
こ
の
論
文
は
北
村
透
谷
の
二
つ
の
長
編
詩
 
－
 
『
楚
囚
之
詩
』
、
『
蓬
 
 

じ
か
う
の
う
み
 
 

莱
曲
』
（
蓬
莱
曲
別
篇
「
慈
航
湖
」
も
こ
れ
に
含
め
る
）
－
－
と
S
・
T
－
 
 

コ
ー
ル
リ
ッ
㌢
の
三
大
傑
作
詩
－
 
『
ク
プ
ラ
・
カ
ー
ン
』
、
『
老
水
夫
 
 

の
歌
』
、
『
ク
リ
ス
夕
べ
ル
』
 
（
大
臣
訂
畜
§
．
⊇
m
空
ヨ
m
旦
さ
内
ゝ
宍
訂
已
 
 

宝
雫
訂
き
〔
ざ
訂
訂
訂
〇
 
－
 
の
比
較
研
究
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
影
響
 
 

関
係
の
研
究
で
は
な
く
、
東
西
の
ロ
マ
ン
主
義
運
動
の
比
較
の
一
環
と
 
 

す
べ
く
二
人
の
詩
を
比
べ
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
二
人
を
選
 
 

ん
だ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
二
人
の
資
質
に
非
常
に
近
い
も
の
を
感
じ
 
 

た
か
ら
で
あ
る
。
従
来
透
谷
を
比
較
文
学
的
見
地
か
ら
研
究
す
る
場
合
 
 

多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
バ
イ
ロ
ン
、
エ
マ
ー
ソ
ン
、
ゲ
ー
テ
、
ダ
ン
テ
 
 

等
と
の
影
響
関
係
に
比
べ
、
透
谷
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
の
直
接
の
影
響
 
 

（
1
）
 
 

関
係
は
余
り
な
い
。
し
か
し
、
僕
は
両
者
の
詩
を
読
み
比
べ
た
時
、
確
 
 

序
論
 
 

北
村
透
谷
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
に
見
ら
れ
る
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
構
造
 
 

か
に
似
て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。
両
者
の
類
似
は
否
定
性
を
め
 
 

ぐ
っ
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

透
谷
自
身
の
最
終
的
な
自
殺
は
言
う
に
及
ば
ず
、
少
年
時
よ
り
の
気
 
 

鬱
病
、
脳
病
、
物
質
的
窮
迫
、
家
庭
の
不
和
等
透
谷
の
生
涯
に
ほ
常
に
 
 

不
安
材
料
が
つ
き
ま
と
う
。
透
谷
は
言
わ
ば
死
を
学
ん
だ
存
在
で
あ
っ
 
 

た
。
透
谷
は
反
近
代
、
反
資
本
主
義
の
先
駆
と
目
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
 
 

の
革
む
死
は
披
個
人
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
近
代
資
本
主
義
社
会
 
 

へ
の
道
を
歩
き
始
め
た
明
治
社
会
の
か
か
え
る
矛
盾
と
重
ね
て
論
じ
ら
 
 

れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
つ
ま
り
透
谷
は
時
代
の
否
定
的
側
面
を
 
 

自
ら
の
内
に
か
か
え
こ
ん
、
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
 
 

自
ら
の
内
に
否
定
性
を
学
み
、
そ
れ
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
例
 
 

は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
カ
フ
カ
の
よ
う
に
近
代
を
考
え
る
上
で
大
き
な
比
 
 

重
を
持
つ
作
家
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
我
が
国
で
も
萩
原
朔
太
郎
の
 
 

場
合
な
ど
に
顕
著
で
あ
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
場
合
も
こ
れ
に
当
た
る
。
 
 

田
 
中
 
雅
 
史
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ま
ず
寵
〓
に
透
谷
が
自
由
民
権
運
動
に
挫
折
し
て
文
学
を
志
し
た
よ
う
 
 

に
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
幻
滅
し
、
パ
ン
テ
ィ
ソ
ク
ラ
シ
ー
 
 

と
い
う
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
計
画
に
挫
折
し
た
後
に
三
大
傑
作
詩
を
書
 
 

く
。
こ
れ
が
二
人
の
詩
に
お
い
て
現
実
の
世
界
が
暗
い
も
の
と
し
て
描
 
 

か
れ
る
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
透
谷
が
結
婚
後
妻
ミ
ナ
と
 
 

の
間
が
思
っ
た
ほ
ど
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
て
苦
し
ん
だ
よ
う
に
、
コ
ー
 
 

ル
リ
ッ
ジ
も
パ
ン
テ
ィ
ツ
ク
ラ
シ
ト
の
た
め
に
愛
し
て
い
る
女
性
と
の
 
 

結
婚
を
諦
め
て
別
の
女
性
と
結
婚
し
、
苦
し
ん
で
い
る
。
二
人
の
詩
に
 
 

お
い
て
女
性
が
し
ば
し
ば
悪
魔
的
な
様
相
を
帯
び
る
の
は
こ
う
し
た
事
 
 

情
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
共
に
病
気
に
悩
ま
さ
れ
轡
状
態
を
 
 

経
験
し
て
お
り
、
そ
れ
が
詩
に
も
は
っ
き
り
反
映
し
て
い
る
。
以
上
の
 
 

よ
う
に
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
も
透
谷
同
様
死
を
学
ん
だ
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ
 
 

れ
が
二
人
の
詩
の
類
似
を
あ
る
程
度
は
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
伝
記
的
事
実
か
ら
く
る
類
似
な
ど
よ
り
も
っ
と
本
質
的
な
 
 

点
で
二
人
の
詩
は
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
 
 

お
け
る
彼
ら
の
否
定
的
要
素
を
芸
術
的
虚
構
で
あ
る
詩
に
結
晶
さ
せ
る
 
 

方
法
を
め
ぐ
っ
て
の
類
似
で
あ
る
。
二
人
の
詩
に
見
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
 
 

は
死
を
革
ん
だ
世
界
と
聖
な
る
領
域
と
の
二
つ
の
系
列
に
大
き
く
分
け
 
 

ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
二
人
が
現
実
に
学
ん
で
い
た
死
は
こ
の
二
つ
の
 
 

系
列
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
質
的
に
変
化
す
る
。
つ
ま
り
死
は
聖
な
る
領
域
へ
の
移
行
の
可
能
性
 
 

を
持
つ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
死
を
学
ん
だ
世
界
が
聖
な
る
領
域
に
 
 

「
 
死
と
救
済
 
 

は
じ
め
に
本
論
で
取
り
上
げ
る
二
人
の
詩
を
、
先
に
述
べ
た
二
つ
の
 
 

系
列
の
点
か
ら
概
観
し
て
み
よ
う
。
『
楚
囚
之
詩
』
で
ほ
悲
惨
な
牢
獄
の
 
 

状
況
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
合
間
に
故
郷
を
は
じ
め
と
す
る
憧
れ
の
対
 
 

象
が
多
く
は
想
像
ま
た
は
回
想
の
形
で
語
ら
れ
る
。
第
四
で
は
花
嫁
と
 
 

自
分
と
の
精
神
的
な
恋
愛
が
語
ら
れ
、
第
五
で
は
花
嫁
と
自
分
の
魂
だ
 
 

け
が
牢
獄
を
脱
出
し
花
園
に
遊
ぶ
こ
と
を
想
像
す
る
。
第
八
、
第
一
三
 
 

で
は
故
郷
の
自
然
が
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
回
想
さ
れ
、
第
一
六
で
は
解
 
 

放
さ
れ
て
故
郷
に
帰
る
。
『
蓬
莱
曲
』
で
は
周
囲
の
世
界
は
鬼
の
住
む
地
 
 

獄
に
見
立
て
ら
れ
、
そ
れ
が
主
人
公
柳
田
素
雄
が
蓬
莱
山
頂
で
実
際
に
 
 

魔
物
達
に
取
り
囲
ま
れ
て
大
魔
王
と
対
決
す
る
場
面
に
つ
な
が
っ
て
い
 
 

結
び
つ
く
点
で
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
同
じ
ロ
マ
ン
派
で
あ
る
バ
イ
ロ
ン
や
 
 

エ
マ
ー
ソ
ン
よ
り
も
透
谷
に
近
い
。
バ
イ
ロ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
 
 

派
に
あ
っ
て
む
し
ろ
二
〇
世
紀
の
芸
術
家
に
近
い
、
サ
テ
ィ
リ
カ
ル
な
 
 

（
2
）
 
 

資
質
の
持
ち
主
で
、
エ
マ
ー
ソ
ン
は
逆
に
暗
黒
の
自
覚
は
余
り
な
い
、
楽
 
 

天
的
な
資
質
の
持
ち
主
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
角
度
か
ら
二
人
の
詩
に
共
通
す
る
要
素
に
つ
い
て
論
 
 

ず
る
こ
と
で
、
二
人
の
詩
が
革
む
否
定
牲
に
つ
い
て
の
、
ひ
い
て
は
東
 
 

西
の
ロ
マ
ン
主
義
運
動
に
つ
い
て
の
理
解
が
よ
り
深
ま
る
こ
と
と
思
わ
 
 

れ
る
。
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く
。
ま
た
、
そ
れ
と
表
東
〓
体
に
な
っ
て
い
る
「
お
の
れ
て
ふ
も
の
」
か
 
 

ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
素
雄
の
内
な
る
戦
い
も
苦
し
み
に
満
ち
た
も
の
 
 

と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
合
間
に
語
ら
れ
る
の
が
、
既
に
死
ん
で
し
ま
 
 

っ
た
恋
人
露
姫
に
瓜
二
つ
で
あ
る
仙
姫
を
追
う
詣
で
、
こ
れ
は
最
終
的
 
 

に
は
「
慈
航
湖
」
で
の
霜
姫
と
の
再
会
及
び
自
身
の
救
済
に
つ
な
が
る
 
 

の
で
あ
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
に
も
こ
の
二
つ
の
系
列
は
は
っ
き
り
 
 

認
め
ら
れ
る
。
『
ク
プ
ラ
・
カ
ー
ン
』
で
は
主
に
ク
ブ
ラ
の
楽
園
的
庭
や
 
 

周
囲
の
聖
性
を
帯
び
た
自
然
が
夢
の
中
の
情
景
と
し
て
描
か
れ
、
そ
れ
 
 

に
対
す
る
も
の
と
し
て
夢
見
者
の
属
す
る
世
界
が
敵
意
に
満
ち
た
も
の
 
 

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
老
水
夫
の
歌
』
で
は
主
人
公
は
犯
し
た
罪
（
ア
 
 

ホ
ウ
鳥
殺
し
）
 
の
た
め
に
ど
ろ
り
と
し
た
太
陽
の
下
、
腐
っ
た
海
で
た
 
 

（
3
）
 
 

だ
一
人
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
一
方
ア
ホ
ウ
鳥
、
天
使
の
一
団
等
救
済
 
 

を
示
す
イ
メ
ー
ジ
も
数
多
く
現
れ
る
。
『
ク
リ
ス
夕
べ
ル
』
で
は
舞
台
で
 
 

あ
る
森
と
城
は
濃
厚
に
死
の
気
配
を
漂
わ
せ
、
ク
リ
ス
夕
べ
ル
は
妖
女
 
 

ジ
ュ
ラ
ル
ダ
イ
ン
に
汚
さ
れ
、
父
を
奪
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
第
一
部
 
 

の
結
論
と
第
二
部
の
結
論
で
は
幼
少
時
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
美
し
く
 
 

描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
大
き
く
二
つ
の
系
列
の
イ
メ
ー
ジ
が
二
人
の
詩
に
み
 
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
系
列
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
 
 

る
か
が
、
透
谷
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
を
理
解
す
る
鍵
に
な
る
と
思
わ
 
 

れ
る
。
 
 
 

透
谷
研
究
史
に
お
い
て
ほ
こ
の
二
つ
は
大
体
に
お
い
て
相
容
れ
な
い
 
 

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
『
楚
囚
之
詩
』
を
見
て
み
よ
 
 

う
。
故
郷
を
は
じ
め
と
す
る
憧
れ
の
対
象
の
系
列
は
従
来
の
透
谷
論
に
 
 

お
い
て
は
す
こ
ぶ
る
不
評
で
あ
る
。
明
治
社
会
の
体
制
側
に
対
決
す
る
 
 

個
人
と
し
て
透
谷
を
と
ら
え
る
小
田
切
秀
雄
氏
は
「
大
赦
」
に
よ
る
故
 
 

（
4
）
 
 

郷
へ
の
帰
還
は
権
力
と
の
対
決
の
放
棄
を
示
す
と
考
え
る
。
「
国
民
」
を
 
 

透
谷
に
見
る
平
岡
敏
夫
氏
も
故
郷
へ
の
逃
避
が
切
実
さ
を
弱
め
て
い
る
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

と
言
う
。
比
較
文
学
的
見
地
か
ら
透
谷
を
論
ず
る
笹
淵
友
一
氏
や
太
田
 
 

（
7
）
 
 

三
郎
氏
 
は
バ
イ
ロ
ン
に
比
べ
信
仰
、
恋
愛
等
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
囁
さ
を
 
 

中
和
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
楚
 
 

囚
之
詩
』
の
「
甘
さ
」
は
否
定
的
に
取
り
扱
う
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
 
 

よ
う
だ
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
か
？
僕
ほ
二
つ
の
系
列
は
む
し
ろ
 
 

相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
。
透
谷
に
と
っ
て
日
常
的
現
実
は
牢
 
 

獄
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
『
楚
囚
之
詩
』
執
筆
時
の
透
谷
が
結
婚
し
た
 
 

て
で
幸
福
だ
っ
た
に
し
て
も
、
「
肉
は
落
ち
骨
出
で
胸
は
常
に
枯
れ
」
、
「
余
 
 

が
口
は
滑
れ
た
り
、
余
が
眼
は
凹
し
」
、
「
腐
れ
た
る
空
気
」
（
い
ず
れ
も
 
 

第
二
）
な
ど
の
言
糞
ほ
透
谷
自
身
の
感
じ
た
時
代
の
状
況
を
表
現
し
た
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
牢
獄
と
は
暗
い
現
実
世
界
の
こ
と
な
の
で
あ
 
 

る
。
こ
こ
ま
で
は
従
来
の
透
谷
論
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
 
 

そ
れ
な
ら
ば
牢
獄
の
外
の
世
界
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
当
 
 

時
の
透
谷
の
幸
福
な
結
婚
生
活
の
反
映
と
し
て
し
か
論
じ
ら
れ
て
い
な
 
 

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
透
谷
を
論
ず
る
場
合
近
代
の
暗
黒
ば
か
り
 
 

論
ず
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
り
、
「
人
生
に
相
捗
る
と
は
何
の
謂
で
」
や
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「
内
部
生
命
論
」
の
よ
う
な
評
論
と
な
っ
て
結
実
す
る
日
常
的
世
界
を
越
 
 

え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
探
求
と
い
う
典
型
的
に
ロ
マ
ン
派
的
な
部
分
も
 
 

透
谷
は
資
質
と
し
て
持
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
『
楚
囚
 
 

之
詩
』
で
も
実
は
牢
獄
の
外
の
世
界
と
い
う
の
は
日
常
的
世
界
（
I
－
牢
 
 

獄
）
を
越
え
た
所
に
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
 
 

リ
ア
リ
チ
イ
 
 

れ
る
。
「
現
象
世
界
」
を
離
れ
た
「
大
大
大
の
実
在
」
（
「
人
生
に
相
捗
る
 
 

と
は
何
の
謂
ぞ
」
）
と
し
て
故
郷
等
を
眺
め
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
ー
方
の
 
 

厳
し
い
現
実
認
識
を
「
中
和
」
な
ど
し
な
い
。
例
え
ば
獄
中
か
ら
外
の
 
 

世
界
を
恋
い
慕
い
愛
す
る
少
女
と
自
分
の
魂
だ
け
が
か
つ
て
遊
ん
だ
花
 
 

園
を
共
に
駆
け
巡
る
こ
と
を
想
像
す
る
美
し
い
場
面
が
第
五
に
あ
る
が
、
 
 

こ
の
場
面
は
現
実
認
識
の
甘
さ
を
も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
牢
獄
す
な
わ
ち
 
 

現
実
世
界
に
お
い
て
は
手
の
届
か
な
い
位
置
に
至
福
の
幻
影
を
置
く
こ
 
 

と
に
よ
っ
て
状
況
の
厳
し
さ
を
よ
り
一
層
深
く
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
『
蓬
莱
曲
』
を
見
て
み
よ
う
。
慈
航
湖
を
は
じ
め
と
す
る
救
済
 
 

に
つ
な
が
る
イ
メ
ー
ジ
の
系
列
は
や
は
り
否
定
的
な
評
価
し
か
得
て
お
 
 

ら
ず
、
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
も
『
楚
囚
之
詩
』
の
場
合
と
ほ
ぼ
 
 

同
様
で
あ
る
。
勝
本
清
一
郎
氏
は
こ
の
詩
で
透
谷
は
現
世
の
裏
に
滅
び
 
 

を
、
死
の
裏
に
救
済
を
見
て
お
り
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
行
き
づ
ま
 
 

（
8
）
 
 

っ
た
あ
げ
く
の
仏
教
的
寂
滅
へ
の
傾
斜
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。
 
 

北
川
透
氏
は
こ
の
詩
の
ロ
ー
マ
シ
的
流
れ
（
死
へ
の
憧
れ
、
仙
姫
探
求
 
 

等
）
は
思
惟
的
流
れ
に
お
け
る
，
（
お
の
れ
て
ふ
も
と
）
の
追
求
か
ら
反
 
 

転
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
放
言
葉
が
弱
い
と
す
る
。
笹
撃
太
田
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
）
 
 

両
氏
は
や
は
り
バ
イ
ロ
ン
と
比
べ
て
の
甘
さ
が
目
に
つ
く
ら
し
い
。
以
 
 

上
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
僕
は
や
は
り
二
つ
の
系
列
を
相
反
す
る
も
 
 

の
と
い
う
よ
り
は
相
補
的
な
も
の
と
解
し
た
い
。
『
蓬
莱
曲
』
は
『
楚
囚
 
 

之
詩
』
よ
り
も
二
つ
の
系
列
が
密
接
に
か
ら
み
合
っ
て
一
つ
の
流
れ
を
 
 

作
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
 
 

ず
る
前
に
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
の
方
は
二
つ
の
系
列
に
関
し
て
ど
の
 
 

よ
う
な
評
価
を
受
け
て
き
た
か
見
て
み
よ
う
。
 
 
 

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
場
合
は
囁
い
現
実
と
い
っ
て
も
象
徴
的
な
表
現
で
 
 

語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
R
・
P
・
ウ
ォ
レ
ン
が
『
老
水
夫
の
歌
』
の
中
 
 

に
想
像
力
の
テ
ー
マ
と
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
の
テ
ー
マ
 
（
こ
れ
は
本
論
 
 

（
ほ
）
 
 

の
二
つ
の
系
列
で
は
な
い
）
 
の
融
合
を
み
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
幻
想
的
 
 

な
部
分
に
論
が
集
中
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
G
・
W
・
ナ
イ
 
 

ト
は
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ぺ
 
（
こ
れ
は
本
論
の
二
つ
の
系
列
に
重
ね
ら
れ
る
）
 
 

の
弁
証
法
的
関
係
を
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
、
特
に
軟
禁
宮
の
イ
メ
ー
ジ
 
 

（
1
3
）
 
 

に
見
た
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
二
つ
の
系
列
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
 
 

う
と
す
る
試
み
と
言
え
る
が
、
よ
り
興
味
深
い
の
は
M
・
ボ
ド
キ
ン
と
 
 

K
・
バ
ー
ク
の
研
究
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
ボ
ド
キ
ン
は
『
老
水
夫
の
歌
』
に
「
上
、
外
へ
の
動
き
」
と
「
下
、
 
 

内
へ
の
動
き
」
 
の
二
つ
の
系
列
を
見
、
後
者
を
フ
ロ
イ
ト
の
死
の
本
能
 
 

（
‖
）
 
 

と
結
び
つ
け
て
論
じ
た
。
し
か
し
ボ
ド
キ
ン
は
更
に
ユ
ン
グ
の
心
理
学
 
 

を
援
用
し
て
そ
の
死
が
子
宮
へ
一
度
戻
っ
て
そ
．
こ
か
ら
新
し
く
生
ま
れ
 
 

る
「
再
生
の
原
型
」
（
t
h
e
蒜
b
i
蔓
a
岩
h
e
t
y
p
e
）
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
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し
、
そ
れ
が
季
節
の
循
環
の
よ
う
な
宇
宙
的
リ
ズ
ム
の
中
で
生
き
る
我
々
 
 

に
と
っ
て
本
質
的
な
経
験
で
あ
る
と
言
っ
て
い
『
ク
プ
ラ
カ
ー
ン
』
 
 

の
分
析
で
は
新
た
に
「
天
国
－
地
獄
の
原
型
」
 
（
t
h
e
a
r
c
訂
t
y
p
e
O
↓
 
 

（
柑
）
 
 

P
a
⊇
d
i
c
7
H
a
d
e
s
）
と
い
う
も
の
を
導
入
し
て
い
る
が
、
本
質
的
に
は
同
 
 

じ
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
結
局
ボ
ド
キ
ン
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
を
は
 
 

じ
め
と
す
る
文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
要
素
を
新
た
な
生
 
 

の
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
と
見
る
点
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

同
様
の
試
み
は
K
・
バ
ー
ク
の
仕
事
の
中
に
も
見
出
せ
る
。
バ
ー
ク
 
 

に
よ
れ
ば
象
徴
的
変
身
の
た
め
に
は
古
い
自
分
を
一
度
廃
棄
す
る
必
要
 
 

が
あ
り
、
従
っ
て
芸
術
作
品
を
分
析
す
る
際
に
は
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
 
 

様
々
な
形
態
の
死
が
こ
の
象
徴
的
変
身
に
不
可
欠
の
死
で
あ
る
可
能
性
 
 

M
仙
血
 
 

を
疑
っ
て
み
る
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
の
観
点
か
ら
バ
ー
ク
は
コ
ー
ル
リ
 
 

ッ
ジ
の
詩
を
読
み
、
そ
の
中
に
ア
ヘ
ン
吸
飲
と
い
う
実
生
活
上
の
問
題
 
 

（
柑
）
 
 

を
虚
構
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
群
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
群
 
 

が
善
で
も
あ
り
悪
で
も
あ
る
と
い
う
両
義
性
を
持
ち
、
恵
を
背
負
っ
て
 
 

滅
び
る
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
し
て
詩
の
中
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
 
 
 

（
1
9
）
 
 

し
た
。
以
上
の
よ
う
に
ボ
ド
キ
ン
と
は
方
法
こ
そ
違
え
、
二
つ
の
系
列
 
 

を
統
一
的
に
と
ら
え
る
試
み
が
こ
こ
で
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
学
問
的
分
野
を
異
に
す
る
も
の
の
、
同
様
の
方
向
を
強
く
打
 
 

ち
出
し
た
研
究
と
し
て
M
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
一
連
の
仕
事
が
挙
げ
ら
れ
 
 

る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
エ
リ
ア
ー
デ
は
ヨ
ー
ガ
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
錬
 
 

金
術
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
社
会
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
や
儀
礼
等
を
分
析
し
、
 
 

こ
れ
ら
が
死
を
始
源
へ
の
回
帰
と
同
一
視
し
、
後
に
続
く
よ
り
高
次
の
 
 

存
在
と
し
て
の
再
生
、
至
高
の
自
覚
と
表
裏
一
体
で
あ
る
も
の
と
し
て
 
 

理
解
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
営
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
 
 
 

（
2
0
）
 
 

し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
死
」
を
披
は
直
裁
に
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
 
 

（
〓
）
 
 

死
」
（
t
h
e
i
n
i
t
i
a
t
O
q
d
e
a
t
h
）
と
呼
ぷ
。
人
間
の
象
徴
行
為
を
広
く
分
析
 
 

し
て
得
ら
れ
た
こ
の
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
と
い
う
概
念
は
先
 
 

の
ポ
ド
キ
ン
や
バ
ー
ク
の
分
析
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
 
 

点
か
ら
透
谷
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
系
列
の
イ
メ
ー
 
 

ジ
を
論
ず
る
こ
と
で
、
二
つ
の
系
列
の
間
の
関
係
は
よ
り
は
っ
き
り
す
 
 

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
二
人
を
深
い
部
分
で
並
べ
て
比
較
す
る
可
能
 
 

性
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
見
地
か
ら
眺
め
 
 

る
時
、
二
人
の
詩
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
見
え
て
く
る
か
を
示
 
 

そ
う
。
 
 
 

『
蓬
莱
曲
』
で
は
、
ま
ず
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
鍵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
 
 

が
わ
か
る
。
水
は
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
と
深
く
結
び
つ
い
て
 
 

い
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
 
に
 
 

不
可
欠
で
あ
る
混
沌
の
再
統
合
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
 
（
そ
れ
は
宇
宙
論
的
 
 

地
平
で
は
宇
宙
の
創
造
に
先
立
つ
混
沌
状
態
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
 
 

地
平
で
は
加
入
者
の
死
に
当
た
り
、
誕
生
以
前
の
状
態
、
つ
ま
り
子
宮
 
 

甘
柿
爪
 
 

内
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
）
は
、
主
と
し
て
水
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
 
 

V
珊
爪
 
 

よ
っ
て
示
さ
れ
る
か
ら
だ
。
透
谷
は
短
詩
「
平
家
蟹
」
、
あ
る
い
は
評
論
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「
時
勢
に
感
あ
り
」
の
有
名
な
「
君
知
ら
ず
や
、
人
は
魚
の
如
し
、
嗜
ら
 
 

き
に
凄
み
、
囁
き
に
迷
ふ
て
、
寒
む
く
、
食
少
な
く
世
を
送
る
者
な
り
。
」
 
 

と
い
う
書
き
出
し
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
暗
い
水
底
の
イ
メ
ー
ジ
 
 

を
好
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
囁
い
状
況
の
隠
喩
と
 
 

し
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
攣
し
か
し
、
透
谷
ほ
た
だ
単
に
囁
い
状
況
 
 

の
隠
喩
と
し
て
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
の
み
で
は
な
く
、
再
生
に
つ
 
 

な
が
る
始
源
の
混
沌
と
し
て
の
機
能
を
そ
こ
に
見
て
い
た
の
で
は
あ
る
 
 

ま
い
か
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
が
『
蓬
莱
曲
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
 
 

そ
こ
で
は
こ
の
暗
い
水
底
の
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ス
が
死
か
ら
生
へ
の
動
 
 

轟
と
し
て
本
編
と
別
編
と
に
分
け
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
本
編
の
 
 

み
な
わ
 
冒
頭
部
で
は
「
泡
沫
の
如
く
に
失
行
く
浮
世
」
と
い
っ
た
よ
う
に
素
雄
 
 

の
旅
が
水
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
世
の
は
か
な
さ
を
示
す
 
 

と
と
も
に
素
雄
の
旅
が
死
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
 
 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
白
龍
と
出
会
う
場
面
（
第
二
句
第
五
場
）
 
 

た
ま
み
づ
た
き
け
ぷ
り
 
で
は
「
涛
水
」
、
「
た
き
つ
瀬
」
、
「
洩
姻
」
等
の
荒
れ
狂
う
水
の
イ
メ
I
 
 

う
ず
 
ジ
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
素
雄
が
自
分
を
「
渦
ま
き
恐
れ
る
底
簸
き
水
」
 
 

に
連
れ
込
ん
で
く
れ
と
白
龍
に
叫
ぶ
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
 
 

で
の
水
の
イ
メ
ー
ジ
も
や
は
り
死
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
ら
の
本
編
の
水
の
イ
メ
ー
ジ
は
囁
い
状
況
と
結
び
つ
き
死
へ
向
か
う
 
 

も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
本
編
の
水
の
イ
メ
ー
 
 

ジ
は
別
編
へ
の
移
行
に
伴
い
質
的
に
変
化
す
る
。
慈
航
湖
は
「
披
穏
か
」
、
 
 

や
は
ら
ぎ
う
み
 
 

「
水
滑
ら
か
」
、
「
岩
静
か
」
で
水
鳥
の
遊
ぶ
所
で
あ
る
。
「
和
平
の
湖
」
、
 
 

「
神
の
頓
に
入
る
可
き
水
」
と
し
て
描
か
れ
る
こ
の
慈
航
湖
の
穏
や
か
な
 
 

水
ほ
始
源
の
水
と
し
て
母
胎
の
よ
う
に
素
雄
を
包
み
、
「
酉
の
国
」
で
の
 
 

い
ぎ
な
 
 

新
た
な
生
へ
と
披
を
誘
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
水
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
を
背
景
に
、
表
面
で
ほ
素
雄
の
死
と
再
 
 

生
の
物
語
が
進
行
す
る
。
舞
台
ほ
死
の
影
を
深
く
帯
び
て
い
る
。
た
だ
 
 

し
、
こ
の
死
は
虚
構
の
中
で
の
死
で
あ
り
、
透
谷
が
現
実
に
お
い
て
学
 
 

ん
で
い
た
死
は
こ
の
虚
構
化
に
よ
っ
て
質
的
に
変
化
す
る
。
つ
ま
り
現
 
 

実
の
「
死
」
は
慈
航
湖
に
至
る
救
済
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
申
に
位
置
づ
 
 

け
ら
れ
る
こ
と
で
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
の
性
質
を
帯
び
る
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
冒
頭
部
分
で
語
ら
れ
る
素
雄
の
現
実
認
識
は
、
「
い
づ
こ
を
見
 
 

も
か
こ
 
 

し
も
と
 

ゼ
 
て
も
鞭
持
つ
鬼
／
わ
が
背
、
わ
が
面
を
囲
む
な
り
、
」
と
い
う
凄
ま
じ
い
 
 

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
世
は
鬼
の
住
む
地
獄
に
見
立
て
ら
れ
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
平
岡
氏
は
こ
の
詩
の
現
実
認
識
が
弱
く
、
混
乱
し
て
い
 
 

V
碓
凸
 
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
観
念
的
に
な
る
の
は
現
実
の
底
に
潜
む
魔
的
な
 
 

も
の
を
活
性
化
し
、
世
界
を
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
に
変
質
さ
せ
 
 

る
た
め
の
戦
略
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
、
詩
に
示
さ
れ
た
透
谷
の
 
 

現
実
認
識
が
甘
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
次
に
、
こ
の
世
が
 
 

地
獄
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
素
雄
自
身
も
「
鬼
の
姿
に
も
ま
が
ふ
べ
し
。
」
 
 

と
あ
る
よ
う
に
地
獄
の
住
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
素
雄
に
と
っ
て
 
 

人
間
と
し
て
在
る
こ
と
自
体
が
苦
痛
で
あ
っ
た
。
第
二
駒
第
二
填
で
素
 
 

ひ
さ
み
み
ず
 
雄
は
人
間
を
「
地
の
い
と
壕
き
ほ
と
り
に
楽
し
く
棲
」
む
「
地
龍
子
」
と
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け
が
 

は
な
た
づ
 

同
列
だ
と
し
、
人
間
の
「
嶺
れ
た
る
鼻
孔
」
、
「
爛
れ
た
る
口
」
、
「
膿
め
 
 

う
ち
 
 

は
ち
わ
た
く
づ
 
 

る
腸
」
、
「
壊
れ
た
る
内
神
」
等
に
つ
い
て
語
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
人
 
 

間
は
腐
敗
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
死
体
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
も
っ
 
 

と
も
素
雄
ほ
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
自
覚
し
、
そ
の
悲
惨
な
状
況
か
 
 

ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
戦
い
を
行
っ
て
い
る
点
で
周
囲
の
地
獄
と
は
は
 
 

っ
き
り
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
蓬
莱
曲
』
を
論
ず
る
場
合
よ
く
聞
 
 

う
 
 

ひ
と
 
 

か
み
 
 

題
と
な
る
内
な
る
「
神
性
」
と
「
人
性
」
と
の
戦
い
で
あ
り
、
「
お
の
れ
 
 

て
ふ
も
の
」
を
捨
て
よ
う
と
す
る
戦
い
で
あ
る
。
素
雄
の
戦
い
は
古
い
 
 

歴
史
的
な
存
在
の
形
骸
を
廃
重
し
、
そ
の
死
を
通
し
て
新
し
い
存
在
と
 
 

V
価
爪
 
 

し
て
生
ま
れ
か
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
僕
は
考
え
る
。
素
雄
は
 
 

（
2
7
）
 
 

加
入
者
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
の
場
で
あ
る
山
や
洞
窟
に
潜
み
入
り
、
山
 
 

頂
で
魔
王
と
そ
の
配
下
の
課
す
試
練
（
目
が
見
え
な
く
な
る
、
腕
や
足
 
 

が
動
か
な
く
な
る
）
 
に
耐
え
、
自
ら
の
肉
体
的
死
を
越
え
て
別
篇
「
慈
 
 

航
湖
」
で
再
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
蓬
莱
曲
』
の
構
成
は
 
 

支
離
滅
裂
ど
こ
ろ
か
実
に
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
 
 

た
、
『
楚
囚
之
詩
』
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
冒
頭
に
「
誤
 
 

っ
て
」
投
獄
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
投
獄
は
偶
然
で
は
な
く
、
イ
ニ
シ
エ
ー
 
 

シ
ョ
ン
の
舞
台
を
準
備
す
る
詩
的
必
然
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
素
雄
が
 
 

自
ら
積
極
的
に
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
に
潜
み
込
ん
だ
の
に
対
し
 
 

『
楚
囚
之
詩
』
の
主
人
公
は
終
始
受
動
的
で
あ
る
。
ま
た
故
郷
も
茫
洋
と
 
 

し
た
印
象
で
、
慈
航
湖
を
恋
人
と
舟
で
西
へ
向
か
う
「
蓬
莱
曲
別
篇
」
の
 
 

幕
切
れ
ほ
ど
深
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
も
『
蓬
莱
曲
』
に
み
ら
 
 

れ
る
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
原
型
は
は
っ
き
り
『
楚
囚
之
詩
』
の
中
に
 
 

見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
を
ま
ず
水
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
見
て
み
 
 

よ
う
。
『
ク
ブ
ラ
・
カ
ー
ン
』
と
『
老
水
夫
の
歌
』
で
は
や
ほ
り
水
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
の
変
化
が
鍵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
ク
ブ
ラ
・
カ
ー
 
 

ン
』
で
は
、
第
二
達
で
描
か
れ
る
聖
河
ア
ル
フ
の
荒
れ
狂
う
水
が
、
第
 
 

三
連
で
洞
窟
に
流
れ
落
ち
る
に
際
し
歓
楽
宮
の
影
を
映
す
穏
や
か
な
水
 
 

と
な
り
、
氷
の
洞
窟
と
重
ね
焼
き
に
さ
れ
る
。
第
四
連
で
は
夢
見
者
が
 
 

こ
の
「
陽
の
当
た
る
歓
楽
宮
と
氷
の
洞
窟
」
（
ゞ
s
亡
∋
ヨ
y
p
－
e
a
s
u
蒜
・
d
O
ヨ
e
 
 

w
宴
c
a
く
e
S
O
f
i
c
e
；
」
i
n
e
い
巴
を
恋
い
慕
う
の
で
あ
る
。
『
老
水
夫
の
歌
』
 
 

で
は
霧
と
氷
に
包
ま
れ
た
白
一
色
の
南
極
の
梅
（
＝
死
の
世
界
）
 
で
主
 
 

い
こ
ろ
 
 

人
公
は
神
聖
な
鳥
で
あ
る
白
い
ア
ホ
ウ
鳥
を
何
の
意
味
も
な
く
射
殺
す
 
 

（
第
一
部
）
。
そ
の
結
果
、
帰
路
、
船
が
赤
道
に
さ
し
か
か
る
と
風
が
や
 
 

み
、
太
陽
は
血
の
よ
う
な
色
に
な
り
、
海
は
腐
り
ネ
バ
ネ
バ
し
た
生
物
 
 

が
泳
ぎ
回
る
（
第
二
部
）
。
こ
れ
が
第
一
の
水
の
変
化
で
周
囲
は
完
全
に
 
 

死
の
世
界
と
化
す
の
で
あ
る
。
仲
間
は
全
員
死
に
一
人
だ
け
生
き
残
っ
 
 

（
2
8
）
 
 

た
主
人
公
は
死
ん
で
横
た
わ
っ
て
い
る
仲
間
達
の
眼
に
呪
わ
れ
る
。
祈
 
 

ろ
う
と
し
て
も
言
葉
が
出
な
い
。
そ
ん
な
中
で
月
の
出
と
共
に
月
に
美
 
 

し
く
照
ら
さ
れ
た
海
が
「
四
月
の
霜
が
広
が
る
よ
う
に
」
（
芸
「
i
k
e
A
p
r
i
l
 
 

h
O
a
r
⊥
r
O
S
t
S
p
r
e
a
d
㌔
こ
i
n
e
N
訟
）
見
え
、
そ
こ
で
海
ヘ
ビ
を
見
た
主
人
公
 
 

は
祈
る
力
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
（
第
四
部
）
。
こ
の
部
分
の
水
に
し
ろ
、
 
 

『
ク
ブ
ラ
・
カ
ー
ン
』
中
の
歓
楽
宮
の
影
を
映
す
水
に
し
ろ
、
主
人
公
の
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魂
の
再
生
、
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
の
軸
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
考
 
 

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
プ
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
 
 

に
お
い
て
は
主
人
公
達
は
実
際
に
死
に
は
し
な
い
。
し
か
し
、
詩
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
を
検
討
す
れ
ば
『
蓬
莱
曲
』
に
見
ち
れ
た
よ
う
な
「
イ
ニ
シ
エ
ー
 
 

シ
ョ
ン
的
死
」
は
は
っ
き
り
浮
か
ん
で
く
る
。
『
ク
リ
ス
夕
べ
ル
』
で
は
 
 

冬
枯
れ
の
夜
の
森
か
ら
リ
オ
ラ
イ
ン
卿
の
城
へ
の
ク
リ
ス
夕
べ
ル
の
歩
 
 

み
が
、
『
老
水
夫
の
歌
』
で
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
南
極
へ
 

道
ま
で
戻
る
航
海
が
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
へ
の
移
 
 

行
に
あ
た
る
。
ク
リ
ス
夕
べ
ル
も
老
水
夫
も
そ
こ
で
罪
を
犯
し
、
そ
の
 
 

た
め
苦
し
み
を
味
わ
う
。
彼
ら
の
苦
し
み
は
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
参
 
 

V
磯
爪
 
 

加
者
が
よ
り
高
次
な
存
在
と
し
て
再
生
す
る
た
め
に
経
験
す
る
試
練
に
 
 

あ
た
る
。
結
果
的
に
ク
リ
ス
夕
べ
ル
は
父
を
ジ
ュ
ラ
ル
ダ
イ
ン
に
奪
わ
 
 

れ
、
老
水
夫
も
終
始
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
放
浪
す
る
こ
と
に
な
 
 

る
わ
け
で
、
一
見
彼
ら
は
救
済
と
は
正
反
対
の
地
点
に
立
っ
て
い
る
よ
 
 

う
に
見
え
る
。
し
か
し
第
一
部
の
結
論
で
ク
リ
ス
夕
べ
ル
を
抱
い
て
眠
 
 

る
ジ
エ
ラ
ル
ダ
イ
ン
が
子
を
抱
く
母
に
見
立
て
ら
れ
（
第
三
〇
〇
－
三
 
 

〇
一
行
）
、
更
に
起
き
上
が
っ
た
ク
リ
ス
夕
べ
ル
が
幼
児
の
よ
う
に
微
笑
 
 

ん
だ
か
に
見
え
た
と
書
か
れ
て
い
る
（
第
三
一
⊥
1
三
一
八
行
）
 
こ
と
 
 

が
示
す
よ
う
に
、
ク
リ
ス
夕
べ
ル
の
苦
し
み
は
幼
少
時
へ
の
退
行
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
「
再
生
 
 

の
原
型
」
が
暗
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
老
水
夫
の
 
 

歌
』
で
も
主
人
公
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
第
四
部
で
決
定
的
な
体
験
を
 
 

す
る
わ
け
で
、
最
終
的
な
放
浪
に
お
い
て
も
自
分
の
経
験
を
誰
か
に
物
 
 

語
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
的
な
瞬
間
を
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
点
で
、
 
 

結
婚
式
の
一
団
よ
り
も
実
際
は
救
済
に
近
い
位
置
に
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

バ
ー
ク
が
示
し
た
よ
う
に
『
老
水
夫
の
歌
』
に
お
い
て
は
、
結
婚
問
題
 
 

に
連
な
る
イ
メ
ー
ジ
群
よ
り
も
ア
ヘ
ン
吸
飲
に
連
な
る
そ
れ
の
方
が
教
 
 

会
の
モ
テ
ィ
ー
フ
等
と
一
体
に
な
っ
て
よ
り
高
い
位
置
を
占
め
て
い
る
 
 

V
醐
爪
 
 
 

と
い
う
を
の
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る
と
思
わ
れ
る
。
『
ク
プ
ラ
・
カ
ー
ン
』
 
 

で
は
夢
見
者
の
属
す
る
世
界
の
住
人
は
彼
を
聖
な
る
が
故
に
恐
る
べ
き
 
 

者
と
し
て
遠
ざ
け
る
（
第
四
八
－
五
四
行
）
。
バ
ー
ク
は
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
 
 

ト
の
条
件
と
し
て
三
番
目
に
「
こ
の
世
に
在
る
に
は
素
晴
ら
し
す
ぎ
る
 
 

者
」
と
い
う
の
を
挙
げ
璧
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
は
、
共
に
死
が
新
た
な
 
 

生
と
結
び
つ
く
も
の
だ
と
い
う
点
で
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
と
 
 

重
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
資
質
を
も
つ
夢
見
者
の
目
指
す
歓
楽
 
 

（
3
2
）
 
 

宮
の
再
建
は
想
像
力
に
よ
る
詩
の
創
造
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
ろ
う
が
、
宗
 
 

教
的
人
間
に
と
っ
て
建
築
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
世
界
の
創
造
の
再
現
 
 

で
あ
り
、
従
っ
て
「
混
沌
か
ら
の
創
造
＝
死
を
越
え
た
再
生
」
と
い
う
 
 

V
輔
凸
 
 

宇
宙
的
リ
ズ
ム
と
の
共
感
の
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
れ
ば
、
自
分
 
 

の
属
し
て
い
る
世
界
を
離
れ
て
よ
り
高
次
の
領
域
（
こ
こ
で
は
彼
の
見
 
 

た
夢
の
世
界
）
 
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の
過
程
と
も
考
え
ら
れ
 
 

る
。
夢
の
中
で
は
歓
楽
宮
が
先
に
見
た
よ
う
に
水
に
そ
の
影
を
映
す
の
 
 

で
あ
り
、
こ
う
し
て
自
ら
を
始
源
の
混
沌
に
還
元
し
た
歓
楽
宮
は
、
「
陽
」
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今
ま
で
の
分
析
で
透
谷
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
作
品
の
比
較
は
一
応
終
 
 

了
し
た
。
し
か
し
、
二
人
の
類
似
は
資
質
だ
け
で
は
片
付
か
な
い
。
そ
 
 

れ
は
、
ロ
マ
ン
派
の
時
代
に
生
き
た
と
い
う
こ
と
が
二
人
に
大
き
く
影
 
 

響
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

西
洋
の
ロ
マ
ン
主
義
運
動
は
、
啓
蒙
思
想
を
介
し
た
古
典
主
義
か
ら
 
 

前
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
移
行
に
端
を
発
す
る
点
で
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
 
 

こ
の
移
行
に
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
が
、
美
学
 
 

的
前
提
の
変
化
以
上
に
興
味
深
い
の
は
こ
の
時
期
に
宗
教
的
世
界
観
が
 
 

大
き
く
揺
れ
動
い
た
こ
と
で
あ
る
。
啓
蒙
思
想
や
新
し
い
科
学
知
識
は
、
 
 

－
「
氷
」
、
「
歓
楽
宮
」
－
「
洞
窟
」
（
後
者
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
言
う
「
中
 
 

（
3
4
）
 
 

心
」
の
本
質
を
表
わ
す
、
山
－
洞
窟
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
ろ
う
）
と
 
 

い
っ
た
対
立
物
を
共
に
含
む
存
在
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
『
ク
プ
ラ
・
 
 

カ
ー
ン
』
で
は
夢
の
中
の
歓
楽
宮
の
変
化
と
夢
見
者
自
身
の
目
指
す
再
 
 

生
と
が
入
れ
子
状
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
を
整
理
し
て
み
る
と
、
透
谷
の
二
つ
の
長
編
詩
と
コ
ー
ル
リ
ッ
 
 

ジ
の
三
大
傑
作
詩
は
主
人
公
が
死
を
革
む
世
界
か
ら
自
ら
の
「
イ
ニ
シ
 
 

エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
を
バ
ネ
に
し
て
輝
か
し
い
聖
な
る
領
域
に
移
行
す
 
 

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
聖
な
る
領
域
は
特
に
水
の
 
 

イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

二
、
ロ
マ
ン
派
の
時
代
 
 

従
来
の
宗
教
的
世
界
観
を
解
体
し
て
い
っ
た
。
患
た
一
七
六
〇
年
代
に
 
 

イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
っ
た
産
業
革
命
は
、
物
質
文
明
の
急
激
な
発
展
を
も
 
 

た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
「
非
聖
偶
〕
の
進
行
の
中
で
生
じ
た
 
 

前
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
へ
と
続
く
流
れ
は
、
古
典
主
義
に
対
 
 

時
し
、
規
則
か
ら
の
自
由
を
主
張
す
る
点
で
は
啓
蒙
思
想
と
同
じ
で
あ
 
 

る
も
の
の
、
世
界
の
「
非
聖
化
」
に
抗
す
べ
く
あ
る
種
の
宗
教
的
探
求
 
 

を
行
お
う
と
し
た
点
で
啓
蒙
思
想
と
は
決
定
的
に
違
う
の
で
あ
る
。
で
 
 

は
、
そ
の
宗
教
的
探
求
と
は
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
？
C
・
 
 

M
・
バ
ウ
ラ
は
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
日
 
 

常
的
実
現
の
背
後
に
こ
の
世
界
の
本
当
の
秩
序
が
、
つ
ま
り
も
う
一
つ
 
 

の
よ
り
高
次
の
現
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
 
 

ョ
ン
に
よ
る
創
造
を
介
し
て
そ
れ
に
到
達
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
 
 

世
銀
門
 
 

る
。
つ
ま
り
ロ
マ
ン
派
は
宗
教
的
探
求
を
芸
術
的
創
造
の
中
に
持
ち
込
 
 

ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
以
前
の
芸
術
家
達
が
宗
教
的
主
題
を
取
 
 

り
扱
う
場
合
と
は
事
情
が
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
の
芸
術
 
 

家
達
が
宇
宙
の
階
層
的
秩
序
と
し
て
の
聖
秩
序
を
前
提
に
創
作
し
て
い
 
 

る
一
方
、
ロ
マ
ン
派
は
俗
化
し
た
外
界
に
対
す
る
内
部
の
世
界
の
優
越
 
 

を
信
じ
、
イ
マ
ジ
ネ
」
ン
、
ヨ
ン
に
よ
る
創
造
の
中
に
救
済
の
鍵
を
見
て
 
 

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
派
の
一
人
と
し
て
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
も
詩
の
 
 

中
で
、
と
り
わ
け
本
論
で
取
り
上
げ
た
三
大
傑
作
詩
の
中
で
自
分
の
卒
 
 

む
死
と
時
代
の
卒
む
死
と
を
も
う
一
つ
の
現
実
に
結
び
つ
け
、
乗
り
越
 
 

え
よ
う
と
し
た
の
だ
と
僕
は
考
え
る
。
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結
論
 
 

以
上
、
本
論
で
は
透
谷
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
比
較
と
い
う
問
題
を
作
 
 

品
の
構
造
と
時
代
状
況
と
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
考
え
て
き
た
。
ま
ず
第
 
 

一
章
で
は
作
品
を
比
較
し
た
結
果
、
二
人
の
詩
は
死
を
学
ん
だ
世
界
に
 
 

あ
る
主
人
公
が
水
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
た
聖
な
る
領
域
へ
自
ら
の
 
 

「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
を
媒
介
に
し
て
移
行
す
る
と
い
う
構
造
を
 
 

で
は
日
本
の
ロ
マ
ン
派
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
透
谷
の
生
 
 

き
た
当
時
の
日
本
を
考
え
て
み
れ
ば
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
 
 

が
わ
か
る
。
古
来
の
日
本
の
精
神
的
な
遺
産
は
新
し
い
時
代
の
披
に
押
 
 

し
競
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
「
非
聖
化
」
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
中
、
生
 
 

来
超
自
然
的
な
も
の
に
敏
感
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
透
谷
が
生
き
る
上
で
、
先
 
 

に
見
た
よ
う
な
西
洋
ロ
マ
ン
派
の
精
神
を
吸
収
す
る
こ
と
は
大
き
な
意
 
 

味
を
持
っ
た
に
違
い
な
い
。
透
谷
が
．
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
を
は
じ
め
 
 

と
す
る
幻
想
的
文
学
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
自
分
の
革
む
 
 

死
の
問
題
を
詩
の
創
造
と
結
び
つ
け
、
死
と
対
決
し
た
彼
方
に
救
済
の
 
 

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
据
え
る
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
死
」
を
芸
術
的
虚
構
 
 

と
し
て
結
晶
さ
せ
自
ら
の
象
徴
的
死
－
再
生
の
契
機
と
な
し
、
同
時
に
 
 

当
時
の
物
質
的
主
義
に
対
時
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
世
に
問
う
こ
と
 
 

が
で
き
た
か
疑
問
で
あ
る
。
透
谷
は
ま
さ
し
く
も
う
一
つ
の
現
実
を
求
 
 

め
た
ロ
マ
ン
派
の
流
れ
に
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
『
楚
囚
之
詩
』
と
『
ク
リ
 
 

ス
夕
べ
ル
』
で
は
水
の
イ
メ
ー
ジ
は
顕
著
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
 
 

二
つ
の
詩
は
、
他
の
三
つ
の
詩
と
ま
と
め
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
 
 

媒
介
項
で
あ
る
「
死
」
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
れ
ば
そ
れ
が
わ
か
る
。
本
 
 

論
で
は
紙
幅
の
都
合
上
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
媒
介
項
で
 
 

あ
る
「
死
」
と
深
く
結
び
つ
い
た
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
「
女
性
」
と
「
音
 
 

楽
」
を
有
す
る
点
で
も
透
谷
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
は
一
致
し
て
い
る
 
 

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
『
楚
囚
之
詩
』
と
『
ク
リ
ス
夕
べ
ル
』
が
先
 
 

の
構
造
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
次
に
 
 

第
二
章
で
ほ
、
こ
の
よ
う
な
構
造
が
宗
教
と
詩
の
給
合
を
必
要
と
し
た
 
 

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
の
中
で
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
に
結
実
し
、
更
 
 

に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
遅
れ
て
産
業
革
命
が
起
こ
っ
た
当
時
 
 

の
日
本
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
マ
ン
派
の
後
を
受
け
た
透
谷
の
詩
に
結
 
 

実
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
二
人
の
共
通
点
は
よ
 
 

り
広
く
深
く
論
じ
ら
れ
て
い
け
ば
、
洋
の
東
西
を
越
え
た
文
学
の
比
較
 
 

の
基
盤
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
以
上
が
本
論
の
結
論
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
本
論
で
は
透
谷
と
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
類
似
に
的
を
凝
っ
て
話
 
 

を
進
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
二
人
の
違
い
も
比
較
文
学
・
比
較
文
化
 
 

の
見
地
か
ら
見
て
お
こ
う
と
思
う
。
透
谷
の
詩
で
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
 
 

れ
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
が
混
乱
し
て
い
る
（
こ
の
混
乱
は
作
 
 

品
自
体
の
構
造
の
一
貫
性
に
は
抵
触
し
な
い
）
。
こ
れ
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
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の
詩
に
見
ら
れ
る
十
分
に
消
化
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
 
 

全
く
違
う
も
の
で
あ
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
 
 

啓
蒙
思
想
を
介
し
た
上
で
新
た
に
内
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
、
そ
の
 
 

中
で
カ
ト
リ
ッ
ク
的
イ
メ
ー
ジ
に
遡
っ
た
の
で
あ
り
、
一
方
透
谷
は
明
 
 

治
初
期
の
日
本
に
生
き
、
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
も
啓
蒙
思
想
も
ロ
マ
ン
 
 

主
義
も
ほ
ぼ
同
時
に
吸
収
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
透
谷
の
 
 

作
品
中
に
見
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
が
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
違
っ
 
 

て
混
乱
し
た
も
の
と
な
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
教
的
要
素
が
 
 

混
入
し
た
の
は
透
谷
が
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
違
い
 
「
他
界
」
の
具
体
的
観
 
 

念
を
形
成
し
た
西
洋
の
神
秘
思
想
を
よ
く
知
ら
ず
、
従
っ
て
「
蓬
莱
曲
 
 

と
こ
よ
 
 

別
篇
」
制
作
に
あ
た
っ
て
は
従
来
の
日
本
の
他
界
観
（
常
世
）
を
持
ち
 
 

こ
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

透
谷
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
の
上
で
の
混
乱
も
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
は
大
き
 
 

く
違
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
二
人
の
力
量
の
差
と
い
う
よ
り
も
、
透
 
 

谷
の
生
き
た
時
代
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
な
に
し
ろ
 
 

『
楚
囚
之
詩
』
に
至
っ
て
は
『
於
母
影
』
す
ら
発
表
さ
れ
て
い
な
い
時
期
 
 

に
書
か
れ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
透
谷
の
試
み
は
や
は
り
腐
敗
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
に
取
り
つ
か
れ
て
い
た
詩
人
、
萩
原
朔
太
郎
に
受
け
つ
が
れ
、
そ
 
 

こ
で
初
め
て
見
事
な
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
結
実
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
も
っ
と
も
皆
無
で
は
な
い
。
評
論
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
の
申
で
一
ケ
 
 

所
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
言
及
し
た
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
名
を
挙
げ
 
 

て
あ
る
と
い
っ
た
表
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
評
論
、
ひ
い
て
は
透
 
 

谷
に
お
け
る
「
救
済
に
つ
な
が
る
恋
愛
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
 
 

持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
佐
藤
善
也
「
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
透
 
 
 
谷
」
（
r
日
本
文
学
」
日
本
文
学
協
会
編
。
二
三
 

1
七
。
昭
和
四
九
年
七
月
 
 

号
）
参
照
。
 
 

（
2
）
 
C
．
M
．
B
O
W
r
a
」
碧
こ
ざ
喜
邑
打
訂
長
吉
巨
富
（
ど
コ
d
O
コ
‥
O
x
f
3
d
 
U
P
一
 
 

l
㊥
u
O
）
p
p
．
－
u
？
－
u
0
0
参
照
 
 

（
3
）
 
…
A
s
i
；
一
t
h
e
A
】
b
a
t
r
O
S
S
】
h
a
d
b
e
e
⊃
a
C
h
計
t
訂
⊃
S
O
u
－
㌧
．
（
－
i
⊃
e
訟
）
と
あ
 
 

る
よ
う
に
、
た
だ
の
鳥
で
は
な
い
。
ナ
イ
ト
（
G
．
W
i
ニ
O
n
K
n
肯
h
t
｝
3
内
 
 

診
慕
こ
ぎ
完
∵
ぎ
賢
竺
ぎ
旨
旬
最
古
息
女
許
S
モ
n
d
O
コ
‥
ヨ
e
t
h
u
e
⊃
一
 
 

】
茂
宰
〓
‥
．
〈
C
O
訂
已
g
e
．
∽
D
‡
コ
e
C
O
∋
e
d
y
こ
や
ウ
ォ
レ
ン
（
R
O
b
e
ユ
P
e
⊃
n
 
 

W
a
∋
川
n
∴
．
A
P
O
e
ヨ
O
f
P
u
r
e
首
a
恥
ぎ
裟
○
コ
‥
A
⊃
E
x
p
e
r
i
ヨ
e
コ
ニ
コ
R
e
a
d
ぎ
加
…
↓
 
 

5
．
哲
患
c
、
＆
詳
h
竜
エ
N
Y
‥
R
a
⊃
d
O
ヨ
〓
O
u
S
e
」
㊥
詮
〓
の
よ
う
に
「
聖
な
る
 
 

鳥
」
と
い
う
解
釈
が
一
般
的
だ
が
、
ウ
ェ
イ
リ
（
G
e
O
r
恥
e
W
h
a
－
－
e
y
∴
↓
h
e
 
 

M
a
r
ぎ
e
r
a
⊃
d
t
h
e
A
l
b
a
ぎ
∽
S
｝
∵
i
コ
K
a
t
≡
e
e
⊃
C
O
b
u
⊇
〉
e
d
．
▼
C
Q
、
雫
、
身
内
㌧
ゝ
 
 

C
Q
欝
c
許
3
鼠
C
ヽ
賢
c
已
n
記
号
功
一
N
J
‥
P
r
e
コ
t
訂
・
H
巴
〓
晋
」
丁
）
の
よ
う
に
 
 

創
造
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
見
る
人
も
い
る
。
 
 

（
4
）
 
小
田
切
秀
雄
『
北
村
透
谷
論
』
近
代
文
学
研
究
双
書
（
八
木
書
店
。
昭
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和
四
五
年
）
四
四
頁
、
一
〇
五
頁
、
ニ
ー
五
頁
。
 
 

（
5
）
 
平
岡
敏
夫
『
北
村
透
谷
研
究
」
（
有
精
堂
。
昭
和
四
二
年
）
一
三
六
頁
。
 
 

（
6
）
 
笹
淵
友
一
『
文
学
界
と
そ
の
時
代
』
上
（
明
治
書
院
。
昭
和
三
四
年
）
 
 

三
二
〇
頁
。
 
 

（
7
）
 
太
田
三
郎
「
透
谷
と
バ
イ
ロ
ン
・
エ
マ
ソ
ン
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
 
 
 

一
七
－
三
。
昭
和
二
七
年
三
月
号
）
一
一
－
一
二
頁
。
 
 

（
8
）
 
勝
本
清
一
郎
「
透
谷
の
宗
教
思
想
」
、
「
透
谷
文
学
の
生
命
」
『
北
村
透
 
 

谷
』
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
（
有
精
堂
。
昭
和
四
七
年
）
五
四
－
五
五
 
 

頁
、
七
六
頁
。
 
 

（
9
）
 
北
川
透
『
（
幻
境
）
 
へ
の
旅
－
北
村
透
谷
、
試
論
Ⅰ
』
（
冬
樹
社
。
昭
和
 
 

四
九
年
）
一
八
三
1
一
八
四
頁
。
 
 

（
1
0
）
 
笹
淵
『
文
学
界
と
そ
の
時
代
」
上
。
三
三
九
1
三
四
二
頁
。
 
 

（
1
1
）
 
太
田
三
郎
「
「
蓬
莱
曲
」
と
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
」
の
比
較
研
究
」
（
r
国
語
 
 

と
国
文
学
』
二
七
－
五
。
昭
和
二
五
年
五
月
号
）
四
四
－
四
六
頁
。
太
田
 
 

「
透
谷
と
バ
イ
ロ
ン
・
エ
マ
ソ
ン
」
一
三
－
一
班
頁
。
 
 

（
1
2
）
 
W
a
コ
e
⊃
∴
づ
u
r
e
I
ヨ
a
m
i
コ
a
t
i
O
n
…
－
p
．
N
u
P
N
缶
】
N
怠
．
 
 

（
1
3
）
 
K
コ
i
g
h
t
▼
哲
雫
、
デ
p
．
彗
一
望
．
 
 

（
1
4
）
 
M
a
u
d
 
B
O
d
k
i
n
〉
ゝ
r
c
評
者
已
語
芽
r
3
h
訂
句
Q
温
々
．
・
ヽ
薫
C
ぎ
、
長
打
已
 
 

姿
邑
軒
岩
ミ
ぎ
長
詩
邑
ぎ
（
「
○
⊃
d
O
⊃
‥
O
x
叫
O
r
d
U
月
一
－
お
ふ
）
p
・
窒
，
＄
・
 
 

（
1
5
）
 
l
b
i
d
も
P
．
巴
・
篭
．
 
 

（
1
6
）
 
l
b
i
d
．
こ
r
遥
 
 

（
1
7
）
 
K
e
n
n
e
t
h
 
B
u
r
k
e
一
⊇
ニ
ざ
訂
阜
ざ
旦
ご
す
5
こ
ぎ
ヨ
∴
ぎ
許
ニ
 
 

や
S
訂
、
訂
ゝ
c
許
3
 
（
い
r
d
e
d
．
㌔
e
く
‥
B
e
r
k
e
l
y
‥
U
O
『
C
a
－
i
f
O
⊇
i
a
P
」
当
山
）
 
 

P
P
．
い
竿
ぃ
や
 
 

（
1
8
）
 
バ
ー
ク
の
用
語
で
言
え
ば
ア
ヘ
ン
中
毒
と
い
う
作
品
外
の
 
「
状
況
」
 
 

（
s
i
t
u
a
t
i
O
コ
S
）
が
作
品
の
「
戦
略
」
（
s
t
r
a
t
e
m
蒜
．
S
）
に
反
映
し
、
「
等
価
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
群
」
（
e
q
u
a
t
i
O
コ
S
）
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
1
9
）
 
B
u
r
k
e
ト
許
「
白
蔓
句
Q
∃
．
p
P
．
N
†
N
¢
ヨ
〉
や
㌔
 
 

（
2
0
）
 
M
喜
．
e
a
 
E
ニ
a
d
e
一
見
盲
♂
b
ざ
さ
已
「
彗
軋
－
せ
蔓
S
訂
∴
∴
⊇
へ
印
宍
安
室
ぎ
 
 

訂
き
毒
害
C
Q
已
§
葛
r
n
蔓
訂
寮
h
§
軋
ゝ
ヽ
C
訂
軒
家
註
、
訂
♪
t
r
a
n
S
．
P
h
i
音
 
 

M
a
i
r
e
t
（
〓
a
召
e
r
↓
O
r
C
h
b
0
0
k
s
こ
苫
○
‥
N
Y
‥
H
a
扁
e
l
a
n
d
 
R
O
W
こ
や
讃
）
 
 

写
N
N
†
N
N
A
に
特
に
こ
の
「
死
」
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
 
 

エ
リ
ア
ー
デ
の
言
う
「
中
心
」
、
「
聖
な
る
時
間
及
び
空
間
」
（
も
し
く
は
 
 

ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
〔
h
i
e
r
O
P
h
a
⊃
i
e
s
】
）
、
「
歴
史
的
時
間
の
廃
棄
」
等
も
す
 
 

べ
て
こ
の
特
殊
な
「
死
」
に
結
び
つ
く
。
こ
の
「
特
殊
な
」
と
い
う
の
は
 
 

も
ち
ろ
ん
現
代
人
の
観
点
か
ら
見
て
で
あ
り
、
「
宗
教
的
人
間
」
、
「
ア
ル
 
 

カ
イ
ッ
ク
な
社
会
の
人
間
」
等
の
言
葉
で
エ
リ
ア
ー
デ
が
表
現
す
る
人
々
 
 

の
間
で
は
、
こ
れ
が
日
々
の
生
活
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
の
が
エ
リ
 
 

ア
ー
デ
の
考
え
で
あ
る
。
 
 

（
2
1
）
 
l
b
芦
 
 

（
2
2
）
 
M
訂
e
a
 
E
ニ
a
d
e
．
⊇
内
句
Q
童
m
喜
軋
、
訂
C
⊇
C
交
代
．
∴
ぎ
二
9
冬
芽
n
喜
 
 

短
ヽ
寛
ぎ
完
叫
亀
ゝ
訂
訂
5
さ
冨
⊃
S
．
S
t
e
p
h
e
n
C
O
已
⊃
（
N
⊃
d
e
d
∴
C
h
i
c
a
g
O
‖
U
O
f
 
 

C
h
i
c
a
0
0
O
P
」
雪
空
p
p
．
－
訟
⊥
詮
．
 
 

（
2
3
）
 
－
b
i
d
．
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（
2
4
）
 
桶
谷
秀
昭
『
近
代
の
奈
落
』
（
国
文
杜
。
昭
和
四
三
年
）
三
七
真
及
び
 
 

こ
れ
を
批
判
し
、
．
魚
を
「
国
民
」
（
透
谷
個
人
で
な
く
）
 
で
あ
る
と
し
た
 
 

平
岡
敏
夫
「
続
北
村
透
谷
研
究
」
（
有
精
堂
。
昭
和
四
六
年
）
二
八
七
－
 
 

二
九
〇
頁
な
ど
。
 
 

（
2
5
）
 
平
岡
r
北
村
透
谷
研
究
」
一
五
六
－
一
五
八
頁
。
 
 

（
2
6
）
 
「
近
代
的
自
我
」
の
問
題
等
が
こ
の
「
戦
い
」
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
 
 

は
確
か
だ
ろ
う
が
、
死
を
超
え
た
彼
方
に
新
し
い
生
が
始
ま
る
と
い
う
作
 
 

品
全
体
の
構
造
の
中
で
「
戦
い
」
が
果
た
す
役
割
り
を
考
え
て
み
る
こ
と
 
 

も
必
要
だ
ろ
う
。
 
 

（
2
7
）
 
五
釆
垂
「
続
仏
教
と
民
俗
し
（
角
川
選
書
9
9
。
角
川
書
店
昭
和
五
四
年
）
 
 
 

一
一
三
1
二
四
真
に
日
本
で
は
山
中
の
洞
窟
が
生
ま
れ
か
わ
り
の
世
界
 
 

で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
日
本
に
限
ら
な
 
 

い
だ
ろ
う
（
M
i
r
c
e
a
E
－
i
邑
e
〉
 
⊇
鴫
書
b
鼠
、
訂
聖
篭
喜
、
丸
亀
弓
3
．
t
r
a
n
∽
．
 
 

W
i
ニ
a
r
d
R
T
r
a
s
k
【
B
O
〓
i
⊃
恥
e
コ
S
e
ユ
決
×
「
≦
こ
茂
∽
‥
N
【
‥
P
ユ
⊃
C
e
ざ
n
U
P
｝
 
 
 

－
当
こ
p
p
J
N
一
N
－
参
照
）
。
 
 

（
錯
）
 
一
種
の
邪
限
 
言
e
E
く
i
－
ぜ
e
）
 
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
2
9
）
 
E
－
訂
d
e
Ⅶ
さ
、
～
ぎ
b
「
昌
S
♪
P
P
．
望
丁
ふ
ー
一
 
 

（
3
0
）
 
B
u
r
k
e
〉
ト
訂
⊇
童
ヽ
Q
ヽ
き
P
．
ゴ
．
 
 

（
3
1
）
 
－
b
i
d
．
｝
P
ゝ
〇
．
 
 

（
3
2
）
 
H
u
ヨ
P
h
q
〓
O
u
S
e
∴
犬
u
b
－
a
K
h
a
⊃
．
a
⊃
d
．
C
h
r
i
s
t
a
b
e
－
こ
∵
ぎ
≧
u
⊃
R
．
 
 

J
O
n
袋
a
コ
d
W
i
≡
a
∋
T
y
d
e
∋
a
⊃
〉
e
d
s
〉
 
C
Q
訂
「
、
身
内
㌧
⊇
m
ゝ
宍
訂
3
、
ミ
琶
訂
雪
 
 
 

彗
軋
（
芝
野
「
＞
革
声
 
（
C
a
s
e
b
0
0
k
S
e
r
訂
‥
ど
コ
d
O
コ
‥
M
a
c
∋
≡
a
n
」
当
山
）
 
 

p
p
．
N
≡
・
N
O
リ
 
 

（
3
3
）
 
E
】
i
a
d
e
▼
内
、
窄
ま
忘
已
弓
3
、
p
P
」
竿
N
】
．
 
 

（
3
4
）
 
○
－
i
く
i
e
r
B
e
i
恥
b
e
d
e
「
〉
卜
缶
や
ヨ
訂
、
ふ
焉
（
《
Q
u
e
S
a
訂
⊥
e
ヾ
》
こ
尭
∴
モ
 
 

翠
‥
P
a
計
一
・
P
r
認
∽
乳
U
コ
i
く
e
r
S
i
t
a
机
r
現
d
e
F
r
a
⊃
C
e
」
当
山
）
p
．
－
伽
参
照
。
 
 

（
3
5
）
 
d
誘
発
r
a
許
a
t
i
O
⊃
．
注
2
0
で
も
述
べ
た
よ
う
に
エ
リ
ア
ー
デ
は
現
代
に
 
 

お
け
る
聖
な
る
も
の
の
衰
退
を
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
こ
の
言
稟
（
も
 
 

し
く
は
「
非
神
話
化
」
【
d
e
ヨ
y
t
h
i
c
i
z
a
t
訂
コ
‥
こ
れ
は
主
に
神
話
に
関
し
 
 

て
］
、
「
世
俗
化
」
官
邑
a
ニ
z
a
t
i
O
ヱ
と
い
っ
た
言
葉
）
を
使
う
。
 
 

（
3
6
）
 
B
O
W
r
a
」
紆
毒
蕪
更
訂
p
p
．
T
u
こ
い
－
N
N
・
N
ふ
．
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