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瞥

勢

物

一語

一
つ
の
時
代
の
文
学
が
衰
退
の
一
途
を
辿
り
、
次
の
時
代
の
文
学
が
徐
々
に

興
隆
し
て
来
る
。
新
旧
の
両
勢
力
は
や
が
て
伯
仲
し
逆
転
す
る
。
そ
し
て
古
い

文
学
が
滅
び
、
新
し
い
文
学
が
繁
栄
す
る
。
遥
か
後
世
か
ら
眺
め
る
と
、
こ
う

し
た
文
学
史
的
潮
流
は
手
に
取
る
が
如
く
で
、
つ
い
安
易
に
図
式
化
し
て
見
た

く
な
る
も
の
で
あ
る
。

然
し
、
こ
う
し
た
過
渡
期
に
生
き
、
文
学
の
制
作
に
従
事
し
た
人
々
が
、
果

し
て
自
分
達
の
時
代
を
そ
ん
な
風
に
図
式
化
し
て
過
渡
期
と
考
え
て
い
た
か
ど

う
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。
今
日
の
よ
う
な
歴
史
観
が
当
時
既
に
有
っ
た
訳
で
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
各
人
が
自
分
の
命
を
掛
替
え
の
な
い
も
の
と
思
っ
て
い

る
以
上
、
そ
の
時
代
を
も
掛
替
え
の
な
い
も
の
と
思
っ
て
お
り
、
各
自
の
最
善

と
思
う
所
を
尽
く
し
て
い
た
も
の
と
恩
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
此
の
よ
う

な
時
代
の
作
品
が
如
何
に
異
様
で
稚
拙
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
が
初
め
か
ら

山
と
山
と
の
聞
の
谷
間
の
作
品
の
積
り
で
書
か
れ
た
と
す
る
事
は
出
来
な
い
。

そ
れ
に
も
か
L
わ
ら
ず
文
学
は
確
か
に
前
記
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
。
個
々

の
作
家
が
個
々
の
作
品
に
最
善
を
尽
く
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
或
る
時
期
に
は

高
績
に
鋒
え
る
記
念
塔
と
し
、
或
る
時
期
に
は
深
谷
に
永
遠
に
陽
の
目
を
見
る
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鈴

木

古
了

事
能
わ
ざ
る
埋
れ
木
と
す
る
様
な
力
が
別
に
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
作
家
自
身

の
才
能
だ
け
で
は
解
決
の
つ
か
な
い
、
時
代
的
な
力
で
あ
る
。

過
渡
期
の
文
学
は
、
そ
う
し
た
時
代
的
な
力
の
痕
跡
を
痛
々
し
く
留
め
て
い

る
物
が
多
い
。
と
い
う
の
は
、
過
渡
期
こ
そ
そ
う
い
う
力
が
最
も
強
く
働
く
時

代
だ
か
ら
で
あ
る
。
此
の
時
期
の
文
学
は
そ
の
激
し
い
力
に
押
し
倒
さ
れ
、
よ

ろ
め
き
な
が
ら
動
い
て
い
る
。
後
世
の
批
評
家
が
そ
の
姿
を
中
途
半
端
と
の
み

称
し
、
支
離
滅
裂
と
の
み
評
し
て
軽
視
す
る
の
は
酷
で
あ
る
。
何
時
の
時
代
で

も
作
家
に
才
能
を
与
え
な
い
時
代
は
な
い
。
然
し
そ
の
作
家
の
才
能
を
、
現
代

の
標
準
か
ら
見
て
最
も
有
効
な
方
向
に
発
揮
さ
せ
た
時
代
は
常
に
有
っ
た
訳
で

は
な
い
。
我
々
は
そ
う
し
た
時
代
の
状
況
を
出
来
る
だ
け
正
確
に
復
元
し
て
、

そ
の
文
学
の
成
立
事
情
を
調
在
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ

初
め
て
文
学
を
動
か
し
た
時
代
の
力
を
知
り
得
る
し
、
不
幸
な
試
み
に
浪
費
さ

れ
た
か
も
知
れ
ぬ
作
家
の
才
能
を
も
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

こ
L
に
と
り
あ
げ
た
仁
勢
物
語
も
谷
間
の
作
品
で
あ
る
。

仁
勢
物
語
の
内
容
は
周
知
の
如
く
伊
勢
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
書
名
も

「
擬
物
語
」
を
利
か
し
た
伊
勢
物
語
の
も
じ
り
で
あ
る
。
こ
の
種
の
物
と
し
て



は
最
も
初
期
の
も
の
で
、
以
後
、
真
実
伊
勢
物
語
、
好
色
伊
勢
物
語
、
仁
勢
物

語
通
補
抄
、
く
せ
物
語
、
戯
男
伊
勢
物
語
等
の
影
響
作
が
数
篇
あ
る
。
方
丈
記

や
徒
然
草
を
も
じ
っ
た
擬
物
語
も
、
間
接
的
に
は
影
響
作
と
い
え
よ
う
し
、
後

の
狂
歌
・
狂
文
に
も
同
じ
系
列
に
入
る
も
の
が
多
い
と
思
う
。
然
し
、
こ
の
作

の
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
の
全
段
に
つ
い
て
、
そ
の
一
字
一
句
に
至
る
ま
で
精
細

に
も
じ
り
尽
く
し
て
、
完
腐
な
か
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
後
つ
い
に
出
な
か

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
面
で
は
此
の
作
は
実
に
完
壁
を
示
し
て
お
り
、
後

来
の
作
家
の
競
争
意
識
を
そ
ぐ
に
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
作
者
の
最

大
の
努
力
も
亦
そ
の
点
に
注
が
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

回
目
頭
の
一
段
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

お
か
し
お
と
こ
、
ほ
う
か
ぶ
り
し
て
奈
良
の
京
か
す
が
の
さ
と
へ
、
酒
の

み
に
い
き
た
り
、
そ
の
さ
と
に
い
と
な
ま
ぐ
さ
き
魚
、
は
ら
か
と
い
ふ
あ
り

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

け
り
、
此
男
か
ふ
て
み
に
け
り
、
お
も
ほ
え
ず
ふ
る
ぎ
ん
ち
ゃ
く
に
、
い
と

は
し
た
ぜ
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
、
お
と
こ
の
着
た

り
け
る
、
か
り
き
る
も
の
を
ぬ
ぎ
て
、
魚
の
あ
た
ひ
に
や
る
。
そ
の
男
し
ぶ

ぞ
め
の
き
る
も
の
を
な
む
き
た
り
け
る
、

春
日
野
の
さ
か
な
に
ぬ
ぎ
し
か
り
ぎ
も
の

さ
け
の
み
た
れ
ば
さ
む
さ
し
ら
れ
ず、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
な
む
、
ま
た
つ
ぎ
て
の
み
け
り
、
酔
て
お
も
し
ろ
き
こ
と
ど
も
や
お
も
ひ

け
ん

、

、

、

、

、

み
ち
す
が
ら
し
ど
ろ
も
ぢ
ず
り
ゐ
し
も
と
は

み
だ
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
ざ
け
に

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

と
い
ふ
歌
の
こ
与
ろ
ば
へ
な
り
、
む
か
し
人
は
、
か
く
い
ら
ち
た
る
の
み
や

う
を
な
ん
し
け
る
、

右
の
傍
点
を
附
し
た
部
分
は
、
伊
勢
物
語
の
原
文
と
全
く
一
致
す
る
部
分
で

あ
る
。
そ
の
他
の
部
分
も
立
回
数
、
語
感
、
若
し
く
は
語
義
の
上
で
酷
似
し
た
運

び
に
な
っ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、

官
頭
だ
け
に
作
者
の
意
気
込
み
も
一
段
と
鋭
く
、
最
も
成
功
し
た
段
で
あ
る
と

言
え
る
が
、
此
処
に
示
さ
れ
た
方
針
が
、
百
二
十
五
段
全
部
に
わ
た
司
て
、
大

体
破
綻
な
く
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
処
ま
で
来
る
と
事
は
曲
芸
に
類
す

る
。
作
者
の
得
意
も
思
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
此
の
作
に
対
す
る
従
来
の
評
価
は
、
所
謂
擬
物
語
の
濫
俄
と
し
て
の
意

義
以
外
に
は
、
概
し
て
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
水
谷
不
倒
氏
は
、
「
余
り

に
逐
条
的
に
一
字
も
洩
ら
さ
ず
狂
文
化
せ
ん
と
し
た
所
に
無
理
が
出
来
、
政
綻

が
度
々
目
に
つ
い
て
作
者
の
苦
心
ほ
ど
に
感
興
を
呼
ば
ぬ
」
（
日
本
文
学
大
辞

典
）
と
評
さ
れ
、
藤
岡
作
太
郎
氏
は
「
烏
丸
光
広
の
作
と
い
は
る
れ
ど
、
拙
劣

に
し
て
、
秋
成
の
く
せ
物
語
に
比
す
べ
く
も
あ
ら
ず
」
（
近
代
小
説
史
）
と
評

さ
れ
、
町
峻
康
隆
氏
は
「
原
文
に
定
着
し
た
言
語
遊
戯
に
と
ピ
ま
っ
て
い
る
」

（
江
戸
文
学
辞
典
）
と
断
じ
ら
れ
た
。
高
く
買
わ
れ
た
の
は
高
野
辰
之
氏
で
、

「
才
気
航
溢
の
人
、
古
文
学
の
造
詣
も
あ
り
、
下
情
に
も
通
じ
た
人
で
な
け
れ

ば
作
り
得
ら
れ
な
い
着
想
で
あ
り
、
取
材
で
あ
り
、
行
文
で
あ
る
」
（
江
戸
文

学
史
上
）
と
評
さ
れ
、
野
田
寿
郎
氏
も
「
古
典
の
権
威
に
頼
り
な
が
ら
新
時
代

の
滑
稽
を
狙
う
の
で
あ
っ
て
、
新
し
い
精
神
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
（
日
本
文

学
史
近
世
篇
）
と
認
め
ら
れ
た
が
、
結
局
は
最
近
障
峻
氏
が
「
仁
勢
物
語
の
笑

い
に
は
前
向
き
の
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
『
き
の
ふ
は
け

ふ
の
物
語
』
に
お
け
る
よ
う
な
庶
民
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
進
行

す
る
歴
史
に
と
り
残
さ
れ
た
階
層
の
、
そ
れ
で
も
お
と
ず
れ
た
平
和
を
熔
戯
し

よ
う
と
す
る
態
度
の
所
産
で
あ
ろ
う
。
」
（
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
・
仮
名
草

子
）
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
所
へ
落
ち
つ
く
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
説
は
決
し
て
不
当
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
此
の
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作
品
を
片
づ
け
る
の
は
心
残
り
な
事
で
あ
る
。
た
と
え
言
語
遊
戯
の
域
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
遊
戯
は
か
く
も
情
熱
的
に
、
意
欲
的
に
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
如
何
に
才
気
横
溢
の
人
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
遊
戯
が
生
半

可
な
苦
心
で
出
来
よ
う
は
ず
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
・
作
者
に
と
っ
て
は

単
な
る
遊
戯
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
起
る
。
こ
の
作
品

が
凝
物
語
の
濫
俄
で
あ
っ
た
と
い
う
事
も
文
学
史
的
に
重
要
な
一
事
項
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
も
の
が
、
此
の
作
者
の
・
話
欲
の
中
に

隠
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
過
渡
期
の
文
学
を
動
か
し
た
根
本
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
、
そ
こ
に
極
め
て
異
様
な
姿
で
息
づ
い
て
は
い
な
い
だ
ち
う
か
。
伊
勢

物
語
の
全
段
を
完
全
に
パ
ロ
デ
ィ
に
化
す
る
と
い
う
ば
か
／
＼
し
い
難
事
業
、

そ
れ
を
遂
行
せ
し
め
た
も
の
は
何
か
。
後
世
か
ら
は
単
な
る
物
好
き
と
し
か
見

え
ぬ
が
、
当
時
、
作
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
何
か
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で

あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

仁
勢
物
語
の
面
白
さ
は
第
一
に
語
呂
合
せ
の
面
白
さ
で
あ
り
、
替
歌
の
面
白

き
で
あ
る
。
だ
か
ら
原
文
と
出
来
る
だ
け
語
呂
が
合
っ
て
い
る
面
白
さ
が
一
っ

と
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
に
も
か
L
わ
ら
ず
内
容
が
途
方
も
な
く
変
わ
っ
て
い
る

面
白
さ
と
が
並
び
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
両
者
は
矛
盾
す
る
。
そ
の

矛
盾
し
た
要
求
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
曲
芸
的
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
の
が
究
極
の

面
白
さ
で
あ
る
。
先
の
引
用
例
で
も
そ
の
事
は
十
分
に
知
ら
れ
る
と
思
う
が
、

な
お
短
い
例
で
比
較
し
て
み
よ
う
。

〔
伊
勢
物
語
九
十
八
段
〕

お
ほ
h
Sお
ほ
い
ま
B
ち
M
－砂

昔
、
太
政
大
臣
と
聞
ゆ
る
お
は
し
け
り
、
っ
か
う
ま
つ
る
男
、
九
月

ば
か
り
に
、
梅
の
つ
く
り
枝
に
婚
を
つ
け
て
た
て
ま
つ
る
と
て
、

我
が
頼
む
君
が
た
め
に
と
折
る
花
は
時
し
も
わ
か
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

と
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
れ
ば
、
い
と
か
し
こ
く
を
か
し
が
り
給
ひ
て
、
使

に
旅
た
ま
へ
り
け
り
。

〔
仁
勢
物
語
九
十
八
段
〕

お
か
し
大
も
ち
好
有
け
り
。
頼
け
る
坊
主
な
が
月
ば
か
り
に
、
梅
漬
に
き
び

も

ち

そ

へ

て

や

る

と

て

、

、

わ
が
た
の
む
旦
那
の
た
め
に
つ
く
も
ち
は
と
き
ひ
じ
わ
か
ぬ
ち
ゃ
の
こ
な

り
け
り

と
よ
み
て
や
り
け
れ
ば
、
い
と
熔
し
が
り
て
、
使
に
銭
く
れ
に
け
り
。

「
太
政
大
臣
」
を
「
大
も
ち
好
」
に
、
「
梅
の
つ
く
り
校
」
を
「
梅
漬
」
に
、

「
維
」
を
「
き
ぴ
も
ち
」
に
、
語
呂
を
合
せ
つ
L
出
来
る
だ
け
奇
想
天
外
な
も

の
に
置
き
換
え
る
。
「
時
し
も
わ
か
ぬ
」
を
「
と
き
ひ
じ
わ
か
ぬ
」
と
も
じ
る

た
め
に
「
男
」
を
「
坊
主
」
と
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
話
は
、

「
優
雅
」
か
ら
「
滑
稽
」
に
転
ず
る
。

注
意
す
べ
き
は
作
ら
れ
た
話
が
原
話
か
ら
離
れ
て
お
れ
ば
お
る
程
滑
稽
な
の

で
あ
る
し
、
語
呂
は
合
丹
て
お
れ
ば
お
る
程
滑
稽
な
の
で
あ
る
。
此
の
矛
盾
が

激
し
け
れ
ば
激
し
い
程
、
そ
の
均
衡
が
奇
蹟
的
で
あ
れ
ば
奇
践
的
で
あ
る
程
、

滑
稽
の
皮
は
強
ま
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
原
文
を
無
視
し
て
、
擬
作
の
方
ば

か
り
を
読
ん
で
も
、
拙
劣
極
ま
り
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
短
歌
の
本
歌
取
な

ど
と
は
そ
こ
に
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
作
品
が
原
作
に
対
し
て

少
し
も
独
立
性
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
所
調
擬
物
語
類
の
中
で

も
こ
れ
は
珍
し
い
性
格
だ
と
言
え
る
。
他
の
擬
物
語
に
は
多
少
と
も
こ
の
独
立

性
が
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
代
り
、
そ
れ
だ
け
原
作
か
ら
は
離
れ
て
行
く
が
、

原
作
を
読
ま
な
く
て
も
、
十
分
に
鑑
賞
に
た
え
る
だ
け
の
内
容
を
持
つ
の
で
あ

る
。
「
く
せ
物
語
」
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
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し
仁
勢
物
語
の
作
者
は
そ
の
独
立
性
を
少
し
も
要
求
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
そ
ん
な
事
よ
り
も
彼
は
こ
の
曲
芸
に
熱
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

我
々
も
こ
の
作
品
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
独
立
性
を
要
求
す
る
事
は
不
当
で
あ

る
。
む
し
ろ
完
全
に
原
作
に
固
着
す
る
事
に
よ
っ
て
、
作
者
は
或
る
効
果
を
期

待
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
事
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
た
い
。

一
体
伊
勢
物
語
の
異
本
で
も
作
ろ
う
と
す
る
の
で
な
い
限
り
、
原
話
の
語
呂

と
文
脈
を
完
全
に
活
か
し
て
他
の
物
語
を
作
ろ
う
と
い
う
の
は
、
余
り
に
も

無
理
な
要
求
で
あ
る
。
狂
歌
な
ど
に
は
古
歌
に
対
し
て
そ
う
い
う
試
み
を
す
る

も
の
が
ざ
ら
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
定
型
詩
の
枠
内
で
高
度
に
発
達
し
た

自
由
性
の
故
か
、
独
自
性
を
失
わ
ぬ
表
現
も
可
能
な
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
個

々
独
特
の
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
展
開
し
た
説
話
の
文
脈
を
、
そ
っ
く
り
他
の
プ

ロ
γ
ト
の
た
め
に
転
用
す
る
と
い
う
事
は
ま
ず
不
可
能
な
事
で
あ
る
。
曲
り
な

り
に
も
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
原
物
語
が
、
歌
物
語
形
式
と
い
う
極
め

て
単
純
な
プ
ロ
ッ
ト
の
集
合
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
た
と
え
ば
源
氏
物
語
か
ら

こ
の
種
の
擬
物
語
を
期
待
す
る
事
は
全
く
絶
望
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
に
し
て

も
、
新
し
く
作
ら
れ
た
擬
作
に
は
、
や
は
り
自
ら
当
時
の
説
話
構
成
の
原
則
を

適
用
す
る
事
が
要
求
さ
れ
る
。
同
じ
簡
素
な
恋
物
語
で
も
、
王
朝
貴
族
が
期
待

す
る
展
開
と
、
江
戸
時
代
大
衆
が
期
待
す
る
展
開
と
の
聞
に
は
大
き
な
差
が
あ

る
。
そ
れ
が
時
代
感
覚
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
や
醒
睡

笑
等
の
附
は
、
そ
う
い
う
時
代
の
要
求
に
応
じ
得
る
プ
ロ
ッ
ト
の
中
の
最
も
簡

素
な
形
式
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
所
が
、
仁
勢
物
語
の
場

合
は
、
話
題
は
当
代
大
衆
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
王
朝
的
プ
ロ
ッ
ト
で
そ
れ

を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
立
場
に
追
い
込
ま
れ

て
い
る
訳
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
各
説
話
は
時
代
感
覚
の
上
か
ら
は
当
然
向

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
方
向
へ
は
発
展
せ
ず
、
思
い
が
け
な
い
所
で
挫
折
し
た

り
、
中
絶
し
た
り
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
水
谷
氏
が
指
摘
さ
れ
る
「
破

綻
」
は
そ
れ
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
仁
勢
物
語
の
各
段
に
は
、
そ

れ
だ
け
で
話
が
過
不
足
な
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
満
足
感
が
得
ら
れ
る
場

合
が
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
者
は
、
そ
の
内
容
の
充
実
を
一
切

犠
牲
に
し
て
、
王
朝
物
語
の
形
骸
に
固
着
し
た
事
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

内
容
本
位
の
擬
物
語
は
こ
う
い
う
束
縛
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
擬
物
語
と
い
え
ど
も
、
そ
の
擬
す
る
所
は
ほ
ん
の
要
所
々
々
の
み
で
あ

っ
て
、
全
文
脈
や
ま
し
て
全
語
句
の
対
応
に
頭
を
悩
ま
し
た
り
は
し
な
い
。
こ

の
最
も
良
い
例
は
、
方
丈
記
の
擬
作
で
あ
る
犬
方
丈
記
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
延

宝
年
間
の
諸
国
の
飢
鰹
の
状
況
を
記
録
す
る
と
い
う
、
極
め
て
明
瞭
な
意
図
を

持
っ
た
作
品
で
あ
る
か
ら
、
仁
勢
物
語
式
に
原
作
に
固
着
し
て
い
る
わ
け
に
は

絶
対
に
行
か
な
い
。
冒
頭
は
「
お
く
質
の
な
が
れ
は
請
ず
し
て
、
し
か
も
元
も

利
も
あ
げ
ず
」
云
々
と
い
う
忠
実
な
も
じ
り
で
始
ま
る
が
、
直
ぐ
に
原
作
に
は

全
く
関
係
の
な
い
記
事
が
続
く
。
興
味
の
あ
る
の
は
、
こ
う
い
う
も
じ
り
以
外

に
、
原
文
そ
の
ま
与
の
文
章
が
所
々
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
一

例
を
あ
げ
れ
ば
、
養
和
の
飢
鍵
の
条
の
、

あ
る
ひ
は
父
母
が
い
の
ち
つ
き
て
ふ
せ
る
を
も
し
ら
ず
し
て
、
い
と
き
な

き
子
の
そ
の
ち
ぶ
さ
に
す
ひ
っ
き
つ
L
ふ
せ
る
な
ど
も
あ
り
。

な
ど
と
い
う
文
章
が
、
完
全
に
延
宝
の
飢
飽
の
描
写
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
な
ど
は
擬
作
が
原
作
の
形
態
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
有
効

な
の
で
、
こ
れ
が
原
作
に
も
っ
と
接
近
し
て
い
た
ら
、
も
じ
り
で
も
し
な
け
れ

ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
犬
方
丈
記
は
原
作
の

形
態
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
た
め
に
原
作
の
部
分
的
な
文
章
に
対
す
る
反
援
が

少
な
く
、
仁
勢
物
語
は
原
作
の
形
態
に
密
着
し
て
い
る
た
め
に
そ
の
反
股
が
極

め
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
言
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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一
見
単
な
る
物
好
き
か
悪
ふ
ざ
け
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
仁
勢
物
語
の
曲
芸

も
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
特
質
を
追
求
し
て
み
る
と
、
文
学
論
的
に
か
な
り
深
い

基
礎
が
あ
り
そ
う
に
見
え
て
来
る
。
即
ち
、
語
呂
合
せ
に
忠
実
な
る
余
り
に
作

者
が
犠
牲
に
し
た
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
が
擬
作
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
現

実
の
物
語
の
独
立
性
と
充
足
性
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
文
学
性
で
あ
っ
た
。
こ
の

事
は
彼
が
二
者
択
一
に
当
っ
て
敢
然
と
現
実
の
素
材
の
文
学
化
を
軽
視
し
、
王

朝
物
語
の
文
脈
保
存
を
固
割

U
だ
事
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
「
古
典
の
権
威

に
頼
り
な
が
ら
新
時
代
の
滑
稽
を
狙
う
」
と
い
う
よ
う
な
、
温
和
な
両
者
の
協

調
関
係
と
は
異
っ
た
関
係
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
新
時

代
の
文
芸
に
古
典
が
援
助
の
手
を
差
し
の
べ
る
の
は
、
前
記
犬
方
丈
記
の
よ
う

な
場
合
に
は
確
か
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
文
学
化
を
軽
視
す
る
作

品
の
場
合
は
、
ど
う
し
て
、
何
を
目
的
に
古
典
の
援
助
を
期
待
す
る
事
が
出
来

る
だ
ろ
う
か
。

四

語
呂
合
せ
｜
｜
原
物
語
へ
の
固
着
｜
｜
の
方
は
一
応
そ
の
位
に
し
て
、
今
度

は
原
物
語
に
対
す
る
反
援
の
面
、
即
ち
、
如
何
に
物
語
を
原
話
か
ら
速
い
距
離

に
置
く
か
と
い
う
作
者
の
努
力
の
方
向
に
焦
点
を
合
せ
て
見
ょ
う
。

そ
の
方
向
は
極
め
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
言
え
る
。
作
者
は
伊
勢
物
語
の

世
界
を
徹
底
的
に
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば

胃
潰
で
あ
る
。
瓜
二
つ
の
容
貌
を
こ
と
さ
ら
に
選
び
な
が
ら
、
全
く
悪
魔
的
な

子
供
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

単
純
な
方
法
な
が
ら
、
ま
ず
語
句
の
対
照
で
こ
の
傾
向
を
一
瞥
し
て
み
よ
う
。

四九
一一六

一一一一四一四
五

四
九

一
七
七

二
一
四

以
上
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
し
て
も
作
者
の
天
の
邪
鬼
ぶ
り

は
相
当
の
も
の
で
あ
る
事
が
窺
え
る
。
尤
も
こ
う
い
う
例
ば
か
り
で
は
な
く
、

素
直
に
語
意
を
移
し
て
い
る
も
の
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
原
話
の
形
態

に
密
着
せ
ん
と
す
る
限
り
当
然
の
現
象
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
こ
う
い
う
語
句
の
対
照
の
上
に
現
れ
た
反
援
的
態
度
が
、
各
段
の
説

話
の
内
容
全
体
に
も
当
然
現
れ
て
来
る
事
で
、
雅
を
俗
に
転
じ
、
美
を
醜
に
転

じ
、
善
を
悪
に
、
快
を
不
快
に
転
じ
て
行
く
事
の
結
果
で
あ
る
。
そ
う
し
た
結

果
生
れ
出
た
新
し
い
説
話
は
、
も
と
／
＼
・
現
実
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
て
、
古
典
の
裏
返
し
と
し
て
引
き
出
さ
れ
、
而
も
古
典
の
文
脈
で
語
ら
れ

る
点
で
、
甚
だ
破
綻
の
多
い
も
の
で
あ
る
事
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
こ
の
作

者
が
こ
の
古
典
に
一
つ
の
統
一
さ
れ
た
理
解
や
印
象
乃
至
は
愛
情
と
い
っ
た
も

の
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
反
披
自
体
が
や
は
り
統
一
さ
れ
た
主
題
を
自

ら
持
っ
て
い
る
事
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
や
は
り
散
発
的
で

伊

勢

物

語

世
の
人
に
は
ま
さ
れ
り
け

h
リう

ち
泣
き
て

こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り

え
ず
な
り
に
け
る

宮
の
中
に
て

さ
る
い
や
し
き
わ
ざ

死
に
け
れ
ば

い
と
を
か
し
げ
な
る

あ
は
れ
が
り
け
り

み
け
し
き
あ
し
か
り
け
り

仁

勢

物

語
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破
綻
の
多
い
説
話
の
中
に
汲
み
取
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
果
し
て
此
の
擬

作
が
卑
俗
な
笑
の
た
め
に
の
み
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
も
っ

と
重
要
な
動
機
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
か
を
窺
う
好
材
料
で
あ
る
筈
で
あ

る。
で
は
以
下
、
各
段
の
話
題
・
素
材
を
通
じ
て
、
そ
の
裏
に
あ
る
作
者
の
心
に

探
り
を
入
れ
て
み
よ
う
。

仁
勢
物
語
に
お
い
て
最
も
多
く
見
ら
れ
る
話
題
は
飲
食
関
係
の
話
題
で
あ

る
。
先
に
引
用
し
た
二
例
が
既
に
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
伊
勢
物
語
で
は
数
段
し

か
な
い
の
に
、
こ
の
物
語
に
は
実
に
五
十
三
段
に
わ
た
っ
て
そ
れ
が
登
場
す

る
。
（
尤
も
此
の
数
字
は
そ
の
段
の
主
題
が
飲
食
関
係
で
な
く
て
も
、
食
物
の

名
称
な
ど
が
一
箇
所
に
で
も
挙
が
っ
て
い
る
よ
う
な
段
は
す
べ
て
算
え
て
の
数

で
あ
る
。
そ
の
方
が
厳
密
を
期
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
に
飲
食

関
係
の
記
事
が
な
く
、
単
に
空
腹
を
示
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
な
段
は
省
い
た

が
、
そ
の
け
じ
め
の
微
妙
な
段
も
あ
り
、
規
準
に
よ
っ
て
は
多
少
の
哨
減
が
あ

る
。
）
突
に
半
数
近
く
の
段
に
見
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
こ
の
作
品
の

顕
著
な
性
格
を
形
作
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
飲
食
物
の
名
も
、

酒
類
を
始
め
、
米
、
麦
、
う
ど
ん
、
も
ち
、
み
そ
、
鮒
、
鯉
、
な
ま
ず
、
す
い

A

き
、
梅
漬
、
菜
飯
、
か
ゆ
、
塩
物
、
甘
酒
、
牡
瞬
、
青
海
苔
、
せ
り
や
き
、
香

の
も
の
、
酒
か
す
、
な
す
び
、
ぬ
か
み
そ
、
温
辛
、
め
ば
る
等
々
、
数
十
種
は

優
に
あ
っ
て
、
な
か
／
＼
豊
富
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
飲
食
物
に
対
す
る

人
間
の
態
度
は
食
慾
の
一
語
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。

な
め
し
あ
ら
ば
い
ざ
ち
と
く
は
ん
み
や
こ
人
わ
が
思
ふ
ほ
ど
は
あ
り
ゃ
な

し
ゃ
と
（
九
段
）

米
の
め
し
く
ふ
と
だ
に
き
く
も
の
な
ら
ば
あ
ま
り
の
な
く
ば
汁
も
す
は
ま

し
（
一
二
段
）

お
も
ふ
ほ
ど
い
ひ
を
ば
た
ん
と
く
ひ
ぬ
べ
き
は
ら
に
ひ
と
し
き
人
し
な
け

れ
ば
（
一
二
四
段
）

等
の
歌
が
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
人
或
は
こ
れ
を
現
実
的
と

評
し
、
庶
民
的
、
健
康
、
享
楽
的
と
評
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は

寧
ろ
本
能
む
き
出
し
の
浅
ま
し
さ
が
狙
い
な
の
で
あ
り
、
作
者
自
身
が
食
慾
に

生
き
る
人
間
の
姿
を
肯
定
的
に
描
い
た
と
す
る
事
は
出
来
な
い
。
作
者
が
好
ん

で
描
く
の
は
満
腹
で
は
な
く
て
空
腹
で
あ
り
、
買
う
に
銭
な
く
、
や
っ
と
得
ら

れ
た
食
物
は
、
極
め
て
貧
し
い
と
い
っ
た
、
苦
痛
の
状
況
な
の
で
あ
る
。

次
に
多
い
の
は
、
病
気
及
び
肉
体
的
異
常
に
関
す
る
話
題
で
、
禿
頭
や
師
、

あ
ざ
、
ま
め
等
も
入
れ
て
二
十
七
段
で
あ
る
。
五
段
に
一
段
強
の
割
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
醜
思
な
段
も
か
な
り
色
淡
く
こ
の
物
語
全
体
を
彩
っ
て
い
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
病
気
及
び
肉
体
的
異
常
の
種
類
は
、
腫
物
が
一
番
多
く
て
、
限

病
、
盲
、
四
、
ょ
こ
ね
、
箔
、
咳
気
、
い
も
も
ら
ひ
、
お
も
く
さ
、
焼
、
い
ざ

り
、
せ
む
し
等
、
こ
れ
も
か
な
り
多
く
、
単
に
病
と
し
て
い
る
の
も
為
る
。
薬

や
灸
の
話
も
出
て
来
る
が
、
不
思
議
に
加
持
祈
踏
の
話
は
一
つ
も
な
い
。
こ
れ

ら
の
設
い
は
や
は
り
悪
魔
的
で
あ
る
。
四
段
の
腫
物
の
話
や
六
七
段
の
腫
物
の

話
な
ど
典
型
的
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、

あ
ぶ
な
き
は
目
だ
ま
の
う
へ
の
い
も
も
ら
ひ
っ
ぶ
し
そ
ん
じ
て
か
く
は
な

る
ら
ん
（
三

O
段）

な
ま
だ
ひ
の
せ
ぼ
ね
は
む
ね
に
は
さ
ま
り
て
こ
L
ろ
ひ
と
つ
に
な
げ
く
こ

ろ
か
な
（
三
四
段
）

は
な
よ
り
も
ひ
た
ひ
ぞ
高
く
な
り
に
け
る
い
つ
ほ
う
さ
き
を
こ
ぴ
ん
と
は

み
し
（
一

O
九
段
）

な
ど
、
や
は
り
苦
痛
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
例
な
ら
ぬ
心
地
」
と
言

っ
た
よ
う
な
優
雅
な
病
気
は
全
く
な
い
。
こ
れ
に
対
す
る
治
療
の
面
が
叉
残
敵
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な
も
の
で
、

ら
か
か
ら
ぬ
眼
の
う
ち
に
し
む
も
の
は
如
何
に
あ
は
せ
し
く
す
り
な
る
ら

ん
（
一
一
一
二
段
）

と
い
っ
た
風
で
、
治
癒
し
た
と
い
う
の
は
た
っ
た
一
例
（
六
七
段
）
で
あ
る
。

こ
う
云
っ
た
所
に
も
作
者
の
嫌
悪
と
苦
痛
と
汚
辱
を
呈
示
し
よ
う
と
す
る
作
意

が
属
骨
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
コ
に
思
う
。

次
に
多
出
す
る
話
題
は
、
金
銭
関
係
の
話
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
金
銭
の

話
が
出
て
来
る
段
だ
け
で
二
十
六
段
あ
る
。
そ
の
他
、
貧
乏
や
職
業
な
ど
の
経

済
生
活
に
鉱
大
す
れ
ば
、
こ
の
数
字
は
は
る
か
に
大
き
な
も
の
に
な
る
。
金
銭

に
対
す
る
人
間
の
態
度
も
飲
食
物
に
対
す
る
場
合
と
余
り
変
ら
な
い
。

自
に
は
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ぬ
月
の
中
の
か
づ
ら
の
ご
と
き
か
ね
に
ぞ
有

け
る
（
七
三
段
）

み
よ
し
野
の
た
の
も
ね
ん
ぐ
を
こ
は
る
与
に
き
み
が
か
り
た
る
か
ね
か
へ

せ
か
し
（
一

O
段）

ふ
く
の
神
わ
が
み
に
か
ね
を
た
び
給
へ
ひ
ん
も
と
み
つ
L
あ
る
べ
き
も
の

を
（
六
四
段
）

と
言
っ
た
調
子
で
あ
る
。
借
金
、
質
、
ば
く
ち
、
た
の
も
し
、
年
貢
、
そ
の

他
様
々
の
金
銭
関
係
が
、
み
じ
め
な
物
欲
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
。

四
番
目
に
や
っ
と
登
場
す
る
の
が
男
女
関
係
で
あ
る
。
恋
愛
説
話
と
絞
っ
て

考
え
る
と
、
殆
ど
純
粋
な
も
の
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
ぐ
っ
と
広
く
、

男
女
が
登
場
し
て
来
て
、
説
話
の
背
後
に
恋
物
語
の
よ
う
な
関
係
が
予
想
さ
れ

そ
う
な
段
を
拾
っ
て
行
く
事
に
す
る
と
、
約
二
十
余
段
で
あ
る
。
（
判
定
が
微

妙
で
あ
る
が
、
ど
ん
な
に
枠
を
拡
げ
て
も
三
十
段
に
は
な
ら
な
い
。
）
こ
れ
は

原
物
語
の
性
格
か
ら
考
え
て
、
寧
ろ
そ
の
少
な
さ
に
驚
い
て
良
い
数
字
で
あ

る
。
第
一
、
伊
勢
物
語
風
の
恋
人
同
志
の
や
り
と
り
等
を
描
い
た
純
粋
な
恋
愛

説
話
が
殆
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
良
い
位
な
の
は
、
作
者
が
余
程
意
識
し
て
そ
れ

を
避
け
た
事
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
、
他
の
説
話
の
中
の
一
設

定
と
し
て
男
女
の
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
し
て
も
、
ろ
く
な
男
女
が

登
場
し
な
い
。
男
は
全
部
「
お
か
し
男
」
で
問
題
外
と
し
て
も
、
女
の
方
で
も

美
人
は
さ
っ
ぱ
り
登
場
し
な
い
。
例
外
は
六
五
段
の
「
か
ほ
形
よ
く
お
は
し
ま

し
て
」
と
見
え
る
傾
城
と
、
八
九
段
の
「
わ
れ
よ
り
は
勝
り
た
る
人
」
と
見
え

る
女
だ
け
で
、
あ
と
は
殆
ん
ど
が
悪
女
で
あ
る
か
又
は
醜
女
で
あ
る
か
叉
は
白

頭
の
短
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
病
気
持
ち
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
美
し
い
恋

物
語
が
出
来
る
は
ず
も
な
い
。

お
き
も
せ
ず
ね
も
せ
で
夜
も
ま
た
ひ
る
も
め
う
な
顔
と
て
な
が
め
く
ら
し

つ
（
二
段
）

お
じ
ゃ
る
な
ら
む
し
ろ
の
う
へ
に
ね
も
し
な
む
ひ
ぜ
ん
が
さ
に
は
ふ
た
を

し
つ
つ
も
（
一
二
段
）

と
言
っ
た
調
子
で
は
全
く
わ
び
し
い
限
り
で
あ
る
。

先
に
飲
食
関
係
の
所
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
若
し
こ
の
作
者
が
本
能
に
生
き

る
人
間
を
健
康
な
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
描
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
甚

し
い
矛
盾
で
あ
る
。
こ
L
に
も
作
者
は
や
は
り
嫌
悪
と
苦
痛
を
用
意
し
て
い
る

の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
物
語
の
中
に
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
段

も
二
三
無
い
で
は
な
い
が
、
然
し
そ
れ
も
あ
え
て
「
犬
筑
波
」
や
「
き
の
ふ
は

け
ふ
の
物
語
」
を
引
合
に
出
さ
ず
と
も
、
飲
食
に
対
し
て
示
さ
れ
た
あ
の
ど
ぎ

つ
い
欲
念
の
姿
に
較
べ
て
は
、
殆
ど
取
る
に
足
ら
ぬ
程
度
で
あ
る
。
病
気
の
描

写
に
比
し
て
さ
え
、
迫
力
に
於
て
遥
か
に
お
く
れ
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る

に
こ
の
エ
ロ
は
快
楽
の
要
素
で
は
な
く
、
一
す
し
た
厭
味
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈

し
た
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
四
つ
の
多
出
話
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
は
、
個
々
の
段
の
ま
と
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ま
り
方
如
何
に
か
L
わ
ら
ず
、
全
体
を
通
じ
て
極
め
て
不
快
な
苦
痛
と
嫌
悪
に

満
ち
た
世
界
が
志
向
さ
れ
て
い
る
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。
こ
れ
は
単

な
る
卑
俗
化
以
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
深
沢
正
憲
氏
が
指
摘
さ
れ
た
、
浪
漫
的

要
素
の
諮
諺
的
要
素
と
の
置
き
換
え
、
「
あ
は
れ
」
か
ら
「
を
か
し
」
へ
の
置

換
と
い
う
よ
う
な
事
も
（
烏
丸
光
広
伝
）
今
少
し
検
討
を
要
す
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

更
に
こ
の
傾
向
は
四
つ
の
多
出
話
題
以
外
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
五
段
の
碁
の
負
け
続
け
の
話
、
六
段
の
ひ
ど
い
女
の
出
産
の
話
、
四
O
段

の
相
撲
に
負
け
て
気
絶
す
る
話
、
五
八
段
の
ひ
げ
を
抜
く
捕
さ
の
歌
な
ど
、
算

え
て
行
け
ば
皆
不
快
な
ら
ざ
る
は
な
い
の
で
あ
る
。

五

こ
の
よ
う
な
現
実
の
醜
怪
な
諸
相
を
描
き
出
し
た
作
者
の
志
図
は
何
で
あ
ろ

う
か
。こ

れ
は
作
者
の
一
種
の
悪
魔
主
義
的
態
度
の
現
れ
で
お
ろ
う
か
。
思
魔
主
義

と
い
う
以
上
、
彼
の
描
い
た
醜
怪
な
世
界
は
、
彼
が
そ
こ
に
独
自
の
価
値
を
認

め
、
叉
は
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
を
恋
と

し
て
否
認
す
る
の
で
は
な
く
て
、
悪
の
中
に
新
し
い
美
な
り
善
な
り
が
発
見
さ

れ
、
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
、
仁
勢
物
語
が
現
実

を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
の
よ
う
に
描
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は

時
代
の
最
尖
端
を
行
く
作
品
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
進
歩
の

前
に
は
破
壊
が
あ
る
の
で
あ
り
、
旧
い
伝
統
を
破
壊
す
る
者
は
多
少
と
も
悪
魔

主
義
的
な
立
場
に
立
つ
訳
で
あ
る
。
然
し
仁
勢
物
語
の
作
者
が
そ
の
名
に
価
す

る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
若
し
作
者
に
そ
れ
ほ
ど
の
見
識
が
有
っ
た

ら
、
決
し
て
こ
ん
な
馬
鹿
丁
寧
な
パ
ロ
デ
ィ
の
形
式
を
選
ん
で
、
自
縄
自
縛
に

陥
る
よ
う
な
事
は
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
形
式
を
厳

重
に
守
る
以
上
、
現
実
描
写
や
現
実
批
評
は
不
完
全
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
、
既
述
の
通
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
私
は
、
こ
の
作
者
は
や
は
り
積
極
的
に
悪
魔
主
義
の
道
を
進
ん
だ
の

で
は
な
い
と
思
う
。
そ
の
推
定
の
一
根
拠
と
し
て
、
尤
の
草
子
の
次
の
一
段
を

引
用
し
た
い
と
思
う
。

八
、
む
さ
き
も
の
L
品
々

一
、
掃
除
せ
ぬ
庭
、
ふ
る
位
、
は
た
ご
や
の
飯
、
は
げ
た
る
わ
ん
お
し
き
、

汁
か
け
い
ひ
の
わ
け
、
く
ひ
こ
ぼ
し
た
る
あ
が
り
ぜ
ん
、
市
山
手
の
き
う
じ
、

若
衆
の
は
が
す
み
、
か
た
び
ら
の
し
み
も
の
、
鼻
く
そ
、
目
く
そ
、
つ
ま
く

そ
、
貧
う
し
て
諸
ふ
人
、
何
よ
り
も
き
た
な
き
は
恋
の
道
、

恋
と
い
ふ
そ
の
み
な
上
を
た
づ
ぬ
れ
ば
ば
り
く
そ
穴
の
ふ
た
つ
な
り
け
り

右
の
一
段
は
、
そ
の
題
材
に
於
て
、
仁
勢
物
語
で
検
討
し
た
多
出
話
題
と
、

殆
ど
同
趣
味
の
も
の
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
み
じ
め
な
飲
食
物
、
醜
い
病
気
と

肉
体
的
異
常
（
分
泌
物
）
、
食
欲
卑
屈
な
貧
乏
人
の
暮
し
、
そ
し
て
不
快
な
男

女
の
交
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
が
す
べ
て
尤
の
草
子
で
は
「
む
さ
き
も
の
」
と
し

て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
き
れ
い
な
る
も
の
の
品
々
」
と
い

う
段
の
次
に
位
置
す
る
一
段
で
あ
る
か
ら
、
作
者
が
そ
の
価
値
体
系
の
対
照
と

し
て
並
べ
た
も
の
に
違
い
な
い
し
、
こ
の
場
合
、
「
き
れ
い
な
る
も
の
」
が
高

く
認
め
ら
れ
、
「
む
さ
き
も
の
」
が
否
認
さ
れ
て
い
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い

事
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
む
さ
き
も
の
の
品
々
」
は
尤
の
草
子
の
作
者
及

び
読
者
に
と
っ
て
顔
を
そ
む
け
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
て
、
何
ら
そ
こ
に
新
時
代

の
価
値
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
気
持
は
な
い
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
従

っ
て
仁
勢
物
語
が
扱
っ
た
醜
悪
な
題
材
も
、
か
か
る
同
時
代
の
趣
味
か
ら
見

て
、
何
ら
価
値
的
に
ム
同
定
さ
れ
る
資
絡
を
持
た
な
い
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
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う
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
仁
勢
物
語
は
醜
悪
を
醜
惑
と
し
て
描
き
、
不
快

を
醸
す
だ
け
が
目
的
と
い
う
、
極
め
て
消
極
的
な
作
品
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

そ
れ
だ
け
が
目
的
で
は
作
品
と
し
て
誕
生
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
た
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
伊
勢
物
語
に
固
着
し
、
更
に
そ
れ
を
反
援
す
る
と
い

う
、
そ
う
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
。

で
は
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ど
こ
か
ら
出
て
来
た
の
か
。
そ
れ
こ
そ
は
仁
勢
物

語
の
創
造
を
遂
行
し
た
原
動
力
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

当
時
は
古
典
復
興
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
伊
勢
物
語
や
徒
然
草
は
早
〈
上
梓

さ
れ
、
流
布
し
て
い
る
。
仁
勢
物
語
の
作
者
も
、
伊
勢
物
語
等
に
は
相
当
深
い

造
詣
を
持
っ
た
学
者
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
山

芸
め
い
た
擬
作
が
出
来
る
筈
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
伊
勢
物
語
は
彼
に
と
っ
て

心
の
伴
侶
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
は
誰
し
も
感
ず
る
よ
う
に
、
そ
の

殆
ど
骨
子
の
み
に
見
え
る
簡
潔
さ
が
、
後
代
の
読
者
に
自
由
な
空
想
に
よ
る
肉

付
け
を
許
容
す
る
の
で
、
た
と
え
ば
源
氏
物
語
な
ど
よ
り
も
ず
っ
と
抵
抗
を
受

け
る
事
少
な
く
し
て
読
者
の
共
鳴
を
得
る
よ
う
で
あ
る
。
（
共
鳴
の
強
さ
は
別

で
あ
る
。
）
仁
勢
物
語
の
作
者
も
、
そ
う
い
う
・
意
味
で
こ
の
物
語
を
特
に
身
近

な
も
の
に
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
し
て
良
い
よ
う
に
思
う
。

然
し
如
何
に
包
容
性
に
富
む
古
典
に
し
て
も
、
そ
の
包
容
力
に
は
限
度
が
あ

る
。
特
に
中
世
か
ら
近
世
へ
時
代
は
大
転
換
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
こ
に
生
き

た
こ
の
作
家
が
、
何
時
ま
で
も
こ
の
物
語
に
思
い
を
託
し
て
い
る
事
は
出
来
な

か
っ
た
。
恐
ら
く
学
者
で
も
あ
り
、
変
動
期
に
大
き
な
犠
牲
を
払
わ
せ
ら
れ
た

人
々
の
一
人
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
人
々
を
親
し
く
見
、
共
鳴
す
る

事
’
の
出
来
た
人
で
あ
っ
た
ろ
う
作
者
が
、
高
雅
な
伊
勢
物
語
の
世
界
に
入
れ
ば

入
る
ほ
ど
、
そ
し
て
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
挫
折
し
、
失
望
し
て
行
っ
た
で
あ

ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

斯
く
し
て
彼
の
胸
中
に
は
フ
ラ
ス
ト
レ
l
シ
ョ

γ
が
蓄
積
さ
れ
る
。
此
の
プ

ラ
ス
ト
レ
l
シ
豆
ン
は
、
一
方
そ
れ
ま
で
の
心
の
友
で
あ
っ
た
伊
勢
物
語
に
固

着
し
て
い
る
と
共
に
、
一
方
余
り
に
も
恩
劣
で
悲
惨
な
現
実
と
も
接
着
し
て
い

る
。
こ
の
両
者
の
講
離
が
鳩
大
す
れ
ば
す
る
程
、
彼
の
フ
ラ
ス
ト
レ
l
シ
ョ

γ

は
膨
脹
す
る
。
そ
し
て
つ
い
に
或
る
時
点
に
於
て
、
そ
れ
を
解
消
せ
ね
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

然
し
そ
の
衝
動
は
、
新
し
い
文
学
の
形
成
が
軌
道
に
乗
る
に
は
余
り
に
も
早

い
時
期
に
（
時
代
及
び
作
家
の
能
力
の
綜
合
と
し
て
の
時
期
で
あ
る
。
）
来
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
運
命
的
な
事
柄
で
あ
る
。
彼
は
新
時
代
の
現
実
に
も
立
脚

出
来
ず
、
古
典
に
安
住
す
る
事
も
出
来
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
古
典
に
固
着
し
た

ま
ま
古
典
を
破
壊
す
る
道
を
突
進
し
た
の
で
あ
る
。
不
満
は
補
足
の
労
を
取
ら

ず
に
破
壊
の
自
棄
を
選
ん
だ
。
そ
の
方
法
は
伊
勢
物
語
の
あ
ら
ゆ
る
良
き
物
を

除
去
し
、
一
方
こ
の
不
満
の
因
を
な
し
た
現
実
の
中
か
ら
、
最
も
悪
し
き
物
を

多
量
に
持
ち
込
む
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
品
は
一
種
の
マ
ゾ
ヒ

ス
チ
ッ
ク
な
笑
に
充
ち
て
い
る
と
言
え
る
。
自
虐
そ
の
も
の
が
目
的
な
の
だ
か

ら
、
擬
作
の
独
立
性
も
充
足
性
も
所
詮
必
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
寧
ろ

不
完
全
性
こ
そ
、
こ
の
異
様
な
衝
動
の
産
物
を
と
ぼ
け
た
外
装
で
包
み
、
滑
稽

味
を
帯
び
さ
せ
、
自
他
に
せ
め
て
も
の
救
い
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
と
い
う

事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
呂
合
せ
の
曲
芸
は
そ
の
完
墜
さ
だ
け

で
は
実
は
滑
稽
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
の
パ
ロ
デ
ィ
の
間
抜
け

た
風
貌
を
見
て
、
始
め
て
こ
の
転
身
の
妙
に
笑
が
湧
く
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
も

実
は
初
め
か
ら
そ
れ
を
狙
っ
て
書
い
て
い
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
仁

勢
物
語
の
諮
誰
性
は
結
局
そ
こ
に
生
ま
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
こ
の
物
語
の
基
調
に
認
め
る
事
が
出
来
れ
ば
、
丹
念
に
原
話
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の
一
字
一
句
を
追
跡
し
、
そ
の
悉
く
を
醜
怪
野
卑
に
追
い
追
ん
だ
モ
ノ
メ
ニ
ヤ

ツ
ク
な
情
熱
も
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。
然
し
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
作
品

は
、
動
機
の
如
何
に
か
L
わ
ら
ず
古
典
の
世
界
か
ら
飛
び
出
し
て
現
実
の
世
界

に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
橋
頭
隼
を
築
き
上
げ
た
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

結
果
の
み
を
見
る
な
ら
ば
、
過
渡
期
の
文
学
史
の
極
く
常
識
的
な
一
環
を
な
す

事
に
、
何
ら
異
議
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
い
ム
私
は
そ
う
し
た
図
式
に
収
め
ら
れ

た
個
々
の
作
家
達
が
、
や
は
り
そ
れ
ん
＼
の
個
人
的
な
立
場
で
苦
闘
を
続
け
て

い
た
の
だ
と
い
う
事
を
作
品
の
形
態
か
ら
探
っ
て
云
っ
て
見
た
か
っ
た
ま
で
で

あ
る
。

大
阪
大
学
比IJ
手
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