物
い
は
じ

6 

と
自
ら
臨
終
を
告
で
死
ん
で
ゆ
く
。
従
来
こ
の
老
母
の
臨
終
場
面
は
仏
法
の
教

義
を
批
判
す
る
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
挿
話
と
さ
れ
る
。
そ
の
議
論
は
さ
て
お
い

て
、
臨
終
前
の
長
い
語
り
の
場
面
を
霞
い
た
こ
と
自
体
が
演
劇
的
な
趣
向
だ
と

い
え
る
。
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
吋
義
経
千
本
桜
」
の
い
が
み
の
権
太
、
内
仮

名
手
本
忠
臣
蔵
い
の
加
古
川
本
蔵
、
「
摂
州
合
邦
辻
』
の
王
手
御
前
な
ど
で
あ
る
。

も
っ
と
も
彼
ら
の
臨
終
前
の
語
り
は
、
死
を
前
に
し
て
こ
れ
ま
で
故
あ
っ
て
隠

し
通
し
て
き
た
真
実
を
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
二
世
の
縁
」
と
は
位
相
が
異

な
る
。
む
し
ろ
、
死
を
前
に
し
た
老
母
の
語
り
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
前
引
の

内
容
拙
脱
出
入
湊
』
を
思
い
浮
か
べ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

黒
船
忠
右
衛
門
の
住
む
堂
島
新
地
の
自
宅
に
、
新
町
橋
で
の
意
趣
ば
ら
し
に

獄
門
の
庄
兵
衛
が
や
っ
て
き
て
、
忠
右
衛
門
を
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
し
て
帰
っ

た
あ
と
、
自
分
の
た
め
に
忠
右
衛
門
が
耐
え
た
と
知
る
病
気
の
老
母
妙
関
が
、

庄
兵
衛
の
跡
を
追
お
う
と
す
る
。
そ
れ
を
忠
右
衛
門
夫
婦
が
引
き
と
め
た
後
の

や
り
と
り
で
、
老
母
は
息
子
に
仕
返
し
を
勧
め
る
が
、
命
は
大
事
に
と
念
を
押

す
。
嫁
の
お
か
る
が
「
そ
れ
ほ
ど
心
郡
山
な
ら
ど
う
し
て
出
入
り
の
仕
返
し
を
勧

め
る
よ
う
な
こ
と
を
語
、
つ
の
か
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、

ヲ
ヲ
道
理
/
¥
。
女
房
の
心
で
は
案
じ
る
も
理
り
な
が
ら
、
お
れ
が
身
に

も
成
て
見
ゃ
。
浜
中
で
黒
船
と
、
男
の
い
き
ぢ
を
磨
ば
こ
そ
、
田
夫
野
人

に
荒
く
れ
敷
キ
若
い
衆
も
、
此
母
が
炉
、
ひ
を
懇
に
問
て
た
も
る
。
殊
に
暦
々

の
日
一
部
衆
か
ら
、
土
産
よ
見
舞
と
菓
子
く
だ
物
、
一
言
伝
て
下
さ
れ
る
も
、
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皆
忠
右
衛
門
が
顔
だ
け
、
そ
れ
程
の
立
テ
者
が
、
住
兵
衛
風
情
の
ぶ
う

/
¥
に
踏
れ
た
り
織
れ
た
り
、
あ
す
か
ら
浜
へ
出
た
り
共
此
事
が
さ
た
有

ツ
て
、

A
7
迄
立
テ
た
友
傍
輩
、
あ
れ
が
詞
も
舟
ひ
ず
し
て
、
踏
付
ケ
ら
れ

る
嫌
に
な
ら
ば
、
人
中
で
一
肩
身
も
す
ほ
り
、
棋
臼
惜
か
ろ
無
念
ン
に
有
ふ
。

わ
し
は
そ
れ
が
可
愛
ふ
ご
ざ
る
。
其
事
も
弁
へ
ぬ
息
子
で
は
な
け
れ
共
、

堪
忍
し
た
は
此
母
故
、
七
十
古
来
稀
な
程
~
~
対
し
て
、
臨
終
前
の
此
煩
ひ
、

今
を
も
知
一
フ
ぬ
命
の
内
、
我
子
の
男
を
捨
さ
せ
た
は
、
皆
此
母
が
科
ぞ
か

し
。
と
い
ふ
て
相
手
を
殺
せ
共
、
切
っ
て
こ
い
共
い
ふ
に
こ
そ
、
品
ょ
う

立
さ
せ
て
、
北
浜
中
の
人
々
に
笑
は
せ
と
む
な
い
為
弘
前
、
異
見
し
そ
ふ
な

老
の
身
で
、
出
入
縮
一
階
を
す
、
む
る
も
、
男
作
を
子
に
持
た
、
殺
の
国
果

で
お
じ
ゃ
る
は

こ
れ
は
臨
終
時
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
長
い
科
自
の
中
に
「
臨
終
前
い

の
語
が
あ
る
。
死
を
直
前
に
し
た
老
母
の
意
外
な
一
言
動
は
読
者
(
観
客
)
の
胸

を
揺
す
る
。
直
接
の
関
係
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
「
一
一
世
の
縁
」
の
老
母
の
語

り
も
意
外
性
が
あ
り
、
こ
の
場
面
を
演
劇
的
と
評
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

彼
女
の
今
捺
の
一
言
葉
は
、
物
語
の
脇
筋
に
あ
た
る
割
に
は
か
な
り
の
長
さ
を
占

め
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
こ
う
。

で
は
な
ぜ
秋
成
は
そ
の
よ
う
な
演
劇
的
趣
向
を
と
っ
た
の
か
。
臨
終
の
際
の

長
物
語
が
、
死
と
引
き
換
え
に
隠
さ
れ
た
真
実
を
語
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
と

す
れ
ば
、
臨
終
時
の
教
訓
と
い
う
演
劇
的
な
趣
向
に
よ
り
、
秋
成
は
、
老
母
の

「
仏
法
の
教
え
は
虚
妄
で
あ
る
」
と
い
う
一
言
説
に
、
説
得
性
を
持
た
せ
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
こ
れ
は
秋
成
自
身
が
老
母
と
時
様
に
考
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
)
。
そ
う
い
え
ば
、
吋
春
雨
物
語
」
の

雄
編
で
あ
る
「
焚
噌
」
の
末
尾
も
、
短
い
と
は
い
え
臨
終
前
の
語
り
で
終
わ
る
。

勢
崎
哨
は
死
に
臨
ん
で
「
遺
備
と
云
は
皆
い
つ
わ
り
也
。
ま
こ
と
の
事
か
た
り
て

命
終
ら
ん
」
と
一
夜
、
っ
。
虚
妄
を
援
し
て
真
実
を
語
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
も
ま

た
演
劇
的
な
臨
終
語
り
で
あ
る
と
一
言
え
よ
う
。

回

類
型
的
設
定

i

「
死
首
の
咲
顔
」

「
死
首
の
咲
顔
」
は
、
秋
成
晩
年
の
剖
制
作
意
識
と
関
わ
っ
て
、
近
年
注
目
さ

れ
て
い
る
一
編
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
作
品
は
、
明
和
五
年
に
起
き
た

源
太
騒
動
を
題
材
に
し
て
お
り
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
歌
舞
伎
吋
け
い
せ
い
節
用
集
』

と
し
て
上
演
さ
れ
、
綾
足
は
こ
れ
を
題
材
と
し
て
円
西
山
物
組
聞
い
を
著
し
た
。

秋
成
が
「
ま
す
ら
を
物
一
抽
出
で
認
閉
山
物
語
〕
を
「
よ
き
人
を
あ
や
ま
つ
い
た

づ
ら
文
」
「
は
や
く
に
ほ
ろ
ぶ
べ
き
数
」
で
あ
る
と
批
判
し
た
こ
と
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

吋
ま
す
ら
を
物
一
抽
出
は
「
閉
山
物
一
池
田
へ
の
批
判
を
踏
ま
え
て
、
「
い
つ
は
り

な
ら
ぬ
か
た
り
寄
」
を
し
て
後
陛
に
伝
え
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
が
惑
か
れ
た
の
は
文
化
三
年
な
い
し
四
年
で
あ
る
。
そ
の
後
秋
成
の
草
稿

投
棄
事
件
が
起
こ
る
。
す
な
わ
ち
文
化
問
年
秋
、
秋
成
は
自
ら
の
著
書
論
説
八

十
余
部
を
古
井
戸
に
投
棄
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
後
も
秋
成
は
、
著
述

活
動
を
続
け
る
。
草
稿
投
棄
の
翌
年
文
化
五
年
の
執
筆
活
動
の
旺
媒
さ
は
信
じ

が
た
い
ほ
ど
で
あ
る
。
君
子
雨
物
語
』
も
吋
肥
大
小
心
録
』
も
こ
の
時
に
執
筆

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化
四
年
秋
の
草
稿
投
棄
以
前
と
以
後
で
、
秋

成
の
執
筆
意
識
は
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
説
が
長
昌
弘
明
(
注
8
)
に
よ
っ

て
と
な
え
ら
れ
て
い
る
。

長
島
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
死
首
の
咲
顔
」
は
重
要
な
作
品
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
源
太
騒
動
と
い
う
同
一
題
材
を
秋
成
は
「
ま
す
ら
を
物
語
」
と

7 



「
死
首
の
咲
顔
」
と
い
う
こ
つ
の
異
な
っ
た
物
語
と
し
て
創
作
し
た
が
、
こ
の

一
一
つ
の
物
語
は
、
文
化
問
年
秋
の
草
稿
投
棄
事
件
を
挟
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
両
者
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
草
稿
投
棄
に
よ
る
秋
成
の
創
作

意
識
の
変
化
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

吋
ま
す
ら
を
物
一
拍
聞
い
は
作
り
物
め
い
た
「
西
山
物
語
」
を
「
な
ま
さ
か
し
き

人
の
作
り
な
し
た
り
し
は
、
か
へ
り
て
よ
き
人
を
あ
や
ま
つ
い
た
づ
ら
文
血
け

り
」
と
批
判
し
た
上
で
「
ま
さ
し
事
」
を
書
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
島

に
よ
れ
ば
、
恋
愛
物
語
的
側
面
を
排
し
、
「
不
可
避
な
妹
の
死
に
向
か
っ
て
、

意
志
的
と
見
え
る
ま
で
に
ひ
た
す
ら
歩
を
進
め
て
ゆ
く
源
太
、
母
、
そ
し
て
妹

自
身
の
姿
を
写
す
こ
と
が
こ
の
物
語
の
唯
一
の
関
心
で
あ
っ
た
」
。
そ
れ
に
対

し
て
、
著
書
癒
棄
後
に
か
か
れ
た
「
死
首
の
咲
顔
」
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
、

人
物
造
形
が
類
型
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
改
変
は
、
「
秋
成
が
否
定
し
た
「
西

山
物
語
」
と
陀
じ
方
向
へ
向
か
う
も
の
」
。
つ
ま
り
辺
ま
す
ら
を
物
語
』
が
嫌

っ
た
は
ず
の
青
山
山
物
語
』
の
芝
居
色
が
、
「
死
首
の
咲
顔
」
に
加
わ
っ
て
い
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
も
の
が
、
近
年
の
「
「
死
首
の
咲
顔
」
考
」
(
吋
国

語
と
思
文
学
町
二

O
O
八
年
五
月
号
)
で
あ
る
。
長
島
は
、
「
死
首
の
咲
顔
」

の
演
劇
性
と
し
て
、
「
芝
居
の
一
一
枚
自
と
娘
役
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
五
蔵
と

宗
の
類
型
的
な
人
物
設
定
、
「
チ
ャ
リ
離
と
も
い
う
べ
き
」
五
曾
次
の
設
定
、

五
曾
次
・
五
蔵
の
姓
が
吋
太
平
記
」
の
新
聞
義
貞
の
越
前
の
府
攻
略
の
舞
台
と

な
っ
た
「
鯖
江
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
吋
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
に
お
け
る
雛

鳥
の
首
渡
し
や
そ
の
元
に
な
っ
て
い
る
認
弘
行
者
大
峰
桜
」
に
お
け
る
女
の
首

と
の
関
連
を
説
い
て
い
る
。
と
く
に
認
は
行
者
大
峰
接
」
の
「
山
の
段
」
に
は

死
首
の
笑
顔
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
秋
成
の
本
作
が
槙
劇
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
蕗
諾
す
る
必
要
は
な
い
。
奇
し
く
も
向
誌
に
は
木
越
治

の
「
俗
へ
の
意
志
i

「
死
首
の
咲
顔
」
の
意
味
」
も
載
る
。
木
越
の
い
う
「
死

首
の
咲
顔
」
の
「
あ
る
種
の
通
格
性
」
と
は
、
山
山
劇
性
と
呼
び
変
え
て
差
し
支

え
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

8 

「
死
首
の
咲
顔
」
の
演
劇
性
は
長
島
の
指
摘
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で

は
な
ぜ
秋
成
は
「
ま
す
ら
を
物
語
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
そ
の
よ
う
な
演
劇

的
要
素
を
本
作
に
散
り
ば
め
た
の
か
。
長
島
は
草
稿
投
棄
を
機
に
「
創
作
意
識

に
お
い
て
」
「
決
定
的
な
転
回
が
あ
り
、
事
実
性
・
真
実
性
へ
の
こ
だ
わ
り
を

捨
て
た
」
こ
と
の
反
映
と
し
、
木
越
は
雅
文
芸
と
し
て
の
統
一
路
を
あ
え
て
崩

し
、
混
乱
し
、
わ
か
り
に
く
い
通
俗
性
を
抱
え
込
む
の
が
門
春
雨
物
語
」
の
世

界
だ
と
す
る
。

し
か
し
、
同
じ
素
材
を
別
の
書
き
方
で
書
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ

に
秋
成
の
創
作
意
識
の
変
化
が
反
映
し
て
い
る
と
は
摂
ら
な
い
。
「
ま
す
ら
を

物
語
」
と
「
死
首
の
咲
顔
」
の
間
に
草
稿
投
棄
の
事
件
が
あ
る
こ
と
で
、
我
々

は
創
作
意
識
の
変
化
の
原
因
を
草
稿
投
棄
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
る
に
、

一
度
書
い
た
素
材
を
も
う
一
度
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
披
献
で
な
い
限

り
は
、
創
作
意
識
が
変
わ
ら
な
く
て
も
、
前
に
書
い
た
作
品
と
違
っ
た
書
き
方

を
試
み
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
ま
し
て
、
秋
成
自
身
、
「
ま
す
ら

を
物
諸
問
」
を
書
く
時
に
は
「
い
つ
は
り
な
ら
ぬ
か
た
り
一
一
詰
問
し
て
、
後
長
く
っ
た

へ
よ
」
(
異
文
こ
と
し
た
も
の
の
、
最
後
は
自
分
の
筆
力
で
は
「
あ
ぢ
き
な

か
る
さ
か
し
ら
ご
に
な
っ
た
の
で
は
と
反
省
的
な
言
辞
を
残
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
素
材
に
な
っ
た
事
件
が
、
家
の
論
理
に
よ
っ
て
男
女
の
恋
が
成
就

し
な
い
と
い
う
演
劇
的
な
状
況
の
中
で
首
切
り
と
い
う
衝
撃
的
な
結
末
に
い
た

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
元
に
際
物
の
演
劇
や
物
語
が
判
制
作
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
演
劇
的
に
作
る
方
が
実
は
自
然
だ
っ
た
と
言
え
る
。
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一
度
「
ま
す
ら
を
物
語
」
と
い
う
事
実
に
寄
り
そ
う
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
秋

成
が
、
物
詩
集
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
今
度
は
演
劇
的
に
書
い
て
見
ょ
う
と

す
る
の
は
、
創
作
意
識
の
変
化
に
帰
す
る
ま
で
も
な
く
、
自
然
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
し
て
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
事
実
に
寄
り
そ
う
作
品
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。

む
し
ろ
秋
成
は
、
「
死
首
の
咲
顔
」
に
お
い
て
類
型
的
設
定
と
口
詩
的
表
現

と
い
う
演
劇
的
な
仕
組
み
を
通
し
て
、
同
家
の
親
子
の
会
話
を
生
き
生
き
と
描

く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
注
自
す
る
必
要
が
あ
る
。
吋
春
一
雨
物
語
」
の
後
半
部

の
優
れ
た
達
成
の
ひ
と
つ
は
、
類
型
的
な
設
定
を
用
い
つ
つ
も
、
世
話
物
の
よ

う
な
リ
ア
ル
な
会
話
空
間
を
実
現
し
て
み
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

1i 

五
段
構
成

i

「
捨
石
丸
」

「
捨
石
丸
」
は
、
五
殺
し
を
テ
l
マ
と
す
る
。
事
件
の
発
端
の
舞
台
は
み
ち
の

く
小
田
の
里
。
捨
石
丸
は
、
主
人
小
田
の
長
者
殺
し
と
い
う
無
実
の
罪
を
着
せ

ら
れ
て
西
へ
逃
亡
、
敵
討
を
強
い
ら
れ
た
長
者
の
子
息
小
伝
次
は
捨
石
丸
の
跡

を
追
う
。
西
岡
の
大
名
に
俊
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
捨
石
丸
は
、
岩
を
打
ち
抜

い
て
開
削
す
る
工
事
に
励
む
。
そ
こ
へ
小
伝
次
が
や
っ
て
き
て
開
闘
に
協
力
、

捨
五
は
死
後
捨
石
明
神
と
配
ら
れ
、
小
伝
次
は
み
ち
の
く
に
帰
っ
て
富
み
栄
え

る。
「
捨
石
丸
」
に
も
演
劇
的
要
素
が
い
く
つ
も
あ
る
。
名
剣
が
重
要
な
ア
イ
テ

ム
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
酔
っ
た
主
従
が
剣
を

奪
い
合
っ
て
も
つ
れ
合
う
場
面
で
、
長
者
が
「
武
蔵
坊
と
中
せ
し
は
、
西
塔
一

の
法
師
な
り
」
と
誘
い
、
捨
石
が
そ
の
跡
に
つ
い
て
「
衣
河
へ
と
急
が
る
る
」

と
拍
子
を
と
る
場
面
の
描
写
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
評
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
舞
踊

劇
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
長
者
の
死
を
捨
石
の
主
殺
し

に
で
っ
ち
上
げ
、
開
時
に
小
伝
次
を
追
い
払
う
と
い
う
悪
計
を
日
論
む
日
代
の

存
在
も
芝
居
に
類
型
的
な
悪
役
で
あ
る
。
ま
た
、
日
高
見
神
社
の
社
司
「
春
、
水
」

は
、
「
小
田
」
と
い
う
土
地
と
組
み
合
わ
せ
る
と
「
小
田
春
、
水
」
で
、
高
田
衛

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
「
織
問
信
長
の
芝
皆
上
の
名
」
(
注
5
高

田
論
文
)
で
あ
る
。
小
柄
な
小
伝
次
が
、
六
尺
を
越
え
る
大
男
の
捨
石
丸
を
武

芸
で
圧
倒
す
る
場
面
は
、
義
経
と
弁
慶
を
努
髭
と
さ
せ
る
。

そ
し
て
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
は
、
時
代
物
浄
璃
璃
の
五
段
構
成
に
倣
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
浄
瑠
璃
の
五
段
構
成
と
は
、
竹
本

義
太
夫
が
「
貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
』
序
の
「
浄
瑠
璃
大
概
」
に
、
初
段
か

ら
五
段
ま
で
の
語
り
方
を
述
べ
た
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
要
は
発
端
(
恋
慕
、

忍
び
な
ど
て
事
件
の
発
生
、
悲
郎
(
愁
嘆
)
、
道
行
、
事
件
の
解
決
(
祝
一
一
首
)
と
、

五
段
階
に
展
開
す
る
構
成
で
、
時
代
物
の
基
本
的
な
構
成
で
あ
る
。

「
捨
石
丸
」
に
こ
の
五
段
構
成
を
あ
て
は
め
て
み
る
と
、

1

発
端
(
小
間
の
長
者
と
捨
石
丸
の
親
密
ぶ
り
)

2

事
件
の
発
生
(
小
田
長
者
の
流
取
と
死
)

3

悲
劇
(
捨
石
丸
の
主
殺
し
と
小
伝
次
の
追
放
決
定
)

4

道
行
(
逃
げ
る
捨
石
丸
と
追
う
小
伝
次
の
西
闘
行
き
)

5

事
件
の
解
決
・
祝
一
一
口
口
(
捨
石
丸
と
小
伝
次
の
武
術
問
答
)

と
な
る
。
意
識
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
と
ま
で
断
定
で
き
な
い
が
、
す
く
な
く

と
も
時
代
浄
瑠
璃
的
な
構
成
に
見
え
る
と
は
い
え
る
。

お
わ
り
に

「
宮
木
が
塚
」
「
勢
喰
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
法
劇
的
側
聞
を
検
討
す
る
意
義

2 



は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
日
野
龍
夫
(
注
2
論
文
)
・
高
自
衛
(
注
5
論
文
)
の
優

れ
た
研
究
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
述
べ
た

い
く
つ
か
の
例
は
、
晩
年
の
秋
成
の
文
章
に
、
若
い
頃
親
し
ん
だ
浄
瑠
璃
の
詞

章
や
趣
向
や
構
成
が
、
大
胆
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
鮫
説
的
に
示
し
た

も
の
で
あ
る
。

秋
成
が
、
吋
胆
大
小
心
録
」
の
よ
う
な
口
語
体
の
随
筆
文
を
創
造
し
た
こ
と
、

ま
た
「
物
が
た
り
ざ
ま
の
ま
ね
び
」
、
つ
ま
り
物
語
体
の
擬
古
文
と
し
て
成
っ

て
い
る
は
ず
の
つ
脊
間
物
語
」
に
、
俗
文
を
多
く
含
む
浄
瑠
璃
的
要
素
を
自
在

に
交
え
た
の
は
、
秋
成
の
文
章
観
・
文
芸
観
と
大
い
に
関
わ
る
も
の
だ
ろ
う
。

そ
の
検
討
は
、
あ
ら
た
め
て
総
合
的
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

秋
成
が
口
癖
の
よ
う
に
引
用
す
る
の
は
、
李
笠
翁
の
「
芥
子
関
岡
伝
」
の
画
論

「
有
法
の
極
無
法
に
帰
す
」
と
い
う
一
言
葉
で
あ
る
。
仮
名
遣
い
の
法
則
や
和
歌

題
一
誌
の
法
な
ど
に
対
し
て
、
秋
成
の
と
っ
た
立
場
は
、
有
法
を
知
り
つ
つ
も
無

法
に
帰
る
表
現
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
文
章
に
お
い
て
実
践
さ
れ
た
の
が
、
和
文
物
語
で
あ
る
は
ず
の
「
春

雨
物
語
い
へ
の
俗
文
の
導
入
、
そ
し
て
演
劇
的
表
現
の
駆
使
で
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
よ
う
な
見
通
し
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
き

争時、。

ふ
人
しj主

(
1
)
堤
邦
彦
「
和
訳
太
郎
と
当
代
劇
域
主
一
間
安
形
気
』
を
中
心
に
し

(
吋
近
役
文
護
』
一
一
一
五
号
、
一
九
八
一
年
)

(
2
)
臼
野
龍
夫
「
秋
成
に
お
け
る
歴
史
と
人
間
」

(
2日
τ
阿
武
と
秋
成
』
所
収
、
筑

摩
書
房
、
一
九
八
四
年
。
初
出
は
一
九
八
一
年
)

(
3
)
神
楽
問
問
幼
子
二
諮
道
聴
耳
欧
関
猿
」
と
欽
舞
伎
」
(
吋
歌
舞
伎
文
化
の
享
受

10 

と
間
以
掬
』
所
収
、
八
木
書
版
、
一
一

O
O
二
年
。
初
出
は
一
九
九
九
年
)

(
4
)
拙
稿
「
「
海
紋
」
考
」
(
宗
一
成
考
い
所
収
、
翰
林
霊
殿
、
一
一

O
O
五
年
。
初

出
は
一
九
八
九
年
)
。
拙
稿
は
原
道
生
円
近
松
半
ニ
浄
瑠
璃
条
〔
ニ
い
解

説
(
一
九
八
七
年
)
に
示
唆
を
受
け
た
。
な
お
初
出
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
井

上
泰
更
も
「
海
賊
」
と
吋
小
野
道
風
青
柳
硯
」
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
(
「
海

賊
」
の
文
展
秋
津
」
「
雨
月
物
語
論
源
泉
と
、
五
題
』
所
収
、
笠
閥
均
凶
段
、

一
九
九
九
年
。
初
出
は
一
九
八
九
年
)

(
5
)
高
田
衛
「
「
焚
喰
」
片
影
i
山
が
つ
め
き
た
る
身
」
(
吋
春
雨
物
語
論
い
所
収
、

岩
波
書
応
、
二

O
O
九
年
。
初
出
は
一
一

O
O
八
年
)

(
6
)
飯
倉
洋
一
「
「
血
か
た
び
ら
」
の
諮
り
に
つ
い
て
」
(
吋
秋
成
考
で
翰
林
市
川
官
房
、

一一

0
0
五
年
所
収
。
初
出
は
一
九
九
八
年
)

(
7
)
神
津
武
男
「
浄
繍
璃
本
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ー
残
存
点
数
の
比
較
に
み
る
受

容
の
笑
態
」
(
日
本
近
世
文
学
会
一
一

O
一
O
年
春
季
大
会
研
究
発
表
資
料
)

(
8
)
長
島
弘
明
「
秋
成
の
著
書
廃
棄
」
(
一

O
O
七
年
五
・
六
月
号
)

付
記
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
内
山
紘
一
九
樹
子
氏
、
成
瀬
千
紗
子
氏
、
高
橋

則
子
氏
よ
り
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。




