
一
、
序
言
 
 

鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
受
容
の
問
題
に
就
い
て
ほ
、
既
に
大
島
田
人
民
の
 
 

「
鴎
外
と
イ
プ
セ
ン
」
 
（
『
明
治
大
正
文
学
研
究
』
、
昭
詑
・
7
）
や
重
 
 

松
泰
雄
氏
の
「
森
鴎
外
論
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
、
昭
4
3
・
4
）
等
に
於
 
 

い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
問
題
を
主
題
化
し
た
も
の
で
は
な
 
 

い
が
、
小
堀
桂
一
郎
氏
の
 
『
森
鴎
外
－
文
業
解
題
 
靭
帯
篇
』
（
岩
波
 
 

書
店
、
昭
5
7
・
3
）
 
に
於
い
て
も
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
受
容
の
問
題
が
扱
 
 

わ
れ
て
い
る
。
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
受
容
の
展
開
を
敢
え
て
図
式
化
す
る
 
 

な
ら
ば
、
時
代
的
に
三
つ
に
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
明
治
二
十
 
 

年
代
は
 
「
喰
は
ず
嫌
い
」
 
の
時
代
で
あ
り
、
明
治
三
十
年
代
ほ
イ
プ
セ
 
 

ン
本
格
摂
取
の
時
代
で
あ
り
、
明
治
四
十
年
代
以
降
は
、
そ
れ
ま
で
の
 
 

イ
プ
セ
ン
受
容
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
鴎
外
が
イ
プ
セ
ン
の
作
品
世
界
 
 

に
対
し
て
価
値
づ
け
を
行
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
四
十
年
代
 
 

鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
観
の
構
造
 
 

瓜
 
生
 
研
 
二
 
 
 

以
降
の
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
観
に
就
い
て
は
、
右
の
諸
論
文
の
見
解
は
異
 
 

な
っ
て
い
る
。
重
松
、
大
島
両
氏
は
、
鴎
外
は
イ
プ
セ
ン
を
終
始
肯
定
 
 

的
に
捉
え
て
い
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
小
堀
氏
は
、
 
 

明
治
四
十
年
以
降
、
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
熟
は
次
第
に
冷
め
て
い
き
、
大
 
 

正
二
年
の
「
ノ
ラ
解
題
」
執
筆
時
に
於
い
て
は
、
鴎
外
の
内
心
の
イ
プ
 
 

セ
ン
熟
は
全
く
冷
め
き
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
わ
れ
 
 

わ
れ
は
右
の
諸
論
文
と
は
異
な
り
、
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
観
を
一
元
的
な
 
 

も
の
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
三
層
に
分
か
ち
得
る
重
層
的
な
構
造
 
 

を
有
し
て
い
る
と
の
立
場
を
と
る
。
即
ち
鴎
外
は
、
イ
プ
セ
ン
初
期
の
 
 

オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
主
義
に
貫
か
れ
て
い
る
浪
漫
劇
に
対
 
 

し
て
は
肯
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中
期
の
所
謂
「
問
題
 
 

劇
」
に
対
し
て
は
、
否
定
的
で
冷
淡
な
態
度
を
示
し
、
さ
ら
に
晩
年
の
 
 

懐
疑
と
絶
望
の
色
彩
の
濃
い
象
徴
的
、
神
秘
的
な
劇
作
に
対
し
て
ほ
、
 
 

微
温
的
な
共
感
乃
至
観
照
的
態
度
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
 
 

鴎
外
ほ
こ
う
し
た
重
層
的
な
イ
プ
セ
ン
像
を
抱
き
な
が
ら
次
第
に
イ
ブ
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セ
ソ
か
ら
離
れ
て
い
く
が
、
初
期
の
浪
漫
劇
の
ブ
ラ
ソ
像
に
対
し
て
は
 
 

そ
の
後
も
愛
着
を
抱
き
続
け
、
ブ
ラ
ン
の
峻
厳
な
理
想
主
義
ほ
晩
年
の
 
 

鴎
外
の
創
作
倫
理
に
於
け
る
規
範
と
な
っ
た
。
 
 

（
1
）
 
 
 

二
、
イ
プ
セ
ン
と
の
出
会
い
と
受
容
 
 

日
本
に
於
け
る
イ
プ
セ
ン
紹
介
は
、
坪
内
造
造
の
「
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
 
 

イ
プ
セ
ン
」
 
（
明
2
5
・
1
1
、
後
に
 
『
梨
園
落
莫
』
所
収
）
を
も
っ
て
そ
の
 
 

囁
矢
と
す
る
。
そ
し
て
翻
訳
も
抄
訳
な
が
ら
高
安
月
郊
が
そ
の
翌
年
に
 
 

イ
プ
セ
ン
の
 
『
民
衆
の
敵
』
、
『
人
形
の
家
』
を
訳
出
し
て
い
る
。
そ
の
 
 

後
、
金
子
筑
水
、
高
山
樗
牛
の
紹
介
、
岸
上
質
軒
の
翻
訳
が
続
き
、
鴎
 
 

外
自
身
も
『
ブ
ラ
ン
』
 
の
抄
訳
を
「
牧
師
」
（
『
高
年
州
』
、
明
3
6
・
6
 
 

－
9
）
と
題
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
鴎
外
は
日
本
に
於
け
る
西
洋
文
学
 
 

紹
介
に
於
い
て
、
い
く
た
び
か
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
続
け
て
き
た
 
 

が
、
こ
と
イ
プ
セ
ン
紹
介
に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
役
割
を
担
わ
な
か
 
 

っ
た
。
そ
し
て
明
治
三
十
九
年
の
イ
プ
セ
ン
の
死
を
葵
城
に
日
本
で
も
 
 

に
わ
か
に
イ
プ
セ
ン
熱
が
高
ま
り
、
以
後
自
然
主
義
陣
営
の
人
々
が
中
 
 

心
と
な
り
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
翻
訳
、
紹
介
が
相
次
ぎ
、
 
 

イ
プ
セ
ン
の
作
品
ほ
日
本
の
文
壇
、
劇
壇
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
鴎
外
が
い
つ
イ
プ
セ
ン
の
作
品
に
触
れ
た
の
か
を
明
確
に
 
 

断
ず
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

鴎
外
の
留
学
時
代
（
一
入
八
四
－
八
年
）
 
の
ド
イ
ツ
ほ
、
イ
プ
セ
ン
 
 

熱
の
高
ま
り
の
な
か
で
彼
の
新
作
の
発
表
は
一
つ
の
事
件
で
す
ら
あ
っ
 
 

た
。
ド
イ
ツ
ほ
、
イ
プ
セ
ン
劇
の
受
容
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
早
く
、
 
 

か
つ
広
汎
に
行
わ
れ
た
国
で
あ
り
、
一
入
七
九
年
の
 
『
人
形
の
家
』
以
 
 

来
、
イ
プ
セ
ン
は
、
急
進
的
な
社
会
思
想
家
と
し
て
扱
わ
れ
、
彼
の
劇
 
 

作
は
 

震
憾
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
状
況
下
の
ド
イ
 
 

ツ
へ
留
学
し
た
鴎
外
は
、
別
段
イ
ブ
セ
ソ
の
作
品
に
触
れ
ず
と
も
、
当
 
 

時
通
俗
的
に
広
く
流
布
し
て
い
た
自
然
主
義
的
な
「
問
題
劇
」
の
劇
作
 
 

家
と
い
う
イ
プ
セ
ン
像
を
受
け
入
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
但
 
 

し
鴎
外
は
イ
プ
セ
ン
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
よ
う
で
、
「
猫
逸
日
記
」
に
 
 

は
イ
プ
セ
ン
に
関
す
る
言
及
は
全
く
な
い
。
ま
た
留
学
中
の
読
書
生
活
 
 

（
2
）
 
 

に
就
い
て
ほ
中
村
ち
よ
氏
の
実
証
的
な
研
究
が
あ
る
が
、
イ
プ
セ
ン
の
 
 

名
は
そ
こ
に
も
出
て
こ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ブ
セ
ソ
初
期
の
理
想
 
 

主
義
的
な
浪
漫
劇
を
軽
視
し
、
ま
だ
刊
行
さ
れ
始
め
た
ば
か
り
の
後
期
 
 

の
懐
疑
的
な
色
彩
を
も
つ
象
徴
劇
を
十
分
に
受
容
し
切
れ
ず
、
た
だ
急
 
 

進
的
な
社
会
思
想
家
と
い
う
イ
プ
セ
ソ
の
全
体
像
の
一
面
し
か
み
え
て
 
 

い
な
か
っ
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
通
俗
的
な
イ
プ
セ
ン
観
と
、
鴎
外
 
 

の
浪
漫
的
抒
情
を
等
し
と
す
る
彼
本
来
の
文
学
的
嗜
好
を
合
わ
せ
て
考
 
 

え
る
な
ら
ば
、
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
 
 
 

こ
う
し
て
鴎
外
は
明
治
二
十
一
年
に
帰
国
し
、
以
後
華
々
し
い
文
芸
 
 

活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
早
く
も
そ
の
翌
年
「
今
の
諸
家
の
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小
詮
論
を
讃
み
て
」
（
『
柵
草
紙
』
明
2
2
・
1
1
）
に
於
い
て
イ
プ
セ
ン
の
 
 

（
3
）
 
 

名
が
登
場
す
る
。
遁
造
に
よ
る
本
邦
初
の
イ
プ
セ
ン
紹
介
の
三
年
前
で
 
 

あ
る
。
但
し
、
そ
こ
に
於
い
て
イ
プ
セ
ン
ほ
、
空
想
の
融
化
を
経
な
い
 
 

で
創
作
す
る
自
然
主
義
作
家
ゾ
ラ
を
攻
撃
す
る
文
脈
の
な
か
で
そ
の
同
 
 

額
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
「
イ
プ
セ
ン
」
と
い
う
 
 

固
有
名
詞
は
、
伝
統
的
古
典
主
義
美
学
を
否
定
し
て
、
低
俗
な
る
も
の
、
 
 

醜
悪
な
る
も
の
を
露
骨
に
叙
述
し
て
い
る
と
鴎
外
が
見
倣
し
た
自
然
主
 
 

義
文
学
の
旗
頭
ゾ
ラ
を
攻
撃
す
る
文
脈
に
於
い
て
、
単
に
ゾ
ラ
と
同
類
 
 

の
、
個
性
も
内
実
も
な
い
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
担
っ
た
記
ロ
マ
と
し
て
 
 

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
イ
プ
セ
ン
認
識
の
パ
タ
 
 

ー
ン
ほ
、
明
治
二
十
年
代
の
イ
プ
セ
ン
言
及
に
於
い
て
は
ぼ
一
貫
し
て
 
 

お
り
、
イ
プ
セ
ン
は
殆
ど
ゾ
ラ
批
判
と
の
関
連
で
の
み
扱
わ
れ
た
。
 
 
 

し
か
し
明
治
三
十
二
年
の
小
倉
時
代
以
降
、
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
言
及
 
 

ほ
、
イ
プ
セ
ン
そ
れ
自
体
の
関
心
に
基
づ
い
た
彼
の
個
性
に
着
目
し
た
 
 

も
の
と
な
り
、
彼
の
作
品
の
具
体
的
言
及
や
翻
訳
が
出
て
く
る
の
で
あ
 
 

る
。
こ
の
よ
う
な
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
言
及
の
質
的
変
容
に
着
日
す
る
な
 
 

ら
ば
、
彼
の
イ
プ
セ
ン
と
の
本
格
的
な
出
会
い
ほ
、
小
倉
時
代
を
契
磯
 
 

に
な
さ
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
鴎
外
文
庫
の
イ
プ
セ
ン
本
は
刊
年
未
詳
の
十
八
冊
の
レ
ク
 
 

ラ
ム
文
庫
本
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
版
の
二
種
類
の
独
訳
全
集
と
か
ら
成
っ
 
 

て
い
る
。
全
集
の
一
つ
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
本
国
で
の
初
の
全
集
刊
行
に
 
 

合
わ
せ
て
一
入
九
八
年
か
ら
一
九
〇
四
年
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
全
 
 

集
で
あ
り
、
鴎
外
文
庫
に
は
全
十
巻
中
、
一
、
二
、
九
巻
の
み
存
す
る
。
 
 

も
う
一
つ
の
全
集
は
、
一
九
二
年
発
行
の
も
の
で
、
鴎
外
文
庫
に
は
 
 

全
五
巻
す
べ
て
揃
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
鴎
外
ほ
、
イ
プ
セ
ン
の
作
 
 

品
を
す
べ
て
原
書
に
ょ
ら
ず
独
訳
本
で
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
 
 

を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

《
H
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e
s
p
e
n
s
t
e
r
》
 
 
 

《
D
i
e
 
S
t
監
N
m
n
 
d
e
r
 
G
e
s
e
〓
s
c
h
a
f
t
》
 
 
 

《
D
e
【
B
u
コ
d
 
d
e
r
 
J
u
g
e
n
d
》
 
 
 

《
D
a
s
 
F
e
s
t
 
a
u
f
S
O
－
h
a
u
鞠
》
 
 
 

《
嵩
e
d
d
a
 
G
a
b
l
e
r
》
 
 
 

《
N
O
r
d
i
s
c
h
e
 
H
e
e
r
f
a
h
r
t
》
 
 
－
 
 
 

（
東
大
総
合
図
書
館
請
求
番
号
順
）
 
 

と
こ
ろ
で
こ
の
十
八
冊
の
レ
ク
ラ
ム
本
は
、
最
初
の
全
集
の
欠
け
て
 
 

い
る
巻
に
あ
る
作
品
を
す
べ
て
網
羅
し
て
お
り
、
レ
ク
ラ
ム
本
と
最
初
 
 

の
全
集
は
補
完
関
係
に
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
鴎
外
ほ
、
本
格
的
 
 

な
イ
プ
セ
ン
摂
取
に
取
り
組
む
べ
く
、
既
に
手
元
に
あ
っ
た
レ
ク
ラ
ム
 
 

本
に
は
な
い
イ
プ
セ
ン
の
作
品
を
折
り
し
も
刊
行
さ
れ
始
め
た
最
初
の
 
 

全
集
で
順
次
揃
え
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
 
 
 

小
倉
時
代
以
降
の
本
格
的
な
イ
プ
セ
ン
摂
取
の
結
果
、
鴎
外
が
留
学
 
 

時
代
か
ら
抱
き
続
け
て
き
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
通
俗
的
な
イ
プ
セ
 
 

ン
像
ほ
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
イ
プ
セ
ン
初
 
 

期
の
理
想
主
義
的
な
浪
漫
劇
の
発
見
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
明
治
三
十
 
 

六
年
の
『
ブ
ラ
ン
』
の
抄
訳
「
牧
師
」
に
結
実
す
る
。
「
一
切
か
無
か
」
 
 

を
標
傍
し
、
あ
ら
ゆ
る
妥
協
を
排
し
、
己
の
理
想
の
実
現
に
邁
進
す
る
 
 

フ
ラ
ン
像
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
晩
年
に
到
る
ま
で
鴎
外
の
愛
す
る
と
 
 

こ
ろ
と
な
る
。
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鴎
外
の
第
二
の
イ
プ
セ
ン
像
の
修
正
は
、
イ
ブ
セ
ソ
劇
が
そ
の
構
成
 
 

に
於
い
て
、
自
然
主
義
的
な
放
縦
と
は
異
質
の
極
め
て
技
巧
的
な
も
の
 
 

で
あ
る
、
と
の
認
識
に
到
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
 
 

プ
セ
ン
研
究
に
於
い
て
ほ
、
従
来
の
、
自
然
主
義
的
な
手
法
に
よ
る
急
 
 

進
的
な
思
想
劇
と
い
う
視
座
か
ら
の
論
及
か
ら
、
次
第
に
イ
プ
セ
ン
劇
 
 

の
技
巧
的
側
面
へ
の
論
及
へ
と
研
究
の
力
点
が
移
行
し
始
め
て
い
た
が
、
 
 

鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
認
識
の
修
正
も
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
プ
セ
ン
 
 

研
究
の
潮
流
の
変
化
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
う
し
た
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
の
劇
作
技
巧
に
対
す
る
認
識
の
変
化
は
 
 

ま
ず
「
涼
休
銀
」
（
『
歌
舞
伎
』
明
3
3
・
7
）
に
腐
れ
た
。
彼
は
そ
の
 
 

と
く
ぎ
じ
や
う
は
く
わ
い
し
ゆ
ぎ
ぎ
じ
ん
 
 

な
か
で
、
「
…
…
イ
プ
セ
ン
が
徳
義
上
の
破
壊
主
義
を
擁
人
し
て
、
…
 
 

こ
ゝ
ろ
 
 

し
ん
り
じ
や
う
 
も
ん
だ
い
 
 
か
い
し
や
く
 
 

…
い
ろ
く
な
心
理
上
の
問
題
を
解
辞
し
や
う
と
試
み
た
の
も
、
ま
だ
 
 

き
l
ま
だ
 
 

け
い
し
き
は
く
わ
い
 
 

形
式
の
破
壊
と
し
て
は
際
立
っ
た
も
の
と
は
い
は
れ
ぬ
や
う
で
あ
つ
 
 

（
5
）
 
 

た
」
と
語
っ
て
い
る
。
や
が
て
鴎
外
は
、
こ
う
し
た
イ
プ
セ
ン
認
識
に
 
 

立
っ
て
、
後
年
、
田
山
花
袋
が
「
露
骨
な
る
措
寓
」
 
（
『
太
陽
』
明
3
7
・
 
 

2
）
に
於
い
て
、
創
作
に
於
け
る
無
技
巧
を
主
張
し
、
そ
の
範
例
と
し
 
 

て
イ
プ
セ
ン
を
挙
げ
た
際
、
花
袋
の
そ
う
し
た
無
見
識
を
批
判
す
る
こ
 
 

（
6
）
 
 

と
に
な
る
。
即
ち
鴎
外
は
「
妄
語
」
（
『
萬
年
州
』
明
3
7
・
3
）
に
於
い
 
 

て
、
「
普
通
の
義
で
い
ふ
技
巧
は
、
i
b
詔
n
 
な
ど
は
お
そ
ろ
し
く
手
に
 
 

（
7
）
 
 

入
っ
た
も
の
で
、
一
殆
ど
一
種
の
r
a
訪
ヨ
e
m
e
n
t
を
呈
し
て
居
る
」
と
 
 

述
べ
、
さ
ら
に
ブ
ル
ト
ハ
ウ
プ
ト
 
（
H
e
i
n
r
i
c
h
 
B
u
－
t
h
a
u
p
t
）
 
の
 
 

『
戯
曲
評
論
』
（
D
r
a
m
a
t
u
r
巴
e
d
e
s
 
S
c
h
a
u
s
p
i
e
－
s
）
 
か
ら
、
『
人
 
 

形
の
家
』
や
『
幽
霊
』
等
の
イ
プ
セ
ン
の
社
会
劇
ほ
、
自
然
主
義
的
な
 
 

放
縦
と
は
無
象
な
精
緻
な
劇
的
構
成
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
主
旨
の
 
 

箇
所
を
原
文
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
呈
示
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
鴎
外
は
明
治
三
十
年
代
の
イ
プ
セ
ン
の
本
格
摂
取
を
通
 
 

し
て
、
単
な
る
「
問
題
劇
」
 
の
イ
プ
セ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
 
『
ブ
 
 

ラ
ン
』
を
通
し
て
理
想
主
義
的
な
浪
漫
劇
の
イ
プ
セ
ン
を
発
見
し
、
さ
 
 

ら
に
そ
の
 
「
問
題
劇
」
自
体
も
、
技
巧
的
に
は
非
常
に
精
緻
な
も
の
で
 
 

あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
イ
プ
セ
ン
の
全
体
像
を
次
第
に
明
確
に
捉
え
る
 
 

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
重
層
的
な
イ
ブ
セ
ソ
像
 
 

明
治
四
十
年
代
に
入
る
と
鴎
外
は
、
小
倉
時
代
以
降
の
イ
プ
セ
ン
の
 
 

本
格
摂
取
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
『
ヨ
ー
ソ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
 
 

（
S
）
 
 

マ
ン
』
、
『
幽
霊
』
、
『
人
形
の
家
』
 
の
翻
訳
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
多
く
 
 

の
イ
プ
セ
ン
言
及
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
イ
プ
セ
ン
の
全
体
像
 
 

の
輪
郭
が
は
ぼ
鴎
外
に
み
え
て
き
た
結
果
、
そ
の
イ
プ
セ
ン
言
及
に
於
 
 

い
て
は
、
三
層
に
分
か
ち
得
る
多
面
的
な
イ
プ
セ
ン
の
作
品
世
界
に
対
 
 

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
評
価
を
下
す
よ
う
に
な
り
、
重
層
的
な
イ
 
 

プ
セ
ン
像
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
本
章
に
於
い
て
ほ
、
イ
プ
セ
ン
 
 

の
個
々
の
作
品
に
対
す
る
評
価
に
及
ぶ
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
言
及
を
辿
っ
 
 

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
重
層
的
な
イ
プ
セ
ン
像
を
解
明
し
て
い
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「
ユ
リ
ウ
ス
・
バ
ア
ヴ
の
戯
曲
論
」
（
明
治
四
十
二
年
二
月
一
日
 
 
 

発
行
の
 
『
昂
』
所
載
）
 
 

こ
れ
ほ
バ
ア
ヴ
 
（
l
u
H
u
s
厨
a
b
）
 
の
 
『
舞
台
の
批
評
』
（
K
r
i
t
i
k
 
 

d
e
r
 
B
鈴
h
芳
）
 
に
於
け
る
「
戯
曲
」
（
D
a
s
 
D
r
a
m
a
）
 
の
章
を
抄
訳
 
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
イ
プ
セ
ン
に
関
す
る
叙
述
が
い
く
つ
か
 
 

あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
初
期
の
浪
漫
劇
、
『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ソ
ト
』
の
叙
 
 

述
に
於
い
て
、
原
文
と
鴎
外
の
訳
文
と
の
間
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
 
 

相
違
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
戯
曲
の
素
材
と
し
て
は
、
民
話
等
の
「
聞
き
慣
れ
た
出
来
事
」
 
 

の
方
が
、
「
耳
遠
い
事
や
新
ら
し
い
事
」
よ
り
も
観
客
に
与
え
る
暗
示
 
 

力
が
強
く
戯
曲
と
し
て
成
功
す
る
、
と
語
る
く
だ
り
で
、
次
の
よ
う
な
 
 

〓
即
が
あ
る
。
 
 

イ
ブ
セ
ソ
で
も
世
間
で
持
て
擬
す
政
令
的
戯
曲
よ
り
ほ
、
P
e
e
づ
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
（
9
）
 
 

G
y
已
の
方
が
違
に
好
い
。
（
傍
点
葦
老
）
 
 

こ
の
箇
所
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

A
u
c
h
 
w
a
s
 
i
b
s
e
n
 
a
訂
d
e
n
h
e
亡
t
e
m
許
h
t
i
g
e
n
D
i
c
h
t
e
r
 
 

く   

確
か
に
こ
こ
で
は
、
『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ソ
ト
』
を
、
素
材
が
持
つ
観
 
 

客
へ
の
ア
ピ
ー
ル
度
に
於
い
て
社
会
劇
よ
り
も
評
価
す
る
文
脈
の
な
 
 

か
で
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
＜
S
O
訂
h
 
e
i
n
 
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
 
i
n
 
d
e
r
 
 

R
e
s
O
n
a
n
Z
叫
＞
 
と
い
う
表
現
も
、
作
品
自
体
の
芸
術
的
価
値
は
と
も
 
 

か
く
と
し
て
、
社
会
劇
が
観
客
の
共
感
を
得
ら
れ
に
く
い
の
に
対
し
て
、
 
 

『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ソ
ト
』
は
観
客
に
強
い
共
感
を
喚
起
し
得
る
と
い
う
 
 

意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
鴎
外
の
P
e
e
r
 
G
y
n
t
方
が
造
に
好
い
」
 
 

と
い
う
訳
文
自
体
全
く
問
題
な
い
の
だ
が
、
ど
う
も
こ
の
「
造
に
好
い
」
 
 

と
い
う
表
現
に
ほ
、
単
に
 
『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ソ
ト
』
 
の
方
が
観
客
へ
の
 
 

ア
ピ
ー
ル
度
が
強
い
と
い
う
文
脈
上
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
鴎
 
 

外
の
こ
の
作
品
自
体
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
が
内
包
さ
れ
て
い
る
よ
う
 
 

に
思
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

鴎
外
の
こ
の
作
品
に
対
す
る
評
価
が
よ
り
鮮
明
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
 
 

同
じ
文
脈
で
の
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

イ
プ
セ
ン
で
も
ペ
エ
ル
・
ギ
ソ
ト
が
何
よ
り
好
く
出
来
た
。
マ
ア
テ
 
 

d
e
r
 
f
r
e
i
k
O
n
S
t
r
u
i
e
r
t
e
ロ
G
e
s
e
〓
s
c
F
a
f
t
s
d
r
a
m
e
n
く
O
n
d
e
m
 
 

u
n
s
t
e
r
b
－
i
c
h
e
n
 
A
u
s
g
e
s
t
a
－
t
e
r
 
d
e
s
 
n
O
r
d
i
s
c
h
e
n
 
く
○
－
k
s
・
 
 

m
y
t
－
岩
S
こ
P
e
e
r
 
G
y
n
t
こ
t
r
e
n
n
t
，
i
s
t
 
s
O
－
c
h
 
e
i
ヨ
U
已
e
r
I
 
 

s
c
h
i
e
d
 
i
n
 
d
e
r
 
R
e
s
O
n
a
n
巴
（
－
○
）
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ル
リ
ン
ク
が
早
く
成
功
し
た
の
も
邦
e
－
t
人
種
の
噂
愴
た
る
昔
話
を
利
 
 

Ⅴ
柑
【
 
 

用
し
た
鮎
に
あ
る
。
（
傍
点
筆
者
）
 
 

こ
の
箇
所
の
原
文
ほ
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

S
、
さ
ミ
、
、
N
、
：
、
ミ
、
、
≒
」
ぎ
、
、
ミ
、
ミ
戦
き
～
、
ミ
、
こ
、
で
へ
、
、
・
（
キ
ミ
：
 
 
 

璧
詠
乳
適
」
評
叫
亀
訂
叫
亀
監
計
ヽ
莞
莞
⊇
 
b
訂
莞
叫
懇
切
へ
記
c
監
勾
 
 
 

乳
莞
ヽ
、
Y
屯
S
詠
記
一
ぜ
萱
浄
：
冨
 
ゝ
螢
眉
 
d
e
r
 
t
i
e
f
e
 
u
n
d
 
 
 

S
t
a
r
k
e
 
E
r
f
O
－
g
 
M
a
e
t
e
r
－
i
n
c
k
s
 
b
e
r
u
h
t
 
m
e
i
n
e
s
 
B
e
d
鈴
n
・
 
 
 

k
e
n
s
z
u
m
 
g
r
O
S
S
e
ヨ
T
e
i
－
d
a
r
a
u
f
－
d
a
s
s
e
r
 
d
i
e
 
a
－
t
e
 
k
e
T
 
 
 

t
i
s
c
F
e
 
M
腎
c
h
e
ヨ
W
e
－
t
 
m
i
t
 
i
h
r
e
r
 
F
e
i
s
s
e
ゴ
P
h
a
n
t
a
s
t
i
k
Y
 
 
 

i
h
r
e
n
 
a
n
g
s
t
く
○
〓
e
n
 
S
t
i
m
m
u
ロ
g
e
n
－
i
h
r
e
m
 
f
r
e
m
d
a
r
t
i
g
 
 
 

g
冨
h
e
n
d
e
n
 
S
p
u
k
 
f
守
 
d
i
e
 
d
r
a
m
a
t
i
s
c
h
e
 
F
O
r
ヨ
 
e
n
t
・
 
 
 

d
e
c
k
t
e
…
（
－
N
）
 
 

イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
箇
所
を
直
訳
す
る
と
、
「
そ
し
て
既
に
言
及
し
た
 
 

『
ペ
ー
ル
・
ギ
エ
ソ
ト
』
 
に
外
国
の
芸
術
史
か
ら
さ
ら
に
新
し
い
例
を
 
 

付
け
加
え
る
な
ら
ば
」
と
な
る
。
当
然
、
『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ソ
ト
』
 
は
、
 
 

素
材
と
し
て
観
客
に
馴
染
み
深
い
民
話
が
用
い
ら
れ
て
い
る
為
、
戯
 
 

曲
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
 
 

ら
、
鴎
外
の
訳
文
ほ
問
題
な
い
の
だ
が
、
原
文
を
大
幅
に
意
訳
し
て
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

敢
え
て
「
イ
プ
セ
ン
で
も
ペ
エ
ル
・
ギ
ソ
ト
が
何
よ
り
好
く
出
宛
た
」
 
 

と
い
う
強
い
肯
定
的
表
現
を
こ
こ
に
記
し
た
こ
と
は
、
鴎
外
の
こ
の
作
 
 

品
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
を
窺
わ
せ
て
い
る
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。
概
 
 

し
て
鴎
外
は
翻
訳
に
於
い
て
自
由
な
意
訳
を
旨
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
 
 

が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
の
訳
文
に
ほ
、
意
識
的
に
し
ろ
無
意
識
 
 

的
に
し
ろ
鴎
外
の
叙
述
の
対
象
に
向
け
ら
れ
た
態
度
が
微
妙
に
織
り
込
 
 

ま
れ
や
す
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ソ
ト
』
 
は
イ
プ
セ
ン
初
期
の
浪
漫
劇
で
あ
る
が
、
 
 

必
ず
し
も
単
純
な
浪
漫
主
義
的
な
作
品
で
は
な
く
、
多
く
の
時
事
的
諷
 
 

刺
が
織
り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
ほ
近
代
批
判
を
も
内
包
し
て
お
り
、
そ
の
 
 

点
に
於
い
て
、
後
に
実
存
主
義
の
立
場
か
ら
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 
 

と
い
う
よ
う
な
多
面
的
な
要
素
を
学
ん
で
い
る
作
品
で
あ
る
。
た
だ
こ
 
 

の
作
品
の
筋
立
て
や
モ
チ
ー
フ
等
は
、
あ
く
ま
で
詩
的
想
像
力
の
豊
か
 
 

な
浪
漫
主
義
的
な
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
作
品
は
、
伝
 
 

説
的
人
物
を
主
人
公
に
据
え
、
ト
ロ
ル
の
世
界
、
怪
物
ボ
ェ
イ
グ
等
の
 
 

民
話
的
童
話
的
要
素
を
有
し
、
物
語
の
展
開
は
放
浪
形
式
を
と
り
、
結
 
 

末
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
や
『
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
』
 
に
於
け
る
が
如
く
、
「
永
 
 

遠
の
女
性
」
 
の
信
仰
に
よ
っ
て
主
人
公
が
救
済
さ
れ
る
と
い
う
モ
チ
ー
 
 

フ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

鴎
外
が
明
治
二
十
年
代
に
於
い
て
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
 
（
R
u
d
O
－
f
く
O
n
 
 

G
O
t
t
S
C
F
a
－
－
）
 
や
 
ハ
ル
ト
マ
ン
（
E
d
u
a
r
d
司
○
ヨ
 
耳
a
r
t
m
a
ヨ
已
 
の
 
 

言
説
を
援
用
し
な
が
ら
、
自
身
の
浪
漫
的
文
芸
観
に
基
づ
い
て
戟
闘
的
 
 

な
評
論
活
動
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
本
来
の
文
芸
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の
趣
味
ほ
、
「
偏
に
空
想
裡
に
糞
し
い
世
界
を
舞
わ
い
、
そ
こ
に
精
神
 
 

（
1
3
）
 
 

の
自
由
と
喜
び
を
感
ず
る
こ
と
」
 
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
鴎
外
の
本
来
 
 

の
文
学
的
噂
好
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
鴎
外
が
こ
の
 
『
ペ
ー
ル
・
ギ
 
 

エ
ソ
ト
』
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
 
 

不
当
と
ほ
い
え
ま
い
。
 
 

「
建
築
師
（
序
に
代
ふ
る
封
話
）
」
（
明
治
四
十
二
年
七
月
二
十
七
 
 
 

日
、
易
風
社
発
行
の
千
葉
掬
香
訳
『
脚
本
建
築
師
』
所
載
）
 
 

『
建
築
士
ソ
ル
ネ
ス
』
は
、
イ
ブ
セ
ソ
晩
年
の
懐
疑
的
な
色
彩
の
濃
 
 

い
象
徴
劇
で
あ
る
。
高
名
な
老
建
築
家
で
あ
る
主
人
公
の
ソ
ル
ネ
ス
ほ
、
 
 

現
在
の
名
声
を
得
る
た
め
に
か
つ
て
供
し
た
犠
牲
に
対
す
る
悔
悟
の
念
 
 

に
苛
ま
れ
、
さ
ら
に
後
進
の
若
き
ラ
グ
ナ
ー
ル
に
よ
っ
て
己
の
地
位
を
 
 

脅
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
強
迫
観
念
に
憑
か
れ
る
ば
か
り
で
、
 
 

も
は
や
か
つ
て
の
創
造
の
意
欲
を
失
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
ヒ
ル
ダ
と
い
 
 

う
女
性
が
登
場
し
、
彼
の
創
造
欲
を
揺
り
動
か
す
。
そ
の
結
果
彼
ほ
再
 
 

び
高
堵
を
建
て
る
が
、
完
成
後
塔
か
ら
墜
死
す
る
。
 
 
 

こ
の
「
建
築
師
」
は
千
葉
と
鴎
外
の
対
話
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
 
 

そ
の
な
か
で
鴎
外
は
こ
の
ソ
ル
ネ
ス
像
に
就
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
 
 

い
る
。
 
 

じ
ぷ
ん
せ
い
り
よ
く
た
 

し
く
う
さ
う
 
 
 
（
ソ
ル
ネ
ス
は
自
分
の
精
力
の
足
り
な
い
の
を
知
ら
ず
に
、
室
想
 
 

も  

き
ど
く
じ
ん
ぷ
つ
ぼ
く
あ
ま
 
 
 

あ
ざ
む
 
 
 

に
欺
か
れ
て
ゐ
る
、
気
の
毒
な
人
物
で
、
僕
は
飴
り
シ
ム
パ
チ
イ
を
 
も
し
か
せ
い
り
よ
く
た
き
ど
く
セ
と
こ
 
 
 

持
っ
て
ゐ
ま
せ
ん
ね
。
…
…
併
し
精
力
の
足
り
な
い
、
気
の
毒
な
男
 
 

き
ど
く
を
と
こ
 
 
 

せ
い
り
よ
く
た
 
 
 

お
も
 
 
 

だ
と
思
つ
て
ゐ
る
の
に
、
そ
の
精
力
の
足
り
な
い
、
気
の
毒
な
男
の
 
 

こ
と
 

し
し
み
し
 
 
云
っ
た
り
為
た
り
す
る
事
が
、
ひ
し
く
と
身
に
染
み
る
と
い
ふ
こ
 
 

2
く
 
 
 

あ
う
 

1
 
 
と
も
有
り
得
る
だ
ら
う
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
…
…
僕
に
は
そ
れ
が
 
 

や
は
り
 
 
 

じ
っ
ぼ
く
 
 
 

し
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）
 
 
 

あ
る
の
で
す
。
（
間
。
）
賓
は
僕
な
ん
ぞ
も
矢
張
ソ
ル
ネ
ス
な
の
か
も
 
 

知
れ
ま
せ
ん
よ
。
 
 
 

あ
ま
 
 
こ
の
よ
う
に
鴎
外
ほ
、
ソ
ル
ネ
ス
と
い
う
人
物
像
に
対
し
て
、
「
飴
 
 
 

り
シ
ム
パ
チ
イ
を
持
」
た
な
い
が
、
た
だ
ソ
ル
ネ
ス
の
な
か
に
己
を
見
 
 

み
し
 
 

出
し
、
彼
の
哀
れ
な
言
行
が
「
ひ
し
く
と
身
に
染
み
る
」
と
語
り
、
 
 

倣
温
的
な
共
感
を
示
し
て
い
る
。
鴎
外
の
本
来
の
文
学
的
噂
好
か
ら
す
 
 

れ
ば
、
イ
プ
セ
ン
晩
年
の
象
徴
主
義
的
な
作
風
そ
れ
自
体
は
好
ま
し
い
 
 

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
た
だ
そ
こ
に
漂
う
懐
疑
的
な
べ
シ
、
、
、
ズ
ム
が
、
 
 

鴎
外
に
強
い
共
感
を
喚
起
せ
し
め
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
自
壇
 
 

不
息
」
を
座
右
の
銘
と
し
、
常
に
己
を
環
塩
的
な
行
動
へ
駆
り
立
て
る
 
 

べ
く
努
力
し
て
い
た
鴎
外
に
と
っ
て
、
『
建
築
士
ソ
ル
ネ
ス
』
の
よ
う
な
 
 

イ
ブ
セ
ソ
晩
年
の
作
品
が
苧
む
懐
疑
的
な
べ
シ
ミ
ズ
ム
ほ
、
自
身
の
行
 
 

動
意
欲
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
い
か
に
そ
の
象
徴
的
、
神
秘
的
な
 
 

文
学
的
手
法
が
彼
本
来
の
嗜
好
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
強
い
 
 

共
感
を
己
に
喚
起
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

鴎
外
ほ
こ
の
「
建
築
士
」
に
於
い
て
さ
ら
に
、
己
を
ソ
ル
ネ
ス
、
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ふ
く
し
う
や
い
ぽ
み
が
 
 

「
昂
」
を
ヒ
ル
ダ
、
自
然
主
義
作
家
を
「
復
讐
の
刃
を
磨
い
て
ゐ
る
」
 
 

し
ん
じ
だ
い
お
そ
 

お
か
も
の
た
ち
 
 

「
新
時
代
の
恐
ろ
し
い
若
者
達
」
と
見
立
て
、
当
時
の
文
壇
に
於
け
る
 
 

一
ハ
し
 
己
の
立
場
を
語
っ
て
お
り
、
先
程
の
「
ひ
し
′
1
と
身
に
染
み
る
」
と
 
 

い
う
鴎
外
の
言
葉
も
こ
う
し
た
自
身
の
文
壇
的
立
場
と
関
連
し
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
や
が
て
鴎
外
は
、
明
治
四
十
二
年
十
二
月
発
行
の
『
新
潮
』
 
 

に
、
い
わ
ゆ
る
「
R
e
s
i
呵
n
a
t
i
O
n
の
説
」
と
し
て
有
名
な
「
予
が
立
 
 

場
」
を
発
表
し
、
そ
こ
で
自
身
の
文
壇
に
対
す
る
姿
勢
を
語
っ
て
い
る
 
 

が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
R
e
乳
的
ヨ
a
t
i
O
n
 
の
本
質
は
必
ず
し
も
消
極
的
 
 

な
諦
念
な
の
で
は
な
く
、
山
室
静
氏
が
、
「
私
の
考
で
は
私
は
私
で
、
 
 

（
1
5
）
 
 

自
分
の
気
に
入
っ
た
事
を
自
分
の
勝
手
に
し
て
ゐ
る
の
で
す
」
と
い
う
 
 

（
1
6
）
 
 

鴎
外
の
言
葉
に
、
「
昂
然
た
る
自
侍
の
思
い
」
を
見
い
出
し
て
い
る
よ
 
 

う
紅
、
確
た
る
斡
持
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
 
 

う
し
た
鴎
外
の
強
烈
な
自
侍
の
念
こ
そ
が
、
『
建
築
士
ソ
ル
ネ
ス
』
の
 
 

よ
う
な
イ
プ
セ
ン
晩
年
の
懐
疑
と
絶
望
に
彩
ら
れ
た
作
品
を
全
面
的
に
 
 

肯
定
す
る
こ
と
を
己
に
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

「
青
年
」
【
七
、
九
〕
（
明
治
四
十
三
年
六
月
一
日
、
及
び
七
月
一
 
 
 

日
発
行
の
『
昂
』
所
載
）
 
 

鴎
外
ほ
こ
の
小
説
の
第
七
草
に
於
い
て
、
漱
石
を
連
想
さ
せ
る
平
田
 
 

村
石
な
る
人
物
に
イ
プ
セ
ン
を
語
ら
せ
て
い
る
が
、
そ
の
言
説
の
内
容
 
 

自
体
は
鴎
外
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
イ
プ
セ
ン
初
期
の
理
想
主
 
 

義
的
な
浪
漫
劇
、
『
ブ
ラ
ン
』
、
『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ン
ト
』
が
扱
わ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

ま
ず
附
石
は
、
外
来
思
想
が
日
本
で
受
容
さ
れ
る
と
そ
の
過
雀
に
於
 
 

い
て
填
少
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
が
イ
プ
セ
ン
の
場
合
に
も
当
 
 

て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
続
い
て
イ
プ
セ
ン
の
個
人
主
 
 

義
に
就
い
て
語
り
出
す
。
 
 
 

ふ
せ
き
ま
し
だ
い
し
ふ
く
わ
ん
い
ま
し
め
だ
つ
こ
じ
ん
 
 
村
石
ほ
先
づ
、
次
第
に
あ
ら
ゆ
る
習
慣
の
縛
を
脱
し
て
、
個
人
を
 
 

こ
じ
ん
せ
い
く
わ
つ
し
さ
う
し
や
う
が
い
 
 
個
人
と
し
て
生
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
思
想
が
、
イ
プ
セ
ン
の
生
潅
の
 
 
 

さ
く
 
う
へ
 
 
 
 
い
は
ゆ
る
あ
か
 
 
い
と
 
 

V 

す 

い
っ
く
わ
ん
 
 

V
 
 
作
の
上
に
、
所
謂
赤
い
辣
に
な
つ
て
一
貫
し
て
ゐ
る
こ
と
を
言
つ
た
。
 
 

べ
エ
ル
ギ
ン
ト
し
 
 
 

じ
こ
い
ち
め
ん
 
 
 

…
…
「
こ
れ
が
イ
プ
セ
ン
の
自
己
の
一
面
で
す
。
P
e
e
r
G
y
n
t
に
詩
 
 

じ
ん
て
き
は
つ
き
 

じ
こ
い
ち
め
ん
 

せ
け
ん
て
き
じ
こ
 
 
 

人
的
に
襲
揮
し
て
ゐ
る
自
己
の
一
面
で
す
、
世
間
的
自
己
で
す
」
と
 
 

む
す
お
べ
つ
さ
い
し
ょ
た
い
ち
め
ん
じ
こ
 
 
結
ん
で
置
い
て
、
別
に
イ
プ
セ
ン
に
は
最
初
か
ら
他
の
一
面
の
自
己
 
 

も
こ
の
い
ち
め
ん
 
 
 

が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
言
つ
た
。
「
著
し
此
一
面
が
な
か
つ
た
ら
、
 
 じ

ん
ぶ
つ
 
 
 

は
う
じ
ゆ
う
と
 
 
 

イ
プ
セ
ン
は
放
胱
を
詮
く
に
過
ぎ
な
い
。
イ
ブ
セ
ソ
は
そ
ん
な
人
物
 
 

べ
つ
し
ゆ
つ
せ
け
ん
て
き
じ
こ
 

し
じ
ゆ
う
 
 
で
は
な
い
。
イ
プ
セ
ン
に
ほ
別
に
出
世
間
的
自
己
が
あ
つ
て
、
始
終
 
 

ブ
ラ
ン
ー
お
 

か
う
じ
や
う
ゆ
 

ほ
つ
き
 
 
 

向
上
し
て
行
か
う
と
す
る
。
そ
れ
が
B
r
a
n
d
に
於
い
て
襲
揮
せ
ら
 
 

な
ん
た
め
し
ふ
く
わ
ん
く
 

つ
な
ひ
 
 
 

れ
て
ゐ
る
。
イ
プ
セ
ン
は
何
の
薦
め
に
習
慣
の
朽
ち
た
る
索
を
引
き
 
 

じ
l
、
う
え
 

す
 

み
で
い
ど
ゆ
だ
 
 
 

ち
ぎ
つ
て
棄
て
る
か
。
こ
こ
に
自
由
を
得
て
、
身
を
泥
土
に
委
ね
よ
 
 

た
か
と
ほ
と
 
 
 

つ
よ
つ
ぼ
さ
か
ぜ
き
 
 
 

う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
強
い
翼
に
風
を
切
っ
て
、
高
く
速
く
飛
ば
 
 

（
1
7
）
 
 
 

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
」
 
 

3
 
 

3
 
 

㍗
 
 
 



こ
の
よ
う
に
鴎
外
は
、
イ
ブ
セ
ソ
の
個
人
主
義
に
は
二
つ
の
側
面
が
 
 

ほ
う
じ
ゆ
う
と
 
 

あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ソ
ト
が
体
現
す
る
「
放
縦
を
改
 
す
せ
け
ん
て
き
じ
こ
し
じ
ゆ
う
 
 

く
に
過
ぎ
な
い
」
「
世
間
的
自
己
」
と
、
ブ
ラ
ン
が
体
現
す
る
「
始
終
 
 

し
ゆ
つ
せ
け
ん
て
ぎ
じ
こ
 
 

か
う
じ
や
う
ゆ
 
 

向
上
し
て
行
か
う
と
す
る
」
「
出
せ
間
翰
自
己
」
 
で
あ
る
、
と
説
く
の
 
 

で
あ
る
。
即
ち
彼
は
こ
の
両
作
品
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
あ
る
が
ま
ま
の
自
 
 

我
」
、
「
あ
る
べ
き
自
我
」
を
追
求
す
る
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
 
 

と
見
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
両
作
品
を
こ
う
し
た
 
 

対
偶
関
係
の
枠
組
み
で
捉
え
る
見
方
自
体
ほ
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
 
 

於
い
て
広
く
承
認
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
既
に
日
本
に
於
い
て
も
、
 
 

例
え
ば
シ
モ
ソ
ズ
 
（
A
r
t
h
e
r
S
y
m
O
n
S
）
 
の
評
論
を
紹
介
し
た
上
田
 
 

敏
の
「
イ
プ
セ
ン
新
論
」
（
『
新
小
整
 

（
 

両
作
品
の
対
偶
関
係
が
示
酸
さ
れ
て
お
り
、
別
段
鴎
外
独
自
の
も
の
で
 
 

は
な
い
。
鴎
外
が
こ
の
両
作
品
の
こ
う
し
た
対
偶
的
図
式
を
用
い
て
イ
 
 

プ
セ
ン
を
語
ろ
う
と
し
た
限
日
は
、
や
ぼ
り
ブ
ラ
ン
像
に
象
徴
さ
れ
る
 
 

理
想
主
義
的
な
イ
プ
セ
ン
像
の
強
調
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は
、
当
時
自
然
 
 

主
義
作
家
達
が
持
て
擁
し
て
い
た
「
問
題
劇
」
 
の
イ
プ
セ
ン
と
は
異
な
 
 

る
イ
プ
セ
ン
像
を
こ
こ
に
呈
示
し
ょ
う
と
し
た
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 
 

し
た
が
っ
て
附
石
の
講
演
内
容
も
、
以
後
イ
プ
セ
ン
の
浪
漫
的
理
想
主
 
 

義
を
体
現
す
る
ブ
ラ
ソ
像
の
批
評
に
絞
ら
れ
て
い
く
。
 
 
 

附
石
は
プ
ラ
ン
の
妻
子
の
犠
牲
も
厭
わ
な
い
厳
格
な
理
想
主
義
ほ
決
 
 

し
て
諷
刺
な
ど
で
は
な
い
、
と
述
べ
た
後
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
話
を
 
 

続
け
る
。
 
 

み 

こ
の
り
さ
う
 

い 

し
ゆ
じ
ん
こ
う
り
さ
う
 
 

し
っ
か
い
ぜ
つ
む
 
 

悉
皆
か
絶
無
か
、
此
理
想
は
プ
ラ
ン
ト
と
い
ふ
主
人
公
の
理
想
で
 
 

じ
こ
 

じ
こ
い
し
 

あ
る
が
、
そ
れ
が
自
己
よ
り
出
で
た
る
も
の
、
自
己
の
意
志
よ
り
出
 
 

と
こ
ろ
も
と
な
い
よ
う
 
 
で
た
る
も
の
だ
と
い
ふ
所
に
、
イ
プ
セ
ン
の
求
め
る
も
の
の
内
容
が
 
 

か
ぎ
と
か
く
み
ち
じ
こ
ゆ
た
じ
こ
ひ
ち
 
 
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
兎
に
角
道
は
自
己
の
行
く
蔑
め
に
、
自
己
の
開
く
 
 

じ
こ
こ
う
せ
い
 
 
 

り
ん
り
じ
こ
じ
ゆ
ん
ぽ
う
た
 
 
 

み
ち
 
 
逼
で
あ
る
。
倫
理
は
自
己
の
遵
奉
す
る
鶉
め
に
、
自
己
の
構
成
す
る
 
 

じ
こ
こ
ん
り
ふ
 
 

り
ん
り
 
 

倫
理
で
あ
る
。
は
即
詳
の
す
る
め
に
、
自
己
の
建
立
す
 
 

し
う
け
う
 

オ
オ
ー
ノ
ミ
イ
 
 
 

い
ち
げ
ん
い
 
 
 

る
宗
教
で
あ
る
。
三
一
口
で
云
へ
ば
、
A
已
O
n
O
m
i
e
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

こ
う
し
き
 

で
き
 
 
 

を
公
式
に
し
て
見
せ
る
こ
と
は
、
イ
プ
セ
ン
に
も
出
来
な
ん
だ
で
あ
 
 

と
か
く
 

も
と
ひ
と
 

げ
ん
だ
い
じ
ん
 
 
 

ら
う
。
兎
に
角
イ
プ
セ
ン
は
求
め
る
人
で
あ
り
ま
す
。
現
代
人
で
あ
 
 

あ
た
ち
 
 
ひ
と
 
 

（
1
9
）
 
 
 

り
ま
す
。
新
し
い
人
で
あ
り
ま
す
。
」
 
 

こ
こ
で
鴎
外
は
、
ブ
ラ
ン
の
一
切
の
妥
協
を
拒
も
う
と
す
る
峻
厳
な
 
 

理
想
主
義
が
、
如
何
に
人
間
を
堕
落
か
ら
救
済
し
ょ
う
と
す
る
人
類
本
 
 

位
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
プ
ラ
ソ
と
い
う
l
個
人
に
由
来
す
る
 
 

も
の
ゆ
え
、
そ
う
し
た
如
何
な
る
自
他
の
犠
牲
を
も
厭
わ
な
い
非
妥
協
 
 

こ
よ
ノ
し
き
 
 

主
義
は
、
現
実
の
社
会
倫
理
と
し
て
ほ
 
「
公
式
」
化
で
き
な
い
こ
と
を
 
 

と
か
く
 

も
と
ひ
と
 
 

指
摘
し
な
が
ら
も
、
最
後
は
、
「
兎
に
角
イ
プ
セ
ン
は
求
め
る
人
で
あ
 
 

あ
た
ら
ひ
と
 
 

げ
ん
だ
い
じ
ん
 
 

り
ま
す
。
現
代
人
で
あ
り
ま
す
。
新
し
い
人
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
肯
 
 

定
的
語
調
で
締
め
括
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
鴎
外
は
、
対
偶
関
係
に
あ
る
『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ン
ト
』
 
 

と
『
ブ
ラ
ン
』
を
語
り
な
が
ら
、
ブ
ラ
ソ
像
に
ょ
っ
て
体
現
さ
れ
る
浪
 
 

い  
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浸
的
理
想
主
義
者
と
し
て
の
イ
プ
セ
ン
像
を
こ
こ
に
呈
示
し
ょ
う
と
し
 
 

た
の
で
あ
る
。
概
し
て
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
言
及
は
、
短
少
で
断
片
的
な
 
 

も
の
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
彼
は
、
比
較
的
自
身
の
言
葉
で
も
っ
て
、
 
 

作
品
の
本
質
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
お
り
、
彼
が
こ
の
両
作
品
、
 
 

と
り
わ
け
『
ブ
ラ
ソ
』
に
寄
せ
る
関
心
と
愛
着
の
深
さ
を
窺
わ
せ
て
い
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
 
「
青
年
」
 
で
は
、
さ
ら
に
第
九
章
に
於
い
て
、
自
由
劇
場
の
 
 

『
ヨ
ー
ソ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ポ
ル
ク
マ
ソ
』
公
演
の
様
子
が
叙
述
さ
れ
 
 

て
い
る
。
こ
の
公
演
は
明
治
四
十
二
年
十
一
月
に
有
楽
座
に
於
い
て
挙
 
 

行
さ
れ
た
も
の
で
、
脚
本
は
鴎
外
の
翻
訳
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
 
 

か
し
こ
の
小
説
に
於
け
る
、
「
ボ
ル
ク
マ
ソ
」
劇
公
演
の
叙
述
は
全
く
 
 

無
味
乾
燥
な
も
の
で
、
劇
自
体
に
対
す
る
二
言
の
批
評
も
な
く
た
だ
観
 
 

照
的
叙
述
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
れ
は
秋
葉
太
郎
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
 
 

に
、
鴎
外
が
元
来
演
劇
自
体
に
ほ
さ
は
ど
関
心
が
な
く
、
彼
の
イ
ブ
セ
 
 

（
2
0
）
 
 

ソ
受
容
も
、
文
学
的
思
想
的
関
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
 
 

ろ
う
が
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
文
学
的
思
想
的
関
心
に
於
い
て
も
、
イ
プ
 
 

セ
ン
晩
年
の
こ
の
作
品
の
も
つ
救
い
の
な
い
懐
疑
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
、
 
 

既
述
し
た
『
建
築
士
ソ
ル
ネ
ス
』
と
同
じ
よ
う
に
、
鴎
外
に
強
い
共
感
 
 

を
喚
起
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 

「
か
の
よ
う
に
」
 
（
明
治
四
十
五
年
一
月
一
日
発
行
の
 
『
中
央
公
 
 
 

論
』
所
載
）
 
 
 

こ
の
小
説
ほ
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
フ
ァ
イ
ヒ
ソ
ガ
ー
（
H
a
n
s
 
く
a
i
，
 
 

b
i
n
g
e
r
）
の
、
真
理
と
ほ
現
実
世
界
で
有
用
な
仮
構
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
 
 

説
く
「
か
の
よ
う
に
の
哲
学
」
 
（
D
i
e
 
P
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
 
d
e
s
A
－
s
O
b
）
 
 

を
拠
所
に
し
て
、
鴎
外
が
試
み
に
己
の
世
界
観
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
 
 

る
。
そ
の
な
か
で
鴎
外
は
、
イ
ブ
セ
ソ
に
就
い
て
五
条
秀
暦
に
次
の
よ
 
 

う
に
語
ら
せ
て
い
る
。
 
 

し
ょ
う
こ
だ
 

ぎ
む
じ
じ
っ
 

義
務
が
事
真
と
し
て
謹
凍
立
て
ら
れ
る
も
の
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
 
 

V  

し
ぽ
ゐ
 
 
 

く
わ
い
ぶ
つ
あ
つ
か
い
う
れ
い
あ
つ
か
 
 
 

だ
け
わ
 
 
 

丈
分
か
つ
て
、
怪
物
扱
ひ
、
幽
霊
扱
ひ
に
す
る
イ
プ
セ
ン
の
芝
居
な
 
 

み
 
 
た
び
 
 
 
ば
く
 
ふ
ん
ま
ん
 
た
 
 
 
（
2
1
）
 
 
 

ん
ぞ
を
見
る
度
に
、
僕
ほ
憤
藩
に
堪
へ
な
い
。
 
 
 

く
わ
い
ぶ
つ
あ
つ
か
い
う
れ
い
あ
つ
か
 
 
 

こ
の
 
「
怪
物
扱
ひ
、
幽
霊
扱
ひ
」
と
い
う
表
現
ほ
、
イ
ブ
セ
ソ
の
社
 
 

会
劇
『
幽
霊
』
 
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
イ
プ
セ
ン
は
こ
の
作
 
 

品
に
於
い
て
、
ア
ー
ヴ
ィ
ソ
グ
夫
人
の
口
を
借
り
て
、
直
接
的
に
ほ
遺
 
 

伝
、
古
い
思
想
、
迷
信
、
間
接
的
に
は
広
く
人
間
を
規
定
す
る
慣
習
、
 
 

道
徳
等
の
既
成
の
社
会
規
範
を
「
幽
霊
」
と
形
容
し
、
こ
う
し
た
 
「
幽
 
 

霊
」
 
に
捉
わ
れ
た
人
々
の
悲
劇
を
描
く
こ
と
で
、
人
間
の
真
実
を
隠
蔽
 
 

す
る
既
成
の
社
会
の
価
値
体
系
を
乳
弾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
秀
暦
の
言
葉
ほ
鴎
外
の
心
情
を
反
映
し
た
も
の
と
み
て
差
支
え
 
 

な
い
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
於
い
て
、
既
存
の
秩
序
 
 

を
弾
劾
す
る
の
み
で
建
設
や
救
済
の
伴
わ
な
い
イ
プ
セ
ン
の
 
『
幽
霊
』
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に
対
す
る
、
さ
ら
に
は
作
品
に
於
い
て
現
実
に
家
庭
を
破
壊
し
て
し
ま
 
 

ふ
ん
ま
ん
 
 

う
『
人
形
の
家
』
に
対
す
る
鴎
外
の
 
「
憤
噂
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
の
で
あ
る
。
 
 

「
『
復
活
の
日
』
叙
「
（
大
正
二
年
一
月
五
日
、
上
田
星
書
店
発
売
 
 
 

の
中
島
清
訳
『
復
活
の
日
』
所
載
）
 
 

鴎
外
が
叙
を
附
し
た
こ
の
作
品
は
、
イ
プ
セ
ン
最
後
の
戯
曲
で
あ
り
、
 
 

原
題
ほ
「
我
ら
死
者
が
目
覚
め
る
時
」
で
あ
る
が
、
本
訳
書
で
は
、
作
 
 

品
中
、
主
人
公
の
彫
刻
家
ル
ー
ペ
ッ
ク
が
制
作
し
た
彫
像
の
名
を
こ
の
 
 

戯
曲
の
題
名
と
し
て
い
る
。
鴎
外
の
叔
ほ
、
こ
の
作
品
を
概
説
し
た
も
 
 

の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
一
箇
所
作
品
批
評
に
及
ん
で
い
る
次
の
よ
 
 

う
な
箇
所
が
あ
る
。
 
 

日
没
に
間
の
な
い
夏
の
午
後
、
速
い
湖
水
の
彼
方
に
雪
を
戴
い
て
 
 
 

ゐ
る
高
い
連
山
を
見
は
る
か
す
高
原
の
一
部
に
、
木
の
葉
を
摘
ん
で
 
 
 

は
小
川
に
流
し
流
し
、
何
時
と
な
く
往
年
の
タ
ウ
ニ
ヅ
ツ
湖
畔
の
夢
 
 
 

に
入
る
所
は
、
美
し
い
給
で
あ
る
と
同
時
鱒
高
い
韓
の
調
で
あ
り
、
 
 

M
喝
爪
 
 
 

芳
烈
な
酒
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
は
ル
ー
ペ
ッ
ク
と
彼
の
元
モ
デ
ル
、
イ
レ
ー
ネ
が
、
か
つ
て
 
 

「
傷
清
の
旦
の
制
作
の
合
い
間
を
ぬ
っ
て
休
日
、
タ
ゥ
l
ニ
ッ
湖
畔
 
 

で
過
ご
し
た
楽
し
き
日
々
を
、
当
時
と
同
じ
ょ
う
に
花
や
葉
を
水
に
浮
 
 

か
べ
る
と
い
う
遊
び
を
し
な
が
ら
追
想
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
 
 

イ
ブ
セ
ソ
最
後
の
戯
曲
は
、
彼
の
晩
年
の
作
品
に
通
底
す
る
象
徴
主
義
 
 

的
、
神
秘
主
義
的
債
向
の
極
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
 
 

意
味
で
文
学
的
手
法
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
鴎
外
本
来
の
嗜
好
に
適
う
 
 

も
の
で
あ
り
、
叙
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
鴎
 
 

外
の
こ
の
作
品
の
一
場
面
に
対
す
る
高
い
評
価
ほ
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
 
 

て
い
い
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
作
品
も
、
他
の
晩
年
の
戯
曲
と
同
じ
く
、
 
 

再
生
へ
の
瞑
い
を
苧
み
つ
つ
も
作
品
全
体
が
懐
疑
的
な
べ
シ
ミ
ズ
ム
に
 
 

貫
か
れ
て
お
り
、
鴎
外
の
共
感
も
あ
く
ま
で
こ
う
し
た
作
品
を
彩
る
断
 
 

片
的
な
情
趣
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
人
物
像
や
作
品
の
主
題
自
体
に
は
 
 

強
い
共
感
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
こ
 
 

の
叙
に
於
い
て
も
鴎
外
は
、
そ
う
し
た
作
品
の
本
質
に
関
わ
る
批
評
に
 
 

は
及
ん
で
い
な
い
。
鴎
外
の
こ
の
作
品
の
全
体
像
に
対
す
る
共
感
に
は
 
 

や
ほ
り
限
界
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 

「
ノ
ラ
解
題
」
（
大
正
二
年
十
一
月
一
日
発
行
の
『
昂
』
所
載
）
 
 

こ
の
解
題
に
於
い
て
ほ
、
そ
の
末
部
に
『
人
形
の
家
』
に
対
す
る
鴎
 
 

外
の
評
価
が
腐
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
一
文
の
宋
部
に
於
い
て
、
こ
の
 
 

作
品
は
全
体
と
し
て
は
、
そ
の
問
題
設
定
に
よ
っ
て
物
語
の
筋
の
必
然
 
 

性
が
損
な
わ
れ
て
は
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
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ベ
て
い
る
。
 
 

併
し
結
末
の
所
謂
虞
面
目
な
封
話
は
精
人
に
首
を
懐
け
さ
せ
ざ
る
 
 
 

こ
と
を
得
な
い
。
そ
れ
は
ノ
ラ
の
感
じ
得
た
所
が
散
り
迅
速
に
認
識
 
 
 

と
な
つ
て
、
其
認
識
が
剰
へ
老
吏
獄
を
断
ず
る
如
き
口
吻
を
以
て
章
 
 
 

表
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
、
こ
れ
を
看
て
、
げ
に
さ
 
 
 

も
あ
ら
う
と
首
肯
す
る
と
香
と
ほ
、
個
々
の
人
の
判
断
に
一
任
す
る
 
 

（
2
3
）
 
 
 

外
無
い
。
 
 

確
か
に
鴎
外
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
結
末
に
於
い
て
、
 
 

ク
ロ
ク
ス
タ
の
借
金
証
書
の
入
っ
た
手
紙
が
到
着
し
て
事
態
が
一
変
し
 
 

て
か
ら
の
ノ
ー
ラ
の
態
度
や
口
調
の
急
変
は
、
や
や
不
自
然
で
あ
り
、
 
 

問
題
設
定
に
引
き
摺
ら
れ
、
舞
台
効
果
を
意
識
し
過
ぎ
た
掃
え
物
的
要
 
 

素
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
鴎
外
の
こ
の
批
判
の
根
抵
に
は
、
や
 
 

は
り
ノ
ー
ラ
の
盲
目
的
破
壊
衝
動
へ
の
反
発
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
 
 

わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
題
の
最
後
の
言
葉
の
突
き
放
す
よ
う
な
冷
淡
 
 

な
語
調
も
、
儒
教
的
な
倫
理
と
秩
序
の
感
覚
を
有
し
て
い
た
鴎
外
の
、
 
 

こ
の
作
品
に
顕
れ
た
イ
プ
セ
ン
の
道
徳
観
に
対
す
る
不
満
が
表
出
さ
れ
 
 

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

「
観
潮
槙
閑
話
」
 
〔
二
〕
 
（
大
正
七
年
一
月
一
日
発
行
の
『
帝
国
文
 
 
 

革
』
所
載
）
 
 
 

こ
の
一
文
に
は
、
鴎
外
が
こ
の
「
閑
話
」
の
初
篇
を
契
故
に
高
村
光
 
 

太
郎
と
会
し
た
際
、
彼
が
光
太
郎
に
二
人
の
芸
術
的
立
場
ほ
同
じ
も
の
 
 

で
あ
る
と
語
る
く
だ
り
で
、
次
の
よ
う
な
イ
プ
セ
ン
言
及
が
あ
る
。
 
 

君
の
愛
す
る
所
の
 
「
全
か
無
か
」
 
の
如
き
ほ
、
わ
た
く
し
と
雄
又
 
 
 

愛
す
る
。
昔
日
イ
プ
セ
ン
の
ブ
ラ
ン
ド
を
詳
し
か
け
た
も
此
意
よ
り
 
 
 

出
で
た
る
も
の
で
あ
る
。
誰
も
自
ら
製
作
す
る
と
き
ほ
、
全
か
無
か
 
 

（
2
4
）
 
 
を
標
準
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

こ
の
鴎
外
の
言
葉
は
、
彼
が
晩
年
に
於
い
て
も
尚
、
イ
プ
セ
ン
の
浪
 
 

漫
劇
の
主
人
公
た
る
、
一
切
の
妥
協
を
拒
み
つ
つ
人
間
を
堕
落
か
ら
救
 
 

済
す
る
と
い
う
己
の
理
想
に
邁
進
す
る
ブ
ラ
ン
像
に
愛
着
を
抱
き
続
け
 
 

て
お
り
、
さ
ら
に
ブ
ラ
ソ
の
 
「
全
か
無
か
」
と
い
う
峻
厳
な
理
想
主
義
 
 

を
、
己
の
創
作
活
動
に
於
け
る
規
範
と
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
 
 

る
。
 
 

四
、
結
 
語
 
 

前
章
に
於
い
て
、
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
の
個
々
の
作
品
に
対
す
る
批
評
、
 
 

評
価
を
検
討
し
て
き
た
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
鴎
外
の
イ
プ
 
 

セ
ン
観
は
、
イ
プ
セ
ン
の
作
品
世
界
が
有
す
る
三
つ
の
側
面
に
対
応
し
 
 

た
重
層
的
な
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
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即
ち
鴎
外
は
、
イ
プ
セ
ン
初
期
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
 
 

主
義
的
精
神
に
貫
か
れ
て
い
る
浪
漫
劇
、
『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ソ
ト
』
、
『
ブ
 
 

ラ
ン
』
に
対
し
て
は
、
肯
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
鴎
外
の
評
 
 

価
ほ
、
彼
本
来
の
浪
漫
主
義
的
文
芸
観
に
適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
然
 
 

の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
鴎
外
は
と
り
わ
け
〓
切
 
 

か
無
か
」
を
標
傍
し
、
あ
ら
ゆ
る
妥
協
を
排
し
て
人
々
を
堕
落
か
ら
救
 
 

済
し
ょ
う
と
い
う
己
の
理
想
の
実
現
に
献
身
的
に
没
入
す
る
ブ
ラ
ン
像
 
 

を
愛
し
た
。
確
か
に
こ
の
ブ
ラ
ソ
の
峻
厳
な
理
想
主
義
は
、
そ
れ
を
思
 
 

想
あ
る
い
は
行
為
規
範
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
 
 

も
浪
漫
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
己
の
内
面
の
空
虚
を
凝
視
し
っ
つ
、
 
 

「
自
彊
不
息
」
を
座
右
の
銘
と
し
て
、
常
に
生
産
的
営
み
へ
の
強
迫
観
 
 

念
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
た
鴎
外
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
浪
浸
的
な
プ
 
 

ラ
ン
像
ほ
、
人
生
を
演
壇
的
か
つ
十
全
に
生
き
抜
く
為
の
一
つ
の
ユ
ー
 
 

ト
ピ
ア
的
な
象
徴
的
指
標
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

ま
た
イ
ブ
セ
ソ
中
期
の
 
「
問
題
劇
」
、
『
人
形
の
家
』
、
『
幽
霊
』
に
対
 
 

し
て
は
、
鴎
外
ほ
否
定
的
で
冷
淡
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
鴎
 
 

外
ほ
小
倉
時
代
以
降
の
イ
プ
セ
ン
の
本
格
摂
取
に
よ
っ
て
、
彼
の
社
会
 
 

劇
が
、
文
学
様
式
と
し
て
ほ
必
ず
し
も
自
然
主
義
的
な
も
の
と
ほ
い
え
 
 

ず
、
技
巧
的
な
目
配
り
の
行
き
届
い
た
劇
的
構
成
を
有
し
て
い
る
こ
と
 
 

を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
両
作
品
に
顛
わ
れ
た
、
単
に
既
 
 

成
の
社
会
秩
序
、
社
会
規
範
を
人
間
の
真
実
を
隠
蔽
す
る
も
の
と
し
て
 
 

告
発
、
孔
弾
す
る
の
み
で
、
そ
こ
に
救
済
や
建
設
を
呈
示
し
な
い
イ
ブ
 
 

セ
ソ
の
姿
勢
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
儒
教
的
な
秩
序
の
 
 

感
覚
を
身
に
つ
け
、
さ
ら
に
山
崎
正
和
氏
が
『
鴎
外
 
闘
う
家
長
』
 
 

（
河
出
書
房
新
社
 
昭
4
7
・
1
1
）
に
於
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 
 

若
き
日
よ
り
家
か
ら
も
国
家
か
ら
も
終
始
「
家
長
」
と
し
て
の
役
割
を
 
 

期
待
さ
れ
続
け
て
き
た
鴎
外
に
と
っ
て
、
こ
の
両
作
品
に
腐
れ
た
、
救
 
 

済
や
建
設
の
な
い
単
な
る
既
成
の
社
会
秩
序
、
社
会
規
範
に
対
す
る
弾
 
 

劾
は
、
無
責
任
な
も
の
と
し
て
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

晩
年
の
イ
プ
セ
ン
は
社
会
問
題
か
ら
離
れ
、
己
の
内
面
に
沈
潜
す
る
 
 

よ
う
に
な
り
、
懐
疑
主
義
的
ペ
シ
、
・
、
ズ
ム
に
貫
か
れ
た
象
徴
劇
を
制
作
 
 

す
る
よ
う
に
な
る
が
、
鴎
外
は
こ
う
し
た
イ
プ
セ
ン
晩
年
の
象
徴
劇
で
 
 

あ
る
、
『
建
築
士
ソ
ル
ネ
ス
』
、
『
ヨ
ー
ソ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
 
 

ソ
』
、
『
我
ら
死
者
が
目
覚
め
る
時
』
に
対
し
て
は
微
温
的
共
感
乃
至
観
 
 

照
的
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
象
徴
主
義
的
、
神
秘
主
 
 

義
的
な
文
学
的
手
法
自
体
は
、
鴎
外
の
本
来
の
噂
好
に
適
っ
て
お
り
、
 
 

「
『
復
活
の
日
』
叙
」
 
に
於
い
て
も
、
彼
は
そ
の
情
趣
に
溢
れ
た
二
場
 
 

面
を
賛
美
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
イ
プ
セ
ン
晩
年
の
象
傲
劇
に
 
 

通
底
す
る
懐
疑
主
義
的
な
べ
シ
ミ
ズ
ム
に
は
、
鴎
外
は
必
ず
し
も
な
じ
 
 

む
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
こ
れ
ら
の
作
品
に
対
し
て
強
い
共
感
を
抱
く
 
 

に
到
ら
な
か
っ
た
。
鴎
外
が
思
想
的
に
求
め
て
い
た
の
ほ
、
プ
ラ
ン
の
 
 

峻
厳
な
理
想
主
義
の
よ
う
に
、
己
の
空
虚
な
内
面
に
由
来
す
る
虚
無
感
 
 

を
払
拭
し
、
己
を
積
極
的
な
行
為
に
駆
り
立
て
る
よ
う
な
行
動
原
理
で
 
 

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
同
じ
象
徴
劇
で
も
鴎
外
が
メ
ー
テ
ル
ラ
ソ
ク
に
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（
2
5
）
 
 

傾
倒
し
た
の
は
、
そ
こ
に
自
身
の
行
動
原
理
と
な
り
得
る
理
想
主
義
的
 
 

な
哲
学
を
見
い
出
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
小
堀
氏
ほ
、
か
つ
て
の
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
熱
ほ
、
大
正
二
 
 

年
の
 
「
ノ
ラ
解
題
」
 
の
頃
に
は
、
既
に
全
く
冷
め
き
っ
て
い
た
と
指
摘
 
 

さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
 
『
人
形
の
家
』
等
に
盛
ら
れ
た
イ
 
 

プ
セ
ン
の
道
徳
観
に
対
す
る
不
満
、
第
二
に
明
治
三
十
九
年
以
降
の
日
 
 

本
の
イ
プ
セ
ン
ブ
ー
ム
の
な
か
で
、
次
第
に
イ
プ
セ
ン
研
究
や
紹
介
の
 
 

中
心
的
存
在
に
な
っ
て
い
た
人
々
が
、
「
早
額
田
系
乃
至
自
然
主
義
陣
 
 

螢
の
文
士
」
達
で
あ
っ
た
と
い
う
、
当
時
の
鴎
外
の
文
壇
上
の
位
置
関
 
 

係
、
人
間
関
係
に
由
来
す
る
、
彼
の
イ
プ
セ
ン
に
対
す
る
微
妙
な
心
理
 
 

（
2
6
）
 
 

上
の
変
化
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
 
 
 

鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
観
を
重
層
的
な
も
の
と
み
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
 
 

ら
す
れ
ば
、
『
人
形
の
家
』
、
『
幽
霊
』
に
対
す
る
鴎
外
の
否
定
的
評
価
 
 

は
、
必
ず
し
も
多
面
的
な
イ
プ
セ
ン
像
全
体
を
否
定
し
去
る
も
の
と
は
 
 

見
倣
さ
な
い
が
、
第
二
の
理
由
で
示
さ
れ
た
明
治
三
十
九
年
以
降
の
自
 
 

然
主
義
文
学
の
興
隆
と
鴎
外
の
文
壇
上
の
立
場
と
の
関
係
と
い
う
当
時
 
 

の
歴
史
的
文
脈
か
ら
の
指
摘
は
、
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
観
を
考
察
す
る
上
 
 

で
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
だ
と
思
わ
れ
、
こ
 
 

う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
熟
も
次
第
に
冷
め
て
い
っ
た
 
 

と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
小
堀
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
鴎
外
が
大
正
二
 
 

年
の
時
点
で
イ
プ
セ
ン
か
ら
全
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
 
 

鴎
外
の
イ
プ
セ
ン
に
対
す
る
重
層
的
な
意
識
構
造
が
碓
井
さ
れ
た
ま
ま
、
 
 徐

々
に
彼
の
内
面
に
於
け
る
イ
プ
セ
ン
像
が
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
一
切
の
妥
協
を
拒
み
つ
つ
己
の
理
想
の
実
現
に
 
 

献
身
的
に
没
頭
す
る
プ
ラ
ン
像
に
対
す
る
鴎
外
の
愛
着
は
、
終
始
変
わ
 
 

ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
既
述
し
た
大
正
七
年
の
 
「
観
潮
 
 

槙
閑
話
」
 
に
於
け
る
鴎
外
の
言
葉
は
、
彼
が
い
ま
だ
に
そ
う
し
た
ブ
ラ
 
 

ン
像
疫
愛
着
を
抱
き
続
け
て
お
り
、
し
か
も
ブ
ラ
ン
の
峻
厳
な
理
想
主
 
 

義
を
自
身
の
創
作
倫
理
と
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
大
 
 

正
九
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
 
「
観
潮
銀
」
 
に
ほ
次
の
 
 

よ
う
な
イ
プ
セ
ン
の
言
葉
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
2
7
）
 
 
 

小
数
者
二
正
シ
キ
ー
ア
リ
、
多
数
者
ハ
常
二
誤
レ
リ
 
（
I
b
s
e
n
）
 
 

鴎
外
の
こ
の
言
葉
ほ
、
イ
ブ
セ
ソ
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
の
 
『
幽
霊
』
 
 

出
版
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
彼
に
対
す
る
誹
誘
や
中
傷
に
憤
慨
し
、
 
 

一
八
八
二
年
一
月
三
日
に
ブ
ラ
ン
デ
ス
に
送
っ
た
手
紙
の
な
か
の
、
 
 

「
ビ
ョ
ル
ソ
ン
は
言
う
－
多
数
者
ほ
常
に
正
し
い
。
…
…
し
か
し
私
ほ
 
 

（
2
8
）
 
 

ど
う
し
て
も
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
－
小
数
老
が
常
に
正
し
い
」
と
い
う
有
 
 

名
な
言
葉
に
基
づ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
イ
プ
セ
ン
は
さ
ら
に
こ
の
 
 

手
紙
の
な
か
で
、
自
分
の
意
味
す
る
小
数
者
と
は
、
「
多
数
が
い
ま
だ
 
 

到
達
せ
ざ
り
し
地
点
に
向
か
っ
て
、
先
頭
に
立
っ
て
前
進
す
る
小
数
 
 

者
」
 
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
臆
断
を
ほ
は
か
ら
ず
述
べ
 
 

る
な
ら
ば
、
鴎
外
が
こ
の
イ
プ
セ
ン
の
言
葉
を
書
き
留
め
た
の
は
、
こ
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の
言
葉
に
磨
れ
た
、
確
た
る
玲
持
を
抱
き
、
世
評
に
妥
協
せ
ず
己
の
芸
 
 

術
理
想
を
求
め
続
け
る
プ
ラ
ン
的
な
イ
プ
セ
ン
の
姿
勢
に
強
い
共
感
を
 
 

覚
え
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
こ
の
イ
プ
セ
ン
の
世
評
に
超
 
 

然
と
し
た
態
度
ほ
、
ま
さ
に
世
間
の
一
部
の
不
評
を
買
っ
た
「
伊
澤
蘭
 
 

幹
」
）
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
及
び
 
『
東
京
日
日
新
聞
』
、
大
5
・
6
－
6
‥
 
 

9
）
執
筆
当
時
の
鴎
外
の
心
性
と
照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
伊
澤
 
 

蘭
幹
』
の
末
節
で
、
彼
は
こ
の
作
品
に
対
す
る
世
間
の
不
評
に
次
の
よ
 
 

う
な
言
葉
で
答
え
て
い
る
。
 
 
 

が
く
し
よ
く
う
れ
 

ひ
と
 
お
ほ
 
 
 
た
 
 

じ
や
う
し
き
 
う
れ
 
 

し
か
し
わ
た
く
し
は
学
殖
な
き
を
憂
ふ
る
。
常
識
な
き
を
憂
へ
な
 
 

て
ん
か
 
じ
や
う
し
き
 
と
 
 

（
2
9
）
 
 
 

い
。
天
下
は
常
識
に
富
め
る
人
の
多
き
に
堪
へ
な
い
。
 
 

こ
う
し
た
強
烈
な
自
侍
の
心
性
を
有
し
、
そ
の
真
価
を
理
解
で
き
な
 
 

い
世
評
に
超
然
と
し
な
が
ら
、
「
史
伝
」
 
の
世
界
を
さ
ら
に
切
り
拓
い
 
 

て
い
っ
た
鴎
外
の
創
作
姿
勢
を
み
る
と
き
、
そ
の
胸
の
内
に
峻
厳
な
理
 
 

想
主
義
者
と
し
て
の
イ
ブ
セ
ソ
を
象
徴
す
る
ブ
ラ
ン
像
が
存
在
し
て
い
 
 

つ
よ
つ
ー
ゴ
さ
か
ぜ
き
 
 

た
と
ほ
い
え
ま
い
か
。
己
の
理
想
に
向
か
っ
て
、
「
強
い
巽
に
風
を
切
 
 

た
か
と
ほ
と
 
 

つ
て
、
高
く
速
く
飛
ば
う
と
す
る
」
ブ
ラ
ン
像
に
対
す
る
鴎
外
の
愛
着
 
 

ほ
、
晩
年
に
於
い
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
既
ち
 
 

鴎
外
は
そ
の
晩
年
に
於
い
て
、
確
か
に
「
告
発
と
破
壊
の
イ
プ
セ
ン
」
、
 
 

「
壊
疑
と
絶
望
の
イ
プ
セ
ン
」
か
ら
ほ
次
第
に
離
れ
て
い
っ
た
か
も
知
 
 

れ
な
い
が
、
ブ
ラ
ン
に
ょ
っ
て
象
徴
さ
れ
た
「
世
俗
に
超
然
と
し
た
峻
 
 

厳
な
理
想
主
義
者
と
し
て
の
イ
プ
セ
ン
」
は
鴎
外
の
内
面
に
於
い
て
、
 
 

創
作
倫
理
に
於
け
る
範
と
し
て
確
と
し
て
存
在
し
続
け
た
の
で
ほ
あ
る
 
 

ま
い
か
。
 
 

〔
註
〕
 
 

、
本
稿
に
於
い
て
鴎
外
の
テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
『
鴎
外
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
 
 

一
九
七
一
－
五
年
）
に
拠
り
、
『
全
集
』
と
略
記
し
た
。
 
 

（
1
）
 
日
本
に
於
け
る
イ
プ
セ
ン
受
容
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
秋
慶
大
郎
 
 
 

氏
の
『
日
本
新
劇
史
』
上
巻
（
理
想
社
、
一
九
五
五
年
）
、
越
智
治
雄
氏
の
 
 
 

『
明
治
大
正
の
劇
文
畢
』
（
塙
書
房
、
－
九
七
毒
）
、
藤
木
宏
幸
氏
の
「
イ
 

ー
 
 
 

プ
セ
ソ
）
（
『
欧
米
作
家
と
日
本
近
代
文
学
 
第
三
巻
 
ロ
シ
ア
・
北
欧
こ
岡
 
4
0
 
 
 

欧
篇
』
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
㌧
一
九
七
六
年
）
等
が
あ
る
。
ま
た
欧
米
に
於
 
－
 
 
 

け
る
イ
プ
セ
ン
研
究
を
扱
っ
た
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
毛
利
三
弥
氏
の
『
イ
 
 
 

プ
セ
ン
の
劇
的
否
定
性
－
前
期
作
品
の
研
究
－
』
（
白
鳳
社
、
一
九
七
七
年
）
 
 
 

が
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
中
村
ち
よ
「
ド
イ
ツ
時
代
の
鴎
外
の
読
書
調
査
1
資
料
研
究
1
」
（
『
比
 
 
 

欧
文
学
研
究
』
、
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
）
。
 
 

（
3
）
 
『
全
集
』
第
二
十
二
巻
、
七
一
貫
。
 
 

（
4
）
 
本
書
に
ほ
発
行
年
虔
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
書
の
発
行
年
度
 
 
 

は
、
T
b
e
 
N
a
t
i
O
n
a
－
亡
n
i
O
n
 
C
a
t
巴
O
g
 
P
r
e
－
－
拐
の
－
I
m
p
r
i
n
t
s
．
 
 
 

召
1
．
．
裟
∽
（
M
a
n
s
e
〓
－
－
票
ポ
）
 
旺
拠
っ
た
。
 
 

（
5
）
 
『
全
集
』
第
二
十
五
巻
、
二
二
一
－
二
頁
。
 
 

（
6
）
 
後
に
花
袋
に
続
い
て
長
谷
川
天
渓
も
、
「
幻
滅
時
代
の
牽
術
」
（
『
太
陽
』
、
 
 

琶  
t   



（
7
）
 
『
全
集
』
第
二
十
六
巻
、
四
貢
。
 
 

（
8
）
 
本
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
鴎
外
は
そ
の
イ
プ
セ
ン
言
及
に
於
い
 
 
 

て
、
『
ポ
ル
ク
マ
ン
』
に
対
し
て
ほ
観
照
的
態
度
、
『
幽
霊
』
、
『
人
形
の
家
』
 
 
 

に
対
し
て
は
否
定
的
で
冷
淡
な
態
度
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
 
 
 

う
し
た
一
連
の
訳
業
ほ
、
か
つ
て
の
『
ブ
ラ
ン
』
の
翻
訳
の
時
と
は
異
な
り
、
 
 
 

い
ず
れ
も
依
頼
を
契
放
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
石
川
淳
氏
が
『
森
鴎
 
 
 

外
』
に
於
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
般
に
鴎
外
の
訳
業
が
 
「
原
作
の
償
 
 
 

値
の
高
低
と
か
紹
介
の
意
義
の
厚
薄
と
か
に
係
ら
ず
、
ど
れ
も
が
お
は
む
ね
 
 
 

評
者
の
好
悪
か
ら
離
れ
て
出
来
上
っ
て
ゐ
る
」
 
（
『
石
川
淳
全
集
』
第
九
巻
、
 
 
 

筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
〇
四
頁
）
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
 
 
 

を
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
前
記
の
一
連
の
訳
業
は
、
必
ず
し
も
鴎
外
の
 
 
 

そ
れ
ら
の
作
品
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
 
 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
9
）
 
『
全
集
』
第
二
十
六
巻
、
三
一
四
頁
。
 
 

明
3
9
・
1
0
）
に
於
い
て
、
「
無
技
巧
」
の
自
然
主
義
文
学
の
典
型
と
し
て
イ
 
 

プ
セ
ン
の
作
品
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
が
、
こ
う
し
た
イ
プ
セ
ン
観
に
対
 
 

し
て
、
上
田
敏
は
鴎
外
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
 
 

る
。
 
 ひ

じ
や
う
こ
ぎ
こ
う
か
こ
と
だ
い
そ
の
さ
く
ひ
ん
つ
う
 
 
イ
プ
セ
ン
が
非
常
に
凝
っ
た
技
巧
家
で
あ
る
事
ほ
、
第
一
共
作
品
を
邁
 
 

が
く
に
 
 

ま
た
じ
し
ん
 

く
 

ど
 

き
つ
 
 

讃
し
て
も
気
が
付
く
し
、
 
 

た
て
 
 

イ
ブ
セ
ソ
を
楯
に
し
て
、
 
 

そ
の
い
み
わ
か
 
 

に
は
其
意
味
が
解
ら
ぬ
。
 
 

三
月
）
 
三
二
－
三
賞
）
。
 
 

わ
 
 

か
れ
ん
め
い
げ
 
 

又
彼
自
身
の
明
言
で
も
わ
か
る
の
で
吾
邦
で
は
、
 
 

ぎ
こ
う
む
よ
う
ろ
ん
と
な
ひ
と
 

よ
 
技
巧
無
用
論
を
唱
へ
る
人
も
あ
る
さ
う
だ
。
余
 
 

（
「
イ
プ
セ
ン
新
論
」
（
『
新
小
説
』
明
治
由
十
年
 
 

二
八
六
貢
。
 
 

（
2
6
）
 
小
堀
桂
一
郎
『
森
鴎
外
－
文
業
解
題
 
朝
詳
篇
』
（
岩
波
書
店
一
九
 
 
 

八
二
年
）
一
入
三
－
九
貫
。
 
 

（
2
7
）
 
『
全
集
』
第
三
十
八
巻
、
三
三
貫
。
 
 

（
加
）
 
i
b
謁
ヨ
ー
H
e
n
ユ
k
‥
H
e
n
ユ
k
 
I
b
籍
n
S
S
恥
m
t
詳
F
e
宅
e
r
訂
i
n
 
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
ほ
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 

（
別
）
 
 

（
2
5
）
 
 
 

三
巻
 
 

（
1
0
）
 
B
a
b
．
J
已
i
宏
‥
只
r
i
t
i
好
d
e
r
 
B
鈴
b
n
e
，
可
e
r
s
宍
F
望
S
y
S
t
e
m
a
・
 
 
 

t
i
s
c
h
e
r
 
D
r
a
m
a
t
弓
g
i
e
．
B
e
ユ
i
n
（
O
e
s
t
e
ユ
l
e
岩
）
－
筈
0
0
－
S
．
空
・
 
 

（
1
1
）
 
『
全
集
』
第
二
十
六
巻
、
三
一
五
頁
。
 
 

（
ほ
）
 
B
a
b
，
a
．
a
．
〇
．
S
．
笥
．
 
 

（
1
3
）
 
神
田
孝
夫
「
森
鴎
外
と
E
・
Ⅴ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
ー
『
無
意
識
哲
学
』
を
中
 
 
 

心
に
ー
」
（
『
比
敏
文
学
研
究
 
森
鴎
外
』
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）
 
 

八
 
 
一
貫
。
 
 

『
全
集
』
第
五
巻
、
三
六
三
－
四
貢
。
 
 

『
全
集
』
第
二
十
六
巻
、
三
九
二
頁
。
 
 

山
室
静
『
評
伝
森
鴎
外
』
（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
七
年
）
八
七
貢
。
 
 

『
全
集
』
第
六
巻
、
三
二
四
頁
。
 
 

上
田
、
前
掲
書
、
二
一
貫
。
 
 

『
全
集
』
第
六
巻
、
三
一
五
－
六
貫
。
 
 

秋
庭
、
前
掲
書
、
五
七
四
京
。
 
 

『
全
集
』
第
十
巻
、
七
五
京
。
 
 

『
全
集
』
第
三
十
八
巻
、
二
六
四
貢
。
 
 

『
全
集
』
第
十
四
巻
、
四
五
〇
貢
。
 
 

『
全
集
』
第
二
十
六
巻
、
五
四
九
京
。
 
 

菊
田
茂
男
「
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
」
（
『
欧
栄
作
家
と
日
本
近
代
文
学
 
第
 
 
 

ロ
シ
ア
・
北
欧
・
南
欧
篇
』
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
六
年
」
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