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く
能
は
ざ
る
で
あ
ら
う
。

す
井
伏
世
界
の
醍
醐
味
に
春
の
こ
と
ぷ
れ
を
間
く
思
ひ
を
抱
い
て
巻
を
措

「
展
望
」
の
一
九
四
八
年
三
月
号
に
、
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
の
刊
行
を
告
げ
る

現
代
日
本
文
学
に
孤
城
を
築
く
三
十
年
清
高
颯
逸
よ
く
独
自
の
芸
術
境

中
よ
り
こ
、
に
太
宰
治
氏
に
編
輯
解
説
の
労
を
煩
し
て
選
集
を
刊
行
す
る
。

「
休
憩
時
間
」
「
鯉
」
「
谷
間
」
「
夜
ふ
け
と
梅
の
花
」
等
長
短
十
三
篇
悉
く

珠
玉
の
文
学
に
接
し
て
荒
涼
た
る
現
世
を
化
し
て
な
つ
か
し
き
現
実
と
な

読
者
は
第
一
巻
既
に
出
世
作
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
を
始
め
「
山
椒
魚
」

私
は
十
四
の
と
し
か
ら
、
井
伏
さ
ん
の
作
品
を
愛
読
し
て
ゐ
た
の
で
あ

を
護
つ
て
惑
は
ず
倦
ま
ざ
る
わ
が
井
伏
鱒
二
氏
の
最
近
作
に
至
る
全
文
学
振
り
返
っ
て
い
る
。

広
告
が
載
っ
て
い
る
。

太
宰
治
と
井
伏
鱒
―

|
『
井
伏
鱒
二
選
集
』

を
め
ぐ
っ
て
1

太
宰
治
」
、
「
装
禎

川
端
龍
子
」
と
い
う

大
き
な
文
字
が
付
せ
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
刊
行
さ
れ
た
各
巻
の

巻
末
に
は
太
宰
に
よ
る
「
後
記
」
（
解
説
）
が
付
さ
れ
た
。
太
宰
が
書
い
た
井
伏

に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
文
章
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
後
記
」
を
お
い
て
他
に

摩
書
房
）
の
「
後
記
」
で
は
、
井
伏
鱒
二
と
の
来
歴
の
始
ま
り
を
次
の
よ
う
に

る
。
二
十
五
年
前
、
あ
れ
は
大
震
災
の
と
し
で
は
な
か
っ
た
か
し
ら
、
井

伏
さ
ん
は
或
る
さ
さ
や
か
な
同
人
雑
誌
に
、
は
じ
め
て
そ
の
作
品
を
発
表

な
さ
つ
て
、
当
時
、
北
の
端
の
青
森
の
中
学
一
年
生
だ
っ
た
私
は
、
そ
れ

を
読
ん
で
、
坐
つ
て
を
ら
れ
な
か
っ
た
く
ら
い
興
暫
し
た
。
そ
れ
は
、
「
山

な
い
。
た
と
え
ば
太
宰
は
『
井
伏
鱒
二
選
集
第
一
巻
』
（
一
九
四
八
・
三
、
筑

そ
し
て
そ
こ
に
は
「
編
輯
解
説

滝

口

明

祥
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た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
後
太
宰
は

一
九
二
八
年
に
井
伏
に
自
身
が
編

こ。t
 

と
、
見
た
こ
と
の
な
い
タ
イ
ト
ル
の
短
篇
が
あ
っ
た
。
読
ん
で
愕
然
と
し

樹
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

不
遇
の
天
才
を
発
見
し
た
と
思
っ
て
興
奮
し
た
の
で
あ
る
。

椒
魚
」
と
い
ふ
作
品
で
あ
っ
た
。
童
話
だ
と
思
っ
て
読
ん
だ
の
で
は
な
い
。

当
時
す
で
に
私
は
、
か
な
り
の
小
説
通
を
以
て
ひ
そ
か
に
自
任
し
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
「
山
椒
魚
」
に
接
し
て
、
私
は
埋
も
れ
た
る
無
名

中
学
一
年
生
の
太
宰
が
「
発
見
」
し
た
の
は
、
「
世
紀
」
(
-
九
二
三
・
七
）

に
載
っ
た
井
伏
の
小
説
で
あ
り
、
題
名
は
正
確
に
は
「
幽
閉
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
幽
閉
」
は
そ
の
後
改
稿
さ
れ
て
「
山
椒

魚
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
当
時
の
太
宰
が
ど
れ
ほ
ど
「
興
齋
」
し
た
の
か
は
と

も
か
く
と
し
て
も
、
実
際
に
井
伏
の
作
品
を
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
読
ん
で
い

集
•
発
行
し
て
い
た
同
人
誌
「
細
胞
文
芸
」
へ
の
原
稿
依
頼
を
行
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
当
時
の
井
伏
は
未
だ
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
「
無
名
不

(
1
)
 

遇
」
の
時
代
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
ん
な
井
伏
を
、
夏
休
み
に
上
京
し

た
太
宰
は
、
直
接
に
訪
問
し
て
も
い
る
の
だ
。
そ
の
時
は
井
伏
が
不
在
だ
っ
た

こ
と
に
よ
り
会
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
井
伏
か
ら
は
「
薬
局
室
挿
話
」
と
い

う
短
編
が
太
宰
の
元
に
送
ら
れ
、
無
事
「
細
胞
文
芸
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
太
宰
が
大
学
入
学
の
た
め
に
上
京
し
て
か
ら
本
格
的
な
師
弟
関
係
が
始

ま
る
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
パ
ピ
ナ
ー
ル
中
誨
に
よ
る
入
院
に

な
っ
た
太
宰
を
井
伏
が
入
院
さ
せ
た
り
、
太
宰
と
石
原
美
知
子
と
の
結
婚
の
仲

人
を
井
伏
が
務
め
た
り
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う

な
師
弟
関
係
は
他
に
例
を
探
す
こ
と
が
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
井
伏
と
の
来
歴
が
記
さ
れ
た
一
文
が
掲
載
さ
れ
た
『
井

伏
鱒
二
選
集
』
は
、
近
年
新
た
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
の

太
宰
と
井
伏
と
の
確
執
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
井
伏
の
あ
る
作

品
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
猪
瀬
直

第
一
巻
の
解
説
を
書
い
た
あ
と
二
巻
以
降
に
と
り
か
か
ろ
う
と
し
て
井

伏
の
作
品
を
読
み
返
し
た
。
竹
村
書
房
刊
の
短
編
集
『
禁
札
』
を
め
く
る

「
薬
屋
の
雛
女
房
」
と
い
う
作
品
。
薬
屋
の
若
妻
を
主
人
公
に
し
つ
つ
船

橋
時
代
の
太
宰
と
初
代
の
姿
を
あ
か
ら
さ
ま
に
描
い
て
い
る
が
、
『
婦
人
公

論
』
十
三
年
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
、
太
宰
が
御
坂
峠
に
着
い
た
ば

(
2
)
 

か
り
だ
か
ら
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
猪
瀬
の
記
述
は
、
参
考
文
献
に
挙
が
っ
て
い
る
川
崎
和
啓
の

(3) 

論
文
を
元
に
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
川
崎
は
、
太
宰
が
井
伏
に

対
し
て
批
判
的
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
、
「
薬
屋
の
雛
女
房
」
の
存
在
を
挙
げ
て
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か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。

の
媒
酌
で
美
知
子
夫
人
と
結
婚
し
て
甲
府
に
新
居
を
構
え
た
頃
で
あ
り
、

―
つ
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、
太
宰
が
山
梨
県
の
御
坂
峠
に
こ
も
り
、
井
伏

い
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
に
慎
重
な
留
保
が
な
さ
れ
て
も
い
た
。

「
薬
屋
の
雛
女
房
」
は
昭
和
十
三
年
に
『
婦
人
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
あ

と
、
同
十
四
年
三
月
発
行
の
小
説
集
『
禁
札
』
（
竹
村
書
房
）
に
収
録
さ
れ

た
以
外
は
ど
こ
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
二
度
の
機
会

に
太
宰
が
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
（
た
だ
、
こ
の

東
京
と
の
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
目
に
し
え

な
か
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
）
ま
た
、
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
の
「
後

記
」
に
よ
る
と
、
太
宰
は
、
同
二
十
二
年
の
「
夏
」
に
は
そ
の
選
集
の
た

め
に
井
伏
の
「
作
品
全
部
を
、
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
て
み
る
事
」
に
な
っ

た
と
い
う
が
、
こ
の
と
き
彼
が
本
当
に
井
伏
の
「
作
品
全
部
」
を
読
ん
だ

両
者
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
川
崎
の
論
文
で
は
「
こ
れ
ら
を
目

に
し
え
な
か
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
」
と
い
う
単
な
る
推
測
だ
っ
た
も
の

が
、
先
の
猪
瀬
の
著
作
で
は
厳
然
た
る
「
事
実
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
変
わ
っ

て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
井
伏
に
対
す
る
評
価
と
い
う
点

(
4
)
 

で
は
両
者
と
立
場
を
異
に
す
る
加
藤
典
洋
の
著
作
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い

太
宰
と
井
伏
の
確
執
が
公
の
場
で
取
り
沙
汰
さ
れ
た
の
は

一
九
四
八
年
六

そ
れ
で
は
、
ま
ず
事
実
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

二、

め
に
は
、
一
九
四
八
年
に
お
け
る
太
宰
と
井
伏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
を
確
認

太
宰
と
井
伏
の
確
執
を
「
薬
屋
の
雛
女
房
」
に
、
或
い
は
個
人
的
な
感
情
の

も
つ
れ
に
の
み
求
め
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
き
な
時
代
的
背
最
と
の
関
わ

り
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
両
者
の
確
執
に
は
、

「
戦
後
」
と
い
う
時
代
が
間
違
い
な
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

太
宰
が
井
伏
に
感
じ
た
苛
立
ち
は
決
し
て
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の

論
者
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
は
充
分
に
意

識
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
を
探
る
た

す
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

月
の
太
宰
入
水
に
際
し
、
追
書
に
「
井
伏
さ
ん
は
悪
人
で
す
」
と
あ
っ
た
こ
と

に
始
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
も
大
き
く
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
。
「
時
事
新
報
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
井
伏
は
、
「
わ
た
し
の
こ

と
を
悪
人
だ
と
い
つ
て
い
る
そ
う
だ
が
全
然
思
い
あ
た
る
ふ
し
は
な
い
、

流
通
し
て
い
く
。
だ
が
、
そ
れ
は
本
当
に
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
？

る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
太
宰
と
井
伏
の
確
執
に
お
い
て
「
薬
屋
の
雛
女
房
」

と
い
う
作
品
が
決
定
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
、
と
い
う
「
事
実
」
が
世
間
に
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な
り
な
ど
と
そ
ん
な
単
純
な
気
の
利
か
な
い
云
ひ
方
で
満
足
し
た
で
あ
ら

う
か
。
如
是
我
間
の
筆
法
で
、
も
少
し
は
云
ひ
方
が
あ
り
さ
う
な
も
の
で

あ
る
。
然
ら
ば
井
伏
鱒
二
は
太
宰
治
に
と
つ
て
そ
れ
ほ
ど
の
毒
舌
に
も
値

し
な
い
悪
人
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
自
分
は
亡
友
の
文
意
の
一
句
を
文

(
6
)
 

字
ど
ほ
り
に
正
し
く
読
ま
う
と
す
る
者
で
あ
る
。

そ
の
後
も
「
井
伏
さ
ん
は
悪
人
で
す
」
と
い
う
記
述
が
太
宰
の
本
心
を
表
し

た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
は
長
ら
く
な
く
、
例
え
ば
相
馬
正
一
は
「
現
に
『
井
伏

鱒
二
選
集
』
の
編
集
責
任
者
と
し
て
各
巻
の
「
後
記
」
を
手
が
け
て
い
る
太
宰

た
、
太
宰
が
井
伏
を
本
当
に
悪
人
と
感
じ
た
と
し
た
ら
井
伏
鱒
二
は
悪
人

を
の
ろ
ひ
な
が
ら
も
わ
さ
〔
口
〕
だ
を
ほ
め
、
愛
校
心
、
ケ
ッ
ペ
キ
も
く

の
陰
口
は
つ
い
て
も
、
め
ん
と
向
つ
て
は
、
何
も
〔
口
〕
は
ず
、
わ
せ
だ

と
書
い
て
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
か
へ
つ
て
変
な
位
な
も
の
で
あ
ら
う
。
ま

「
井
伏
さ
ん
に
は
長
い
間
い
ろ
い
ろ
御
泄
話
に
な
り
ま
し
た
あ
り
が
た
う
」

を
か
せ
い
で
ゐ
る
、
卑
怯
、
な
ぜ
、
や
め
ろ
と
い
ふ
の
か
、
「
愛
？
」
私

り
と
書
い
て
あ
っ
て
も
自
分
は
大
し
て
奇
巽
に
は
息
は
な
い
。
む
し
ろ
、

庭
の
幸
福
」
ひ
と
の
う
し
ろ
で
、
ど
さ
く
さ
ま
ぎ
れ
に
ポ
イ
〔
口
〕
ン
ト

太
宰
は
逆
説
的
表
現
を
好
む
男
で
あ
っ
た
か
ら
、
井
伏
鱒
二
は
悪
人
な

ヤ
メ
ロ

と
い
ふ
、
足
を
ひ
っ
ぱ
る
と
〔
口
〕
い
ふ
、
「
家

そ
う
し
た
報
道
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

や
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

見
た
と
き
、
「
井
伏
さ
ん
は
悪
人
で
す
」
と
い
う
一
文
は
、
少
な
く
と
も
「
逆
説
」

〔
…
…
〕
太
宰
君
は
最
も
愛
す
る
も
の
を
最
も
憎
い
も
の
だ
と
逆
説
的
に
表
現

す
る
性
格
だ
か
ら
さ
う
い
う
つ
も
り
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
、
太
宰
君
は
文
学
だ

け
で
生
き
て
い
た
人
だ
か
ら
、
最
近
書
け
な
く
な
っ
た
と
錯
党
を
起
し
て
死
ん

(
5
)
 

だ
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
佐
藤
春
夫
は

に
と
っ
て
、
「
井
伏
さ
ん
は
悪
人
で
す
」
な
ど
と
い
う
セ
リ
フ
は
全
く
ナ
ン
セ
ン

(
7
)
 

ス
な
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
と
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
。

だ
が
、
太
宰
の
二
十
三
年
版
の
手
帖
に
書
か
れ
て
あ
る
次
の
よ
う
な
メ
モ
を

井
伏
鱒
二

は
、
そ
い
つ
に
だ
ま
さ
れ
て
来
た
の
だ
、
人
間
は
人
間
を
〔
だ
ま
せ
〕
愛

す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
、
利
用
す
る
だ
け
、
思
へ
ば
、
井
伏
さ
ん
と
い
ふ
人

は
、
人
に
お
ん
ぶ
さ
れ
て
ば
か
り
生
き
て
米
た
、
孤
独
の
や
う
で
ゐ
て
、

こ
の
人
ほ
ど
、
「
仲
間
」
が
ゐ
な
い
と
生
〔
口
〕
き
て
を
れ
な
い
ひ
と
は
な

い
、
井
伏
の
悪
口
を
言
ふ
ひ
と
は
無
い
、
バ
ケ
モ
ノ
だ
、
阿
呆
み
た
い
な

顔
を
し
て
、
作
品
を
ご
ま
か
し
（
手
を
抜
い
て
）
誰
に
も
憎
ま
れ
ず
、
人

そ
も
あ
り
や
し
な
い
最
も
、

い
や
し
い
政
治
家
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
私
は
、

お
前
た
ち
に
負
け
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
私
は
、
ひ
と
り
だ
。
「
仲
間
」

を
作
ら
な
い
。
お
前
は
、
「
仲
間
」
を
作
る
。
太
宰
は
気
違
ひ
に
な
っ
た
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）
の
時
点
に
お
い
て
、
筑
摩
書
房
か
ら
は
ま
だ
一
冊
も
著
書
を
出
版
し
て
い
な

【
増
補
前
】

が
、
実
は
こ
こ
で
は
『
井
伏
鱒

は
全
七
巻
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
だ

つ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
太
宰
は
一
九
四
六
年
十
一
月
に
東
京
に
出
て
く
る
ま

か
、
な
ど
と
い
ふ
仲
間
を
、
ヤ
キ
モ
チ
焼
き
、
悪
人
、
イ
ヤ
な
事
を
言
ふ

や
う
だ
が
、
あ
な
た
は
、
私
に
、
世
話
し
た
や
う
に
お
〔
口
〕
つ
し
や
っ

て
ゐ
る
や
う
だ
け
ど
、
正
確
に
話
し
ま
せ
う
、
か
つ
て
、
私
は
、
あ
な
た

に
気
に
い
ら
れ
る
や
う
に
行
動
し
た
が
、
少
し
も
う
れ
し
く
な
か
っ
た
。

(
8
)
 

(
「

62」

1
「

70」
)

や
は
り
一
九
四
八
年
に
お
い
て
、
太
宰
が
井
伏
に
対
し
て
鬱
屈
し
た
心
梢
を

抱
い
て
い
た
の
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
、

し‘

で
は
青
森
に
疎
開
し
て
い
た
の
だ
が
、
同
じ
く
広
島
の
郷
里
に
疎
開
し
て
い
た

井
伏
に
宛
て
て
親
し
い
手
紙
を
何
通
も
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
四
七
年
七

月
に
は
例
の
『
井
伏
鰍
二
選
集
』
出
版
の
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
が
太
宰
の
斡
旋

で
開
か
れ
て
い
る
。
筑
摩
書
房
の
社
主
で
あ
る
古
田
晃
と
編
集
者
の
石
井
立
、

太
宰
と
井
伏
の
四
人
の
会
合
で
あ
っ
た
。
井
伏
は
後
に
こ
の
時
の
こ
と
を
振
り

返
っ
て
、
「
私
の
選
集
出
版
の
企
画
は
、
私
が
東
京
へ
転
入
す
る
前
に
太
宰
が
勝

手
に
古
田
の
と
こ
ろ
へ
話
を
持
ち
こ
ん
で
決
定
さ
せ
た
ら
し
い
。
私
は
石
井
君

(
9
)
 

か
ら
附
か
さ
れ
る
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
井
伏
は

い
。
古
田
と
も
こ
の
時
が
初
対
面
で
あ
っ
た
。
対
し
て
太
宰
は
、
す
で
に
『
千

代
女
』
(
-
九
四
一
・
八
、
筑
摩
書
房
）
、
『
お
伽
草
紙
』
(
-
九
四
五
・
十
、
筑

摩
書
房
）
を
出
し
て
お
り
、
古
田
に
も
高
く
買
わ
れ
て
い
た
。
石
井
の
筑
摩
書

(10) 

房
入
社
は
太
宰
の
泄
話
に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
出

井
伏
に
対
し
て
太
宰
が
何
か
追
恨
を
抱
い
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
わ
ざ
わ

ざ
選
集
の
出
版
を
冊
話
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
一
九

四
七
年
の
夏
頃
ま
で
は
太
宰
は
井
伏
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
鬱
屈
を
感
じ

て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
『
井
伏
鮒

が
重
な
る
の
で
あ
る
。

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
刊
行
を
告
げ
る
広
告
に
は
「
こ
A

に
太
宰
治
氏
に

編
輯
解
説
の
労
を
煩
し
て
選
集
を
刊
行
す
る
」
と
大
き
く
書
か
れ
て
い
る
の
だ

が
、
実
際
に
は
全
九
巻
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
太
宰
の
死
後
に
二
巻
分

(11) 

増
補
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
っ
て
い

な
い
の
だ
が
、
増
補
前
と
増
補
後
の
巻
構
成
を
並
べ
て
掲
げ
て
お
こ
う
。

第
一
巻
「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」
、
第
二
巻
「
悪
い
仲
間
」
、
第
三
巻
「
鶏

肋
集
」
、
第
四
巻
「
円
心
の
行
状
」
、
第
五
巻
「
多
甚
古
村
」
、
第
六
巻
「
厄

二
選
集
』
の
編
集
時
期
と
、
太
宰
が
井
伏
か
ら
気
持
ち
が
離
れ
て
い
っ
た
時
期

版
に
際
し
て
、
太
宰
の
貢
献
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
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前
頃
」
（
「
群
像
」

、
「
亡
友
」
（
「
別
冊
風
雪
」

と
書
い
て
い
る
。
「
太
宰
治
の
こ
と
」
（
「
文
藝
春
秋
」

【
増
補
後
】

第
一
巻
「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」
、
第
二
巻
「
悪
い
仲
間
」
、
第
三
巻
「
鶏

肋
集
」
、
第
四
巻
「
円
心
の
行
状
」
、
第
五
巻
「
多
甚
古
村
」
、
第
六
巻
「
架

空
動
物
譜
」
、
第
七
巻
「
牡
丹
の
花
」
、
第
八
巻
「
山
峡
風
物
誌
」
、
第
九
巻

比
べ
て
み
れ
ば
、
第
六
巻
以
降
が
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
詩
と

と
「
牡
丹
の
花
」
に
分
け
ら
れ
、
終
戦
後
の
新
作
集
で
あ
っ
た
「
引
越
や
つ
れ
」

の
巻
も
「
山
峡
風
物
誌
」
と
「
白
毛
」
に
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
に
よ
っ
て
戦
後
に
書
か
れ
た
文
章
が
予
定
よ
り
も
多
く
収
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
太
宰
治
の
死
に
つ
い
て
書
か
れ
た
多
く
の

文
章
も
収
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

太
宰
が
第
四
巻
ま
で
担
当
し
て
い
た
「
後
記
」
を
第
五
巻
か
ら
引
き
継
い
だ

上
林
暁
は
、
「
そ
れ
に
し
て
も
、
「
太
宰
治
の
こ
と
」
「
十
年
前
頃
」
「
亡
友
」
な

ど
と
、
矢
継
ぎ
早
や
に
太
宰
治
追
憶
の
文
章
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
、
か
く

(12) 

も
遠
し
く
訪
れ
よ
う
と
は
、
井
伏
氏
も
全
く
予
期
せ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
ら
う
」

+
）
な
ど
は
、

九
四
八
・
十

一
九
四
八
・
八
）
、
「
十
年

一
九
四
八
・

い
ず
れ
も
太
宰
の
死
が
な
け
れ
ば
書
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

随
箪
が
収
め
ら
れ
る
予
定
だ
っ
た
「
厄
除
け
詩
集
」
の
巻
が
「
架
空
動
物
譜
」

「
白
毛
」

除
け
詩
集
」
、
第
七
巻
「
引
越
や
つ
れ
」

い
て
い
る
か
ら
だ
。

と
言
え
る
か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
太
宰
は
『
井
伏
鱒
二
選

集
第
二
巻
』
(
-
九
四
八
・
六
、
筑
摩
書
房
）
の
「
後
記
」
で
次
の
よ
う
に
書

し
か
も
第
五
巻
ま
で
に
限
っ
て
み
て
も
、
編
集
解
説
は
太
宰
が
担
当
し
た

に
過
ぎ
な
い
。

の
編
集
解
説
は
太
宰
が
担
当
し
た
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
既
に

確
認
し
た
よ
う
に
、
第
六
巻
以
降
は
太
宰
の
死
後
に
な
っ
て
変
更
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
太
宰
が
「
編
集
」
に
関
与
し
て
い
る
と
言
え
る
の
は
第
五
巻
ま
で

ま
で
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。

一
般
に
は
『
井
伏
鰍
二
選
集
』

文
章
で
あ
り
、
太
宰
治
と
の
こ
れ
ま
で
の
思
い
出
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

特
に
「
太
宰
治
の
こ
と
」
で
は
太
宰
と
の
約
二
十
年
に
わ
た
る
交
友
が
ト
ー
タ

ル
に
記
述
さ
れ
、
「
東
京
に
転
入
し
て
以
来
、
私
は
滅
多
に
太
宰
君
に
会
ふ
機
会

が
な
か
っ
た
。
」
、
「
い
ま
私
は
、
自
分
の
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
悔
い
る
こ
と

さ
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
、
彼
に
感
じ
さ
せ
て
ゐ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
」
と
、

太
宰
と
の
仲
が
う
ま
く
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
自
ら
明
か
し
て
も
い
る
。

繰
り
返
す
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
は
太
宰
の
死
が
な
け
れ
ば
書
か
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
し
、
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
「
後
記
」
も
太
宰
が
全
巻
担
当
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
は

太
宰
の
死
に
よ
っ
て
大
き
く
彩
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ

が
な
い
と
は
い
は
れ
な
い
。
こ
と
に
最
近
に
至
っ
て
、
或
ひ
は
旧
知
の
煩
は
し
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る。 八
・
十

意
向
も
強
く
働
い
た
ら
し
い
。
太
宰
は
『
井
伏
鱒
二
選
集
第
四
巻
』

九
四

四、

る
と
、
太
宰
は
待
ち
か
ね
た
風
に
さ
つ
そ
く
お
酒
の
お
澗
だ
っ
た
。
そ
こ

あ
る
。
手
紙
で
約
束
し
て
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
時
間
に
仕
事
部
屋
を
訪
ね

折
合
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
日
が
、
私
が
彼
に
あ
っ
た
最
後
の
日
だ
っ
た
か
ら
で

頑
固
に
反
対
な
さ
れ
て
、
巻
数
が
、
ど
ん
な
に
少
く
な
つ
て
も
か
ま
は
ぬ
、

駄
作
は
こ
の
選
集
か
ら
絶
対
に
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
御
意
見

じ
て
折
衝
を
重
ね
、
た
う
と
う
第
二
巻
は
こ
の
十
三
篇
と
い
ふ
と
こ
ろ
で

こ
こ
で
太
宰
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
井
伏
の

、
筑
摩
書
房
）
の
「
後
記
」
に
も
、
「
れ
い
に
依
つ
て
、
発
表
の
年
代

順
に
、
さ
う
し
て
著
者
み
づ
か
ら
の
そ
の
作
品
に
対
す
る
愛
着
の
程
を
も
考
應

し
、
こ
の
巻
に
は
以
上
の
如
き
作
品
を
収
録
す
る
こ
と
に
し
た
。
」
と
書
い
て
い

る
。
太
宰
宛
井
伏
鱒
二
書
簡
(
-
九
四
七
・
九
•
四
）
に
は
、
「
せ
ん
だ
っ
て
石

井
君
に
〔
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
の
〕
目
録
を
見
せ
て
も
ら
ひ
ま
し
た
が
大
体
あ
れ

で
全
部
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
や
り
取
り
が
垣
間
見
え

そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
が
当
初
太
宰
が
思
い
描
い
て
い
た

姿
と
は
微
妙
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
感
情
的
な

つ
き
り
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
太
宰
を
訪
問
し
た
日
だ
か
ら
で

で
、
私
と
井
伏
さ
ん
と
は
、
そ
の
後
も
数
度
、
筑
摩
書
房
の
石
井
君
を
通

か
り
し
た
の
は
、
今
年
の
二
月
八
日
だ
っ
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
日
付
が
は

ヘ
選
集
の
編
輯
の
人
が
、
校
正
刷
を
持
つ
て
米
た
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
え
、
＾

と
「
仕
事
部
屋
」
は
第
何
巻
に
な
る
ん
だ
ね
と
聞
い
た
こ
と
に
、
実
は
は

じ
ま
る
の
で
あ
る
。

あ
れ
は
出
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
困
る
出
し
て
い
た
ゞ
か
う
ぢ
や
な
い
か
な

ど
言
っ
て
ゐ
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
い
ふ
と
叱
ら
れ
る
ぞ
、
僕
も
ひ
ど
く
叱

ら
れ
た
ん
だ
か
ら
と
太
宰
は
、
盃
を
お
い
て
後
記
の
校
正
に
し
し
と
し
て

(13) 

目
を
そ
、
い
だ
。

と
こ
ろ
で
猪
瀬
直
樹
は
井
伏
の
「
薬
屋
の
雛
女
房
」
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

そ
の
「
仕
事
部
屋
」
が
、
こ
の
選
集
に
納
め
ら
れ
な
い
と
聞
い
て
が
つ

し
て
み
た
い
、
そ
ん
な
考
へ
で
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
井
伏
さ
ん
は
そ
れ
に

り
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

く
な
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
、
な
る
べ
く
、
井
伏
さ
ん
の
作
品
の
全
部
を
収
録

と
こ
ろ
で
、
私
の
最
初
の
考
へ
で
は
、
こ
の
選
集
の
巻
数
が
い
く
ら
多

行
き
違
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
井
伏
鱒
二
選
集
通

信
」
（
月
報
）
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
伊
馬
春
部
の
次
の
文
章
は
、
そ
の
辺
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屋
の
女
房
」
の
収
録
を
井
伏
鱒
二
は
拒
否
し
た
。
〔
井
伏
鱒
二
選
集
〕
第
二

巻
の
解
説
の
冒
頭
の
文
章
は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て

(14) 

い
る
。

こ
こ
で
猪
瀬
が
言
っ
て
い
る
「
第
二
巻
の
解
説
の
冒
頭
の
文
章
」
と
は
、
前

節
で
引
用
し
た
「
第
二
巻
後
記
」
の
冒
頭
の
部
分
の
こ
と
で
あ
る
。
猪
瀬
が
ど

の
よ
う
な
根
拠
で
「
「
薬
屋
の
雛
女
房
」
の
収
録
を
井
伏
鱒
二
は
拒
否
し
た
」
と

書
い
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
太
宰
が
書
い
た
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
草

案
が
二
種
類
残
さ
れ
て
お
り
（
以
下
、
よ
り
前
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
草

れ
て
い
る
の
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
を
見
て
み
る
と
、
と
り
あ
え
ず
「
薬

屋
の
雛
女
房
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
見
あ
た
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
の
二
種

類
の
草
稿
が
書
か
れ
た
時
点
で
は
、
太
宰
は
「
薬
屋
の
雛
女
房
」
を
収
録
す
る

こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
も
っ
と
も
、
こ
の
草
稿
は
い
ず
れ
も
企

画
の
か
な
り
初
期
の
段
階
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
、
こ
の
時
点
で
太
宰

記
）
、
『
太
宰
治
全
集
』
第
十
三
巻
（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
九
•
五
）
に
収
録
さ

案
を
「

a
系
統
」
、
後
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を
「
b
系
統
」
と
表

か
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
し
ま
お
う
、
と
太
宰
は
た
く
ら
ん
だ
。
だ
が
「
薬

井
伏
が
ど
ん
な
人
物
か
、
ど
れ
ほ
ど
い
い
加
減
な
作
品
を
書
い
て
き
た

な
こ
と
も
書
い
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
収
録
が
断
念
さ
れ
た
の
が
全
て
井
伏
の
意
向
に
よ
る

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

は
ま
だ
「
薬
屋
の
雛
女
房
」
が
収
録
さ
れ
た
『
禁
札
』
（
竹
村
書
房
、

三
）
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
だ
、
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、
こ
の

草
案
を
眺
め
た
と
き
、
猪
瀬
の
記
述
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

草
案
の
中
に
は
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
作
品

名
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

一
九
三
九
・

a
系
統
の
草
案
を
見
る
と
、
太
宰
は

井
伏
の
最
初
の
作
品
集
で
あ
る
『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
か
ら
は
全
作
品
を
収
録

す
る
つ
も
り
で
い
た
よ
う
だ
が
、

b
系
統
に
お
い
て
は
「
ジ
ョ
セ
フ
と
女
子
大

生
」
「
岬
の
風
景
」
「
打
ち
合
は
せ
」
「
一
ぴ
き
の
蜜
蜂
」
の
作
品
名
は
書
か
れ
て

い
る
も
の
の
線
が
引
か
れ
て
消
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

b
系
統
の
「
第
二
巻

次
」
に
は
、
「
た
ま
虫
を
見
る
」
「
談
判
」
「
或
る
交
友
の
索
描
」
「
十
二
年
」
「
背

の
高
い
椅
子
の
誘
惑
」
「
風
雨
強
か
る
べ
し
」
「
布
団
屋
の
来
訪
」
「
ユ
キ
コ
」
「
経

緯
」
「
客
人
」
「
先
生
の
広
告
隊
」
「
言
葉
に
つ
い
て
」
「
使
徒
ア
ン
デ
レ
の
手
紙
」

「
森
」
「
り
べ
る
て
座
」
の
作
品
名
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
も
実
際
に
刊
行
さ
れ

た
も
の
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
太
宰
の
「
第
二
巻
後
記
」
は
今
右
に
挙
げ

た
よ
う
な
多
く
の
作
品
の
収
録
が
断
念
さ
れ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
考

え
る
の
が
自
然
な
の
で
あ
っ
て
、
と
り
た
て
て
「
薬
屋
の
雛
女
房
」
を
特
箪
し

も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
巻
数
や
ペ
ー
ジ
数
な
ど
に

る。

目
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つ
い
て
は
出
版
社
の
意
向
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
し
、
太
宰
自
身
が
後

か
ら
収
録
作
品
を
入
れ
替
え
た
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
右
に
挙
げ
た
作

品
の
中
、
「
談
判
」
「
或
る
交
友
の
索
描
」
「
十
二
年
」
「
背
の
高
い
椅
子
の
誘
惑
」

「
風
雨
強
か
る
べ
し
」
「
布
団
屋
の
米
訪
」
「
ユ
キ
コ
」
「
経
緯
」
「
客
人
」
「
先
生

の
広
告
隊
」
「
使
徒
ア
ン
デ
レ
の
手
紙
」
「
森
」
な
ど
は
、

a
系
統
に
は
な
<
b

系
統
に
な
っ
て
出
現
し
た
も
の
で
、
し
か
し
結
局
は
作
品
名
に
線
が
引
か
れ
消

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
複
雑
な
動
き
を
全
て
井
伏
に
よ
る
も
の
だ
と
説
明
す
る
こ

と
は
出
米
な
い
。
あ
る
作
品
に
つ
い
て
、
選
定
し
た
の
が
太
宰
な
の
か
井
伏
な

太
宰
に
よ
る
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
の
草
案
に
見
あ
た
ら
ず
、
実
際
に
刊
行
さ

れ
た
も
の
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
と
し
て
は
、
「
中
島
の
柿
の
木
」
「
山
を

見
て
老
人
の
語
る
」
「
ミ
ツ
ギ
モ
ノ
」
「
掛
け
持
ち
」
「
お
濠
に
関
す
る
話
」
「
川

井
騒
動
」
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
「
小
間
物
屋
」
「
御
神
火
」
「
鐘
供
簑
の
日
」
「
隠
岐
別

府
村
の
守
吉
」
「
吹
越
の
城
」
「
防
火
水
槽
」
「
多
甚
古
村
」
「
多
甚
古
村
補
迫
」

な
ど
が
あ
る
。
概
し
て
言
え
ば
、
日
中
戦
争
開
始
か
ら
敗
戦
ま
で
の
間
の
作
品

(15) 

が
多
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
太
宰
と
て
初
め
か
ら
全
て
の
井
伏
作
品

が
視
野
に
入
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
こ
の
こ
と
自
体
は
取
り
立
て

て
問
題
に
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
「
井
伏
の
名
誉

(16)

（

17) 

を
普
逼
的
に
し
た
」
、
「
彼
の
全
作
品
の
中
で
最
も
有
名
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
「
多

甚
古
村
」
が
草
案
の
中
に
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
、
や
は
り
不
自
然
と
言
わ
ざ

の
か
、
明
確
に
線
を
引
く
こ
と
は
著
し
く
困
難
な
の
だ
。

と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
多
甚
古
村
』
（
河
出
書
房
、

駐
在
巡
査
の
視
点
を
通
し
て
地
方
の
村
に
背
布
ら
す
人
た
ち
の
日
常
を
描
い
た

(18) 

九
三
九
・
七
）
は
「
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」
と
な

り
、
そ
の
年
の
器
れ
に
は
新
国
劇
で
上
演
さ
れ
、
翌
年
に
は
映
画
化
も
さ
れ
て

(19) 

い
る
。
戦
前
戦
中
を
通
し
て
の
井
伏
の
代
表
作
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

文
壇
内
で
は
井
伏
は
す
で
に
中
堅
作
家
と
し
て
の
位
置
を
確
立
し
て
い
た
の
だ

一
般
的
な
知
名
度
を
得
た
と
い
う
点
に
お
い
て
「
多
甚
古
村
」
が
果
た
し

同
時
代
評
を
眺
め
て
み
て
も
、
こ
の
作
品
が
好
評
の
う
ち
に
迎
え
ら
れ
た
こ

と
が
分
か
る
。
刊
行
の
ニ
ヶ
月
後
に
は
早
く
も
菊
池
党
が
、
「
井
伏
鱒
二
君
の
「
多

(20) 

甚
古
村
」
と
云
ふ
本
を
面
白
く
よ
ん
だ
。
読
後
二
、
三
日
楽
し
か
っ
た
」
と
推

質
し
た
の
を
初
め
と
し
て
、
中
島
建
蔵
は
「
『
多
甚
古
村
』
は
、
再
ぴ
民
衆
の
知

恵
の
明
る
さ
を
、
前
よ
り
も
し
つ
か
り
し
た
腰
つ
き
で
我
々
に
示
す
こ
と
に
な

っ
た
」
と
し
、
そ
れ
ま
で
不
調
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
井
伏
の
「
再
起
」
を
そ

(21) 

こ
に
認
め
て
い
る
。
ま
た
河
上
徹
太
郎
は
映
画
化
さ
れ
る
と
い
う
話
を
挙
げ
、

「
矢
張
り
映
画
人
が
眼
を
つ
け
さ
う
な
代
物
だ
、
と
う
な
づ
け
る
作
品
で
あ
る
」

た
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

が

五

る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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学
的
資
性
の
最
も
厭
味
の
な
い
現
れ
で
あ
り
、
氏
の
生
来
の
想
像
力
が
邪

ま
な
誘
惑
に
乗
る
こ
と
な
く
健
や
か
に
働
き
続
け
て
ゐ
る
こ
と
の
い
、
証

拠
で
あ
る
。
材
を
一
寒
村
の
若
い
巡
査
の
駐
在
日
記
に
と
り
、
そ
の
村
の

ら
描
い
た
こ
と
は
、
作
者
が
所
謂
世
の
苦
労
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、

(22) 

う
つ
て
つ
け
の
形
式
な
の
で
あ
る
。

(23) 

そ
の
他
に
も
、
「
作
者
の
本
道
に
あ
っ
て
成
功
し
た
徴
笑
ま
し
い
一
篇
」
だ
と

(24) 

か
、
「
氏
の
近
頃
の
秀
作
」
で
あ
る
、
或
い
は
「
井
伏
鱒
二
の
半
生
に
わ
た
る
作

家
的
努
力
を
、
井
伏
ら
し
く
さ
も
何
気
な
く
集
成
し
て
み
せ
た
秀
作
と
云
ふ
こ

(25) 

と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
」
な
ど
と
概
ね
好
意
的
な
意
見
が
続
い
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
が
戦
後
に
な
る
と
評
価
に
明
ら
か
な
変
化
が
表
れ
る
の
だ
。
た

と
え
ば
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
の
刊
行
と
ほ
ぽ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
寺
田
透
の

評
論
で
は
、
『
多
甚
古
村
』
は
「
面
白
く
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
好
き
に
な
れ
な
か

作
者
の
世
俗
的
興
味
が
弾
み
す
ぎ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
人
間
に

対
す
る
愛
情
と
い
ふ
よ
り
、
世
態
人
情
の
面
白
さ
に
釣
ら
れ
た
興
味
の
動

っ
た
」
と
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

万
歳
の
声
と
日
の
丸
の
旗
に
お
く
ら
れ
又
お
く
っ
て
侵
略
戦
争
に
勇
躍
し

か
っ
た
庶
民
の
姿
を
見
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
目
隠
し
さ
れ
た
視
野
の

と
良
識
と
詩
情
を
現
さ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
殊
に
警
察
沙
汰
の
面
か

老
若
男
女
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
々
の
行
状
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
相

「
多
甚
古
村
」
は
、
確
か
に
此
の
作
者
の
近
来
の
傑
作
で
あ
り
、
そ
の
文

今
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
作
家
井
伏
の
う
ち
に
あ
の
侵
略
戦
争
を
疑
わ
な

き
な
の
だ
。
〔
…
〕
話
の
種
は
深
刻
で
あ
ら
う
と
多
彩
で
あ
ら
う
と
そ
れ
ら

を
追
ふ
井
伏
の
目
は
、
世
間
話
に
身
を
入
れ
た
人
間
の
心
の
や
う
に
ひ
ど

く
通
俗
的
で
大
ま
か
な
の
だ
。

井
伏
を
「
敬
愛
す
る
作
家
の
ひ
と
り
」
だ
と
言
う
寺
田
は
、
「
結
局
井
伏
鱒
二

は
、
世
態
人
情
、
花
鳥
風
月
の
風
情
ゆ
た
か
な
画
家
た
る
に
と
ど
ま
る
の
だ
ら

う
か
。
あ
へ
て
そ
の
域
を
出
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
ら
う
か
」
と
不
満
を
述
べ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
際
に
象
徴
的
な
作
品
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
の
が

『
多
甚
古
村
』
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
寺
田
は
「
『
多
甚
古
村
』
『
同
補
追
』
が
、

井
伏
鱒
二
ら
し
く
な
い
と
思
は
れ
る
の
に
も
か
か
は
ら
ず
、
い
か
に
も
井
伏
鱒

(26) 

二
的
で
あ
る
こ
と
に
ま
ご
つ
い
た
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
翌
一
九
四
九
年
に
は
、
杉
浦
明
平
が
井
伏
鱒
二
を
「
庶
民
」
の
文
学
と

し
て
評
価
し
つ
つ
も
、
『
多
甚
古
村
』
に
関
し
て
は
「
お
か
み
の
力
を
も
っ
た
解

決
者
」
が
主
人
公
の
「
人
情
噺
」
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
に
お
か
れ
、
お
か
み
に
よ
り
か
か
る
こ
と
に
馴
ら
さ
れ
た
こ
の
国
民
が
、

て
赴
い
た
日
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
〔
…
〕
そ
の
よ
う
に
悪
し
き
意
味
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備
へ
、
職
務
の
枠
の
な
か
で
許
さ
れ
た
範
囲
で
し
か
心
を
動
か
さ
ぬ
主
人

J

み
、
権
力
の
代
表
者
と
い
ふ
よ
り
庶
民
の
世
話
役
と
い
ふ
感
じ
で
、
氏

て
い
る
。

一
九
四
七
年
に
長
谷
川
鐵
平
が
井
伏
作
品
の
中
に
「
社
会
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
、
ひ
と
つ
の
世
界
観
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
「
梢

極
的
な
世
界
観
」
の
欠
如
を
批
判
し
て
い
る
の
も
、
寺
田
や
杉
浦
の
不
満
と
通

じ
合
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
九
紹
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
批
判
が
、
「
戦
後
」

(29) 

と
い
う
時
代
を
背
最
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

寺
田
や
杉
浦
の
『
多
甚
古
村
』
に
対
す
る
不
満
を
中
村
光
夫
が
『
風
俗
小
説

論
』
(
-
九
五

O・
六
、
河
出
書
房
）
の
中
で
述
べ
た
不
満
と
関
連
さ
せ
て
考
え

る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
中
村
は
戦
前
に
お
け
る
井
伏
の
現
代
小
説
、

な
か
ん
ず
く
『
多
甚
古
村
』
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
的
な
見
解
を
述
べ

む
ろ
ん
こ
の
村
の
駐
在
所
の
主
は
、
村
民
た
ち
の
生
活
の
な
か
に
溶
け

の
作
品
の
な
か
で
こ
れ
が
も
つ
と
も
有
名
な
の
も
偶
然
で
な
い
と
思
は
れ

ま
す
。
し
か
し
こ
の
三
十
前
後
の
独
身
者
で
あ
り
な
が
ら
老
成
の
風
格
を

公
は
、
や
は
り
模
範
巡
査
で
あ
り
、
こ
の
小
説
は
、
国
民
の
誰
が
読
ん
で

(30) 

も
差
障
り
の
な
い
健
全
娯
楽
な
の
で
す
。

(27) 

に
お
い
て
も
井
伏
は
庶
民
の
中
に
い
る
作
家
で
あ
っ
た
。

旅
行
に
於
て
、
旅
行
下
手
の
人
の
最
も
閉
口
す
る
の
は
目
的
地
へ
着
く

謂
は
ば
、
花
札
の
「
降
り
か
た
」
を
知
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

密
の
鍵
も
、
そ
の
辺
に
あ
る
ら
し
く
息
は
れ
る
。

井
伏
さ
ん
の
文
学
が
十
年
一
日
の
如
く
、
そ
の
健
在
を
保
持
し
て
居
る
秘

行
上
手
」
に
た
と
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
五
巻
』
(
-
九

四
八
・
十
二
、
筑
摩
書
房
）
の
「
後
記
」
に
書
か
れ
た
上
林
暁
の
見
解
は
寺
田

や
杉
浦
の
も
の
と
は
著
し
く
奥
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
上
林
は
、
「
多
甚
古
村
」

を
書
く
「
作
者
の
箪
は
天
衣
無
縫
」
で
あ
り
、
「
そ
の
軽
妙
な
刷
毛
に
よ
っ
て
、

多
甚
古
村
と
い
ふ
、
現
実
的
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
現
実
離
れ
の
し
た
世
界
が
、

そ
こ
に
目
に
見
る
如
く
現
出
し
て
ゐ
る
」
と
絶
賛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
太
宰
は
井
伏
の
ど
の
よ
う

な
面
に
苛
立
ち
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
井
伏
鱒
二
選
集

四
巻
』
(
-
九
四
八
・
十
一
、
筑
摩
書
房
）
の
「
後
記
」
で
太
宰
は
井
伏
を
「
旅

金
銭
の
浪
骰
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
情
熱
の
浪
骰
も
そ
こ
に
な
い
。

旅
行
の
上
手
な
人
は
、
生
活
に
於
い
て
も
絶
対
に
敗
れ
る
こ
と
は
無
い
。

先
述
し
た
よ
う
に

ーよ

ノ‘

九
四
七
年
以
降
、
太
宰
が
井
伏
に
対
し
て
批
判
的
に

だ
が
、
「
多
甚
古
村
」
が
収
録
さ
れ
た
『
井
伏
鱒
二
選
集

第
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も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

な
対
立
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
だ
が
、
前
節
で
確
認
し
た
よ

こ
の
文
章
に
つ
い
て
東
郷
克
美
は
「
十
数
年
に
わ
た
っ
て
師
事
し
て
き
た
だ

け
に
さ
す
が
に
井
伏
文
学
の
本
質
を
よ
く
見
抜
い
た
言
葉
で
あ
り
、
同
時
に
太

(31) 

宰
の
立
場
か
ら
す
る
井
伏
批
判
に
も
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ

れ
ま
で
こ
う
し
た
太
宰
の
井
伏
批
判
は
、
太
宰
と
井
伏
の
間
に
お
け
る
個
人
的

う
な
寺
田
や
杉
浦
の
批
判
を
み
る
と
き
、
こ
の
太
宰
の
言
葉
が
決
し
て
特
別
な

先
に
挙
げ
た
二
十
三
年
版
の
手
帖
の
中
に
あ
る
「
作
品
を
ご
ま
か
し
（
手
を

(32) 

抜
い
て
）
」
と
い
う
太
宰
の
言
葉
に
し
て
も
、
寺
田
が
言
う
「
世
態
人
情
、
花
鳥

(33) 

風
月
の
風
情
ゆ
た
か
な
画
家
た
る
に
と
ど
ま
る
」
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
し
て

考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
太
宰
が
故
意
に
『
井
伏

鱒
二
選
集
』
に
「
多
甚
古
村
」
を
収
録
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
証
拠

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
上
林
暁
の
よ
う
な
絶
賛
を
し
な

て
も
い
い
く
ら
ゐ
の
、
た
い
し
た
能
力
で
あ
る
。

ま
で
の
乗
物
に
於
け
る
時
間
で
あ
ら
う
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
数
時
間
、

人
生
か
ら
「
降
り
て
」
居
る
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
所
謂
「
旅
行
上
手
」
の
人

は
、
そ
の
乗
車
時
間
を
、
楽
し
む
、
と
ま
で
は
言
へ
な
い
か
も
知
れ
な
い

が
、
少
く
と
も
、
観
念
出
来
る
。

こ
の
観
念
出
来
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
恐
ろ
し
い
と
い
ふ
言
葉
を
つ
か
つ

か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
。
初
期
作
品
が
収
め
ら
れ
た
第
一
巻
の
「
後
記
」

に
は
井
伏
作
品
に
対
す
る
批
判
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
戦
中

期
の
作
品
が
収
め
ら
れ
た
第
四
巻
の
そ
れ
に
は
強
く
出
て
い
る
の
も
、
執
箪
時

『
井
伏
鱒
二
選
集
』
編
集
の
た
め
に
井
伏
の
旧
作
を
読
み
返
す
過
程
に
お
い

て
、
或
い
は
そ
の
収
録
作
品
を
選
定
す
る
際
の
井
伏
と
の
や
り
取
り
の
過
程
に

お
い
て
、
太
宰
の
中
で
井
伏
の
作
風
に
違
和
感
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ

(34) 

と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
「
戦
後
」
に
お
け
る
太
宰
自

一
九
四
六
年
に
お
い
て
は
井
伏
宛
書
簡
(
-
九
四
六
・
一
・
十
五
）
に
お
い

て
、
「
私
は
無
頼
派
で
す
か
ら
、
こ
の
気
風
に
反
抗
し
、
保
守
党
に
加
盟
し
、
ま

つ
さ
き
に
ギ
ロ
チ
ン
に
か
か
つ
て
や
ら
う
か
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
」
な
ど
と
「
新

一
九
四
七
年
以
降
の

太
宰
を
同
じ
位
相
の
も
と
に
捉
え
る
こ
と
は
出
米
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
戦
争

中
に
は
日
本
に
味
方
す
る
の
は
当
り
前
で
、
馬
鹿
な
親
で
も
他
人
と
つ
ま
ら
ぬ

喧
嘩
し
て
さ
ん
ざ
ん
に
殴
ら
れ
て
ゐ
る
と
や
っ
ぱ
り
親
に
加
勢
し
た
く
な
り
ま

（
前
掲
井
伏
宛
書
簡
）
と
書
い
た
太
宰
と
、
「
倫
理
に
お
い
て
も
、
新
し
い
形
の

個
人
主
義
の
挫
頭
し
て
ゐ
る
こ
の
現
実
を
直
視
し
、
肯
定
す
る
と
こ
ろ
に
わ
れ

(35) 

ら
の
生
き
方
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
案
す
る
こ
と
も
必
要
か
と
思
は
れ
る
」

す
。
黙
つ
て
見
て
ゐ
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
人
間
と
は
、
お
つ
き
合
ひ
ご
め
ん
」

型
便
乗
」
批
判
を
繰
り
広
げ
て
い
た
太
宰
で
あ
っ
た
が

身
の
変
化
、
と
い
う
要
索
も
含
ま
れ
る
よ
う
だ
。

期
の
差
に
よ
る
も
の
と
ば
か
り
は
思
わ
れ
な
い
。
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へ
の
敬
愛
の
念
を
全
く
捨
て
去
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
さ

ら
に
言
う
な
ら
、
誰
よ
り
も
「
徒
党
」
に
憧
れ
て
い
た
の
は
、
太
宰
自
身
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
仲
間
同
士
、
公
然
と
裏
切
る
」
こ
と
が
最
も
苦
手
だ
っ

か
れ
て
い
た
も
の
だ
が

九
四
八
年
の
太
宰
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
井
伏

次
を

っ
―
つ
書
き
写
し
て
ゐ
た
ら
、
憔
に
め
づ
ら
し
い
宝
石
を
一
っ
―
つ
置

ニ
選
集

と
述
べ
、
「
新
し
い
徒
党
の
形
式
、
そ
れ
は
仲
間
同
士
、
公
然
と
裏
切
る
と
こ
ろ

(36) 

か
ら
始
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
た
太
宰
と
を
同
一
の
も
の
と
し
て
捉

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
を

境
に
全
く
違
う
人
間
に
変
わ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と

一
方
で
こ
の
時
期
、

(37) 

何
ら
か
の
変
化
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
確
か
だ
ろ
う
。

太
宰
の
井
伏
批
判
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
「
戦
後
」
と
い
う
時
代
背
景
を
考

應
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
個
人
的
な
対
立
の
み
に
還
元
す

る
の
で
は
な
く
、
同
時
期
の
他
の
論
者
た
ち
と
の
共
通
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、

そ
の
差
巽
に
つ
い
て
見
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
寺
田
や
杉
浦
が
「
愛
読

者
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
井
伏
作
品
を
批
判
し
て
い
た
よ
う
に
、
太
宰
も
ま
た

単
に
井
伏
を
憎
ん
で
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
井
伏
鱒

第
一
巻
』
（
前
掲
）
の
「
後
記
」
に
あ
る
「
こ
れ
ら
の
作
品
は
す
べ

て
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
思
ひ
出
の
深
い
作
品
ば
か
り
で
あ
り
、

き
並
べ
る
や
う
な
気
持
が
し
た
」
と
い
う
言
葉
は
草
案
の
段
階
で
既
に
ほ
ぽ
書

は
太
宰
が
誰
よ
り
も
よ
く
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が

え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ま
そ
の
目

る
対
象
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九

一
方
、
井
伏
の
ほ
う
も
時
代
か
ら
超
然
と
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
寺
田
透
は
、
「
戦
争
終
結
後
の
彼
の
作
品
、
『
経
筒
』

や
『
橋
本
屋
』
な
ど
に
よ
っ
て
み
て
も
、
作
者
の
あ
と
じ
さ
り
の
気
配
は
相
当

に
濃
原
で
あ
り
、
彼
は
も
は
や
以
前
の
よ
う
に
、
作
中
人
物
を
茶
化
し
た
り
、

(39) 

お
も
ち
ゃ
に
し
た
り
す
る
こ
と
を
、
全
く
や
め
た
や
う
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
井
伏
も
ま
た
「
戦
後
」
の
中
で
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
太
宰
に
と
っ
て
は
或
い
は
も
の
た
り
な
い
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
「
あ
と
じ
さ
り
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
寺
田
に
と
っ
て
も
井
伏
の
変
化
は
積
極
的
に
評
価
す

寺
田
が
戦
後
の
井
伏
作
品
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
に
転
じ
る
の
は
、

五
三
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。
そ
こ
で
寺
田
は
、
「
戦
後
の
井
伏
氏
は
、
あ

と
を
濁
さ
ぬ
精
神
の
飛
行
力
を
わ
が
も
の
と
し
て
ゐ
る
」
の
で
あ
り
、
「
か
れ
の

か
る
み
は
的
確
さ
に
裏
づ
け
ら
れ
、
諧
誠
は
き
ぴ
し
い
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の

人
間
把
握
そ
の
も
の
の
持
ち
味
と
な
つ
て
ゐ
る
」
と
絶
賛
と
言
っ
て
よ
い
言
葉

を
記
し
て
い
る
が
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。
「
以
上
の
べ
た
見

解
す
べ
て
の
基
調
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
『
白
毛
』
以
後
の
作
品
が
僕
に
与
へ
る

印
象
で
あ
る
。
と
い
ふ
こ
と
は
太
宰
治
死
後
の
作
品
が
特
に
凄
い
と
い
ふ
こ
と

(40) 

に
ほ
ぼ
等
し
か
ら
う
」
と
。
中
村
光
夫
も
ま
た
、
太
宰
の
死
後
に
発
表
さ
れ
た

(38) 

た
の
は
、
太
宰
自
身
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
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注
①
東
郷
克
美
「
井
伏
鮒
ニ
ー
「
無
名
不
遇
」
時
代
の
位
相
」
（
「
解
釈
と
鑑
質
」
一

九
九
八
・
六
）
を
参
照
。

②
猪
瀬
直
樹
『
ピ
カ
レ
ス
ク
』
（
二

0
0
0
・
+
-
、
小
学
館
）

③
川
崎
和
啓
「
師
弟
の
訣
れ
ー
太
宰
治
の
井
伏
鱒
二
悪
人
説
」
（
「
近
代
文
学
試

論
」
二
九
号
、
一
九
九
一
・
十
二
）

④
加
藤
典
洋
『
太
宰
と
井
伏
』
（
二

0
0
七
•
四
、
講
談
社
）
。
加
藤
は
井
伏
の

「
薬
屋
の
雛
女
房
」
に
つ
い
て
、
「
若
い
パ
ピ
ナ
ー
ル
中
謡
患
者
夫
婦
の
切
な
さ

を
滲
ま
せ
た
、
井
伏
ら
し
い
佳
編
」
と
し
て
評
価
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
太
宰

が
ど
う
受
け
取
っ
た
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
猪
瀬
の
判
断
に
従
っ
て
い
る
。

⑤
「
死
体
あ
が
ら
ぬ
＂
人
食
い
川
＂
／
太
宰
氏
捜
索
」
（
「
時
事
新
報
」
一
九
四
八
・

9

、
・
ト
七
）

1
I
 

⑱
佐
藤
春
夫
「
井
伏
鱒
二
は
悪
人
な
る
の
説
」
（
「
作
品
」
一
九
四
八
・
十
一
）

⑦
相
馬
正
一
『
太
宰
治
と
井
伏
鮒
二
』
(
-
九
七
ニ
・
ニ
、
津
軽
苦
房
）

⑧
『
資
料
集
第
二
輯
太
宰
治
・
晩
年
の
執
筆
メ
モ
』
（
二

0
0
1
•
八
、
青
森

県
近
代
文
学
館
）

⑨
言
回
想
の
古
田
晃
』
(
-
九
七
四
・
十
、
筑
摩
曹
房
）

⑩
『
筑
摩
書
房
の
三
十
年
』
(
-
九
七

0
．
十
二
、
筑
摩
書
房
）
を
参
照
。

仰
た
だ
し
、
売
れ
行
き
は
そ
れ
ほ
ど
よ
く
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
野
原
一
夫
『
含

猫
の
人
』
(
-
九
八
ニ
・
十
、
文
藝
春
秋
）
は
、
『
井
伏
鮒
二
選
集
』
な
ど
戦
後

そ
れ
は
も
は
や
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

た
井
伏
の
作
品
群
お
よ
び
そ
の
受
容
を
細
か
く
み
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
が
、

る
検
討
を
行
う
た
め
に
は
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五

0
年
前
後
に
発
表
さ
れ

「
遥
拝
隊
長
」
（
「
展
望
」
一
九
五

O・
二
）
を
「
多
甚
古
村
」
に
比
較
し
た
上

(41) 

で
井
伏
の
戦
後
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
寺
田
の
言
葉

は
な
か
な
か
に
意
味
深
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
評
価
に
対
す

一
九
四
七
・
三
）
。
ち
な
み

に
筑
摩
書
房
が
出
し
た
「
い
く
つ
か
の
個
人
全
集
・
選
集
」
は
「
い
ず
れ
も
売

行
き
が
悪
く
、
経
営
悪
化
の
原
因
と
な
」
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑫
上
林
暁
「
後
記
」
（
『
井
伏
鱒
二
選
集
第
七
巻
』
一
九
四
九
・
七
、
筑
摩
苦
房
）

⑬
伊
馬
春
部
「
あ
ど
・
ば
る
う
ん
記
」
（
『
井
伏
鱒
二
選
集
通
信
第
二
号
』
一
九

四
八
・
十
一
、
筑
摩
書
房
）

⑬
猪
瀬
前
掲
（
注
2
)

⑮
他
に
、
伊
馬
が
名
前
を
挙
げ
た
「
仕
事
部
屋
」
や
直
木
質
受
買
作
の
「
ジ
ョ

ン
万
次
郎
漂
流
記
」
の
よ
う
に
草
案
の
中
に
も
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
中

に
も
見
あ
た
ら
な
い
作
品
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る

こ
と
と
し
た
い
。

⑯
長
谷
川
鐵
平
「
井
伏
鱒
二
論
」
（
佐
藤
春
夫
・
宇
野
浩
二
編
『
昭
和
文
学
作
家

論
』
一
九
四
四
•
四
小
学
館
）

⑬
杉
浦
明
平
「
庶
民
文
学
の
系
諮
」
（
「
午
前
」
一
九
四
九
・
ニ
）

⑬
堀
部
功
夫
「
多
甚
古
村
」
（
『
井
伏
鰍
二
の
風
貌
姿
勢
』
一
九
九
八
・
ニ
、
至

文
堂
）

⑬
演
劇
は
高
田
保
の
脚
本
・
浙
出
で
あ
り
、
映
画
は
八
田
尚
之
が
脚
色
を
、
今

井
正
が
監
督
を
担
当
し
た
。
杉
林
隆
「
『
多
甚
古
村
』
試
論
」
（
「
姫
路
工
業
大
学

環
境
人
間
学
部
研
究
報
告
」
四
号
、
二

0
0
二
）
を
参
照
。

闘
菊
池
寛
「
話
の
屑
籠
」
（
「
文
藝
春
秋
」
一
九
三
九
・
九
）

訓
中
島
建
蔵
「
文
学
的
人
物
論
•
井
伏
鱒
二
」
（
「
文
芸
」
一
九
三
九
・
十

一
）
。
但
し
引
用
は
『
現
代
作
家
論
』
(
-
九
四
一
・
九
、
河
出
署
房
）
よ
り
。

闘
河
上
徹
太
郎
「
最
近
の
長
編
小
説
・
完
璧
の
仮
構
」
（
「
帝
国
大
学
新
間
」
一

九
三
九
・
十
一
・
六
）

闘
酒
井
森
之
介
「
井
伏
鱒
二
論
」
（
吉
田
梢
一
編
『
展
望
・
現
代
文
学
』
一
九
四

一
・
三
、
修
文
館
）

闘
板
垣
直
子
『
事
変
下
の
文
学
』
(
-
九
四
一
・
五
、
第
一
書
房
）

闘
長
谷
川
前
掲
（
注

16)

閥
寺
田
透
「
井
伏
鰍
二
論
」
（
「
批
評
」
一
九
四
八
・
三
）

闘
杉
浦
前
掲
（
注

17)

閥
長
谷
川
鐵
平
「
暁
・
一
雄
・
鱒
二
」
（
「
文
芸
」
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一
九
五
三
・
十

に
、
石
崎
等
「
解
説
」
（
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
井
伏
鱒
ニ
・
深
沢
七
郎
』

一
九
七
七
・
十
一
、
有
精
堂
）
は
、
長
谷
川
の
論
の
背
殻
と
し
て
豊
島
輿
志
雄

「
文
学
に
於
け
る
構
想
力
」
（
「
文
芸
」
一
九
四
五
・
十
）
を
挙
げ
て
い
る
。

闘
も
っ
と
も
、
「
多
甚
古
村
」
に
或
る
程
度
の
社
会
諷
刺
を
認
め
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
東
郷
克
美

「
『
多
甚
古
村
』
の
周
辺
」
（
「
国
文
学
ノ
ー
ト
」
十
一
号
、
一
九
七
ニ
・
三
）
、

前
田
貞
昭
「
二
つ
の
「
多
甚
古
村
」

1

日
中
全
面
戦
争
下
の
井
伏
館
二
」
（
「
近

代
文
学
試
論
」
二
ニ
号
、
一
九
八
四
・
十
二
）
な
ど
を
参
照
。

閻
中
村
光
夫
「
井
伏
鰍
二
論
」
（
「
文
学
界
」
一
九
五
七
・
十
ー
十
一
）

翻
東
郷
克
美
「
井
伏
鱒
二
索
描
」
(
「
H
本
近
代
文
学
」
第
五
号
、
一
九
六
六
・

十
一
）

閲
前
掲
（
注

8
)

闘
寺
田
前
掲
（
注

26)

闘
安
藤
宏
「
「
太
宰
治
・
晩
年
の
執
筆
メ
モ
」
の
問
題
点
」
（
前
掲
（
注

9
)
に

所
収
）
は
、
「
こ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
編
簗
の
仕
事
の
過
程

で
、
井
伏
の
作
品
へ
の
批
判
意
識
を
持
ち
始
め
た
形
跡
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。

斡
太
宰
治
「
新
し
い
形
の
個
人
主
義
」
（
「
月
刊
東
奥
」
一
九
四
七
・
一
）

閲
太
宰
治
「
徒
党
に
つ
い
て
」
（
「
文
藝
時
代
」
一
九
四
八
•
四
）

闘
長
野
陸
編
『
太
宰
治
そ
の
終
戦
を
挟
む
思
想
の
転
位
』
(
-
九
九
九
・
七
、
双

文
社
出
版
）
、
山
崎
正
純
「
「
斜
賜
」
ー
敗
戦
後
思
想
と
〈
革
命
〉
の
エ
ス
キ
ス
」

（
「
国
文
学
」
二

0
0
ニ
・
十
二
）
な
ど
を
参
照
。

闘
坂
口
安
吾
「
不
良
少
年
と
キ
リ
ス
ト
」
（
「
新
潮
」
一
九
四
八
・
七
）
の
中
に

あ
る
「
太
宰
は
通
俗
、
常
識
の
ま
ッ
と
う
な
典
型
的
な
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、

つ
い
に
、
そ
の
自
党
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
し

て
み
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

随
寺
田
前
掲
（
注
26)

⑩
寺
田
透
「
最
近
の
井
伏
氏
」
（
『
現
代
日
本
文
学
全
集
41
」-

二
、
筑
摩
曹
房
）
。

仰
中
村
前
掲
（
注

30)


