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岡
保
生
氏
は
「「
龍
潭
譚
」
に
つ
い
て）

1
（

」
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
こ
こ
で
ひ
と
つ
断
わ
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
千
里
と
い
う
子
ど
も

が
学
齢
以
前
の
、
か
ぞ
え
年
で
五
歳
ぐ
ら
い
の
幼
児
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
、「
龍
潭
譚
」
に
つ
い
て
の
世
間
に
数
多
い
解
説
文
で
は
、

し
ば
し
ば
か
れ
の
こ
と
を
「
少
年
」
と
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
わ
た

く
し
は
こ
の
こ
と
ば
に
不
満
を
持
ち
ま
す
。
ま
し
て
や
、
こ
の
作
品

を
鏡
花
に
数
多
い
少
年
物
の
一
つ
と
し
て
加
え
る
よ
う
な
見
方
に
は

賛
成
で
き
ま
せ
ん
」。

「
龍
潭
譚
」（
明
治
29
・
11
）
）
2
（

は
鏡
花
初
期
の
傑
作
と
し
て
知
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
小
児
が
山
中
の
「
九こ
ゝ
の

ツ
谺こ
だ
ま

」
と
い
う
異
郷
に
迷

い
こ
み
、神
と
も
魔
と
も
つ
か
ぬ
妖
し
い
美
女
と
一
夜
を
過
ご
し
て
、

町
へ
帰
還
す
る
。
い
か
に
も
鏡
花
の
小
説
ら
し
い
異
界
譚
で
あ
り
、

「
高
野
聖
」（
明
治
33
・
２
）
の
先
行
作
と
い
う
評
価
が
定
着
し
て
久

し
い
。
た
だ
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
「
わ
れ
」
＝
千
里
と
い

う
人
物
が
、
岡
氏
の
い
う
よ
う
に
「
学
齢
以
前
の
幼
児
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
龍
潭
譚
」
と
い
う
小
説
は
、
言
葉
を
ま
だ
満
足
に
は
操
れ
ぬ
ら

し
い
幼
児
に
よ
る
「
一
人
称
語
り
」
と
い
う
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な

側
面
を
有
し
て
い
る
。
同
時
に
作
品
末
尾
で
は
、
こ
れ
が
成
人
し
た

千
里
の
回
想
す
る
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
一
人
称
「
わ

れ
」
は
青
年
千
里
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
回
想
す
る

千
里
よ
り
上
位
の
「
語
り
手
」
も
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
が
、
文
章
の
上
で
は
擬
古
典
的
な
文
語
体
で
書
か
れ
て

お
り
、
文
体
上
の
古
典
的
な
印
象
か
ら
は
千
里
が
幼
児
で
あ
る
こ
と

さ
え
見
え
に
く
い
。
そ
の
よ
う
に
あ
る
種
矛
盾
し
た
、
複
雑
に
混
淆

し
た
小
説
表
現
で
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の

泉
鏡
花
「
龍
潭
譚
」
の
表
現
に
つ
い
て

―
―
〈
幼
児
の
意
識
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―

梅
山　
　

聡
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で
は
な
い
か
。

そ
の
う
え
で
、
な
ぜ
幼
児
な
の
か
。
千
里
は
な
ぜ
幼
児
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
。
幼
児
の
一
人
称
語
り
を
文
語
体
で
書
く
と
い
う

こ
と
に
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
私
見
で
は
そ
う
し
た
点
こ

そ
、「
龍
潭
譚
」
読
解
の
出
発
点
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問

題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
「
龍
潭
譚
」
に
主
人
公
の
年
齢
を
特
定
で
き
る
記
述
は
な
い
。
し

か
し
作
中
の
端
々
の
表
現
を
み
る
か
ぎ
り
、
千
里
が
幼
児
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
自
明
で
あ
る
。

 

・《
…
つ
ゝ
じ
の
花
の
、
わ
が
丈
よ
り
も
高
き
処
、
前
後
左
右
を

咲
埋
め
た
る
…
》（
鎮
守
の
社
）

 

・《
こ
は
予か
ね

て
わ
が
よ
し
と
思
ひ
詰
た
る
雛
の
お
も
か
げ
に
よ
く

似
た
れ
ば
尊
き
人
ぞ
と
見
き
》（
五
位
鷺
）

 

・《
乳
を
の
ま
む
と
い
ふ
を
姉
上
は
許
し
た
ま
は
ず
》、《
乳
の
味
は

忘
れ
ざ
り
し
か
ど
》（
九
ツ
谺
）
と
い
っ
た
母
乳
へ
の
執
着

 

・《
い
ま
だ
家
に
は
遠
し
と
み
ゆ
る
に
、
忍
び
が
た
く
も
姉
の
顔

な
つ
か
し
く
し
ば
ら
く
も
得
堪
へ
ず
な
り
た
り
》（
鎮
守
の
社
）
と

い
っ
た
姉
へ
の
精
神
的
依
存

こ
の
作
品
の
語
り
な
い
し
叙
述
は
、
基
本
的
に
は
幼
児
の
目
線
で
見

た
も
の
を
語
り
、
幼
児
の
意
識
内
容
を
語
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も

の
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
岡
論

文
の
触
れ
て
い
る
、
地
面
に
文
字
を
描
い
て
遊
ぶ
場
面
（
鎮
守
の
社
）

な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
九
ツ
谺
」
の
章
で
、
女
が
千
里
と
共

寝
を
し
な
が
ら
《
を
さ
な
物
語
二
ツ
三
ツ
聞
か
せ
給
ひ
つ
》
と
あ
っ

て
、
つ
づ
い
て
土
地
の
名
を
口
授
す
る
場
面
、

『
一
ツ
谺
、
坊
や
、
ニ
ツ
谺
と
い
へ
る
か
い
。』
／
『
ニ
ツ
谺
。』

／
『
三
ツ
谺
、
四
ツ
谺
と
い
つ
て
御
覧
。』
／
『
四
ツ
谺
。』
／

『
五
ツ
谺
そ
の
あ
と
は
。』
／
『
六
ツ
谺
。』
／
『
さ
う
〳
〵
七

ツ
谺
。』
／
『
八
ツ
谺
。』
／
『
九
ツ
谺
―
―
こ
ゝ
は
ね
、
九
ツ

谺
と
い
ふ
処
な
の
。（
後
略
）』

こ
れ
に
し
て
も
、
幼
児
に
口
か
ら
言
葉
を
覚
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
場
面
と
読
む
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
千
里
が
ま
だ
充
分
に
言
葉
を
話

せ
る
年
齢
で
な
い
の
だ
ろ
う
こ
と
も
察
せ
ら
れ
る
。
つ
い
で
に
言
え

ば
、
作
中
で
千
里
自
身
の
発
話
・
発
語
が
直
接
（
会
話
文
と
し
て
）

記
さ
れ
る
箇
所
は
他
に
一
つ
し
か
な
い
。

こ
の
小
説
で
語
ら
れ
る
幼
児
千
里
の
思
考
や
情
緒
の
な
が
れ
は
概

し
て
気
ま
ぐ
れ
で
、
不
安
定
で
、
と
き
に
不
条
理
に
近
い
。
冒
頭
近

く
、
斑
猫
に
遭
遇
す
る
場
面
が
よ
い
例
で
あ
る
。
捉
え
よ
う
と
す
る

と
遁
げ
ら
れ
て
《
い
つ
も
お
な
じ
ほ
ど
の
あ
は
ひ
を
置
き
て
》
前
に

止
ま
る
虫
を
、
千
里
は
《
い
と
憎
さ
げ
な
り
》
と
思
う
の
で
あ
る
。
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わ
れ
は
足
踏
し
て
心
い
ら
て
り
。
其
居
た
る
あ
と
を
踏
み
に
ぢ

り
て
、

　
『
畜
生
、
畜
生
。』

と
呟
き
ざ
ま
躍
り
か
ゝ
り
て
ハ
タ
と
打
ち
し
拳
は
い
た
づ
ら
に

土
に
よ
ご
れ
ぬ
。

渠
は
一
足
先
な
る
方
に
悠
々
と
羽
づ
く
ろ
ひ
す
。
憎
し
と
思
ふ

心
を
籠
め
て
瞻み
ま
も

り
た
れ
ば
、
虫
は
動
か
ず
な
り
た
り
。
つ
く

〴
〵
見
れ
ば
羽
蟻
の
形
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
や
ゝ
大
な
る
、
身

は
た
ゞ
五
色
の
色
を
帯
び
て
青
み
が
ち
に
か
ゞ
や
き
た
る
、
う

つ
く
し
さ
い
は
む
方
な
し
。

色
彩
あ
り
光
沢
あ
る
虫
は
毒
な
り
と
姉
上
の
教
へ
た
る
を
ふ
と

思
ひ
出
で
た
れ
ば
、
打
置
き
て
す
ご
〳
〵
と
引
返
せ
し
が
、
足

許
に
さ
き
の
石
の
二
ツ
に
砕
け
て
落
ち
た
る
よ
り
俄
に
心
動

き
、拾
ひ
あ
げ
て
取
つ
て
返
し
、き
と
毒
虫
を
ね
ら
ひ
た
り
。（
躑

躅
か
丘
）

千
里
の
心
情
推
移（
波
線
部
分
）を
た
ど
っ
て
読
め
ば
、《
心
い
ら
て
り
》

と
い
う
理
不
尽
な
怒
り
、
虫
を
ひ
た
す
ら
《
憎
し
と
思
ふ
》
執
拗
な

攻
撃
衝
動
、
し
か
し
そ
の
色
を
見
れ
ば
《
う
つ
く
し
さ
い
は
む
方
な

し
》
と
嘆
ず
る
感
受
性
。
ふ
と
姉
の
教
え
を
思
い
出
し
て
意
気
阻
喪

す
る
も
の
の
、
石
こ
ろ
を
見
る
と
《
俄
に
心
動
き
》
殺
意
が
再
燃
す

る
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
唐
突
に
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
気
持
ち
が
二
転
三

転
し
て
い
く
さ
ま
が
読
み
と
れ
る
。

同
様
に
「
鎮
守
の
社
」
か
ら
「
か
く
れ
あ
そ
び
」
冒
頭
に
か
け
て
、

山
道
で
極
度
の
不
安
に
お
そ
わ
れ
た
千
里
が
、
よ
う
や
く
気
を
持
ち

直
し
て
神
社
の
境
内
に
た
ど
り
着
い
た
場
面
。

さ
き
に
わ
れ
泣
き
い
だ
し
て
救す
く
ひ

を
姉
に
も
と
め
し
を
、
渠
に

認
め
ら
れ
し
ぞ
幸
さ
い
は
ひ

な
る
。
い
ふ
こ
と
を
肯き

か
で
一
人
い
で
来

し
を
、
弱
り
て
泣
き
た
り
と
知
ら
れ
む
に
は
、
さ
も
こ
そ
と
て

笑
は
れ
な
む
、
優
し
き
人
の
な
つ
か
し
け
れ
ど
、
顔
を
あ
は
せ

て
謂い

ひ
ま
け
む
は
口
惜
し
き
に
。

嬉
し
く
喜
ば
し
き
思
ひ
胸
に
み
ち
て
は
、
ま
た
急
に
家
に
帰
ら

む
と
は
お
も
は
ず
、
ひ
と
り
境
内
に
彳た
ゝ
ず

み
し
に
、
…
（
か
く
れ

あ
そ
び
）

こ
こ
で
《
渠
に
認
め
ら
れ
し
ぞ
幸
な
る
》
と
い
う
文
の
解
釈
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
。
波
線
部
分
の
述

懐
は
、
い
か
に
も
頑
是
な
い
幼
児
の
見
栄
張
り
の
心
理
を
語
っ
て
い

よ
う
。
先
刻
ま
で
の
恐
怖
や
心
細
さ
を
一
切
忘
れ
た
よ
う
に
《
嬉
し

く
喜
ば
し
き
思
ひ
胸
に
み
ち
て
は
、
ま
た
急
に
家
に
帰
ら
む
と
は
お

も
は
ず
》
な
ど
と
言
い
出
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
一
緒
に
か
く
れ

遊
び
を
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
今
度

は
手
の
ひ
ら
を
返
す
よ
う
に
《
親
し
き
友
に
は
あ
ら
ず
。
常
に
う
と

ま
し
き
児
ど
も
な
れ
ば
、
か
ゝ
る
機を

り会
を
得
て
わ
れ
を
ば
苦
め
む
と
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や
巧
み
け
む
》な
ど
と
い
っ
た
疑
心
暗
鬼
を
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。

「
龍
潭
譚
」
の
全
編
に
わ
た
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
頑
是
な
い
」
と

い
う
ほ
か
な
い
幼
い
思
念
、
混
沌
と
し
て
脈
絡
を
欠
い
た
想
念
、
そ

う
い
っ
た
も
の
が
こ
と
ご
と
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

文
字
通
り
幼
い
子
ど
も
の
思
考
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
理
由
の

な
い
絶
対
的
な
不
安
や
、
怖
さ
の
感
情
。
姉
や
庇
護
的
女
性
へ
の
一

貫
し
た
依
存
心
。
同
時
に
彼
女
ら
へ
の
ゆ
え
な
き
不
信
感
、猜
疑
心
。

美
意
識
や
感
受
性
の
つ
よ
さ
。
か
つ
て
「
狐
憑
き
」
な
ど
と
呼
ば
れ

た
一
種
の
喪
心
状
態
。
そ
う
い
っ
た
種
々
の
要
素
を
ひ
っ
く
る
め
て

こ
こ
で
〈
幼
児
の
意
識
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、「
龍
潭
譚
」
は
〈
幼

児
の
意
識
〉
の
言
語
に
よ
る
形
象
化
を
お
こ
な
っ
た
小
説
で
あ
る
と

ひ
と
ま
ず
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
本
作
が
回
想
体
小
説
で
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て

み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
人
称
「
わ
れ
」
の
語
り
全
体
に
《
年と
し

少わ
か

く
面お
も
て

清き
よ

き
海
軍
の
少
尉
候
補
生
》
と
な
っ
た
現
在
の
千
里
の
回
想

と
い
う
側
面
が
あ
る
の
は
事
実
で
、
ま
た
そ
れ
な
し
で
は
成
り
立
た

な
い
物
語
な
の
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
本
作
の
よ
う
に
「
わ
れ
」
の
心

理
の
委
曲
を
き
わ
め
て
粘
着
的
に
、
理
詰
め
に
詳
述
し
て
い
く
語
り

方
が
、
回
想
者
の
理
性
を
一
旦
介
し
て
で
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
も

の
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
一
方
で
、
幼
児
の
情
動
、
幼
児
の
感
興
の
生
々
し
い
溢
出
こ

そ
が
「
龍
潭
譚
」
の
特
色
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

作
中
の
そ
こ
か
し
こ
で
奔
放
な
〈
幼
児
の
意
識
〉
が
、
回
想
の
文
脈

を
上
回
っ
て
語
り
を
牽
引
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
う
で
な
け

れ
ば
先
に
見
た
よ
う
な
、
あ
れ
ほ
ど
道
理
の
立
た
な
い
、
筋
の
通
ら

な
い
思
念
の
流
れ
を
精
細
に
語
っ
て
い
く
理
由
が
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
、
由
良
君
美
が
「
化
鳥
」（
明
治
30
・
４
）
の
文
体

に
つ
い
て
「
少
年
の
〈
内
的
独
白
〉
を
そ
の
ま
ま
に
生
ま
の
口
語
体

に
定
着
す
る
」
語
り
の
実
験
と
評
し
て
い
る）

3
（

こ
と
を
一
部
参
照
で
き

る
よ
う
に
思
う
。「
龍
潭
譚
」
の
擬
古
文
体
は
、
す
ぐ
後
に
書
か
れ

る
「
化
鳥
」
の
新
鮮
な
口
語
体
と
は
お
よ
そ
対
照
的
な
も
の
だ
が
、

表
現
と
し
て
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。「
龍
潭
譚
」
が
擬
古
文
と

い
う
外
衣
の
下
で
「
化
鳥
」
に
通
ず
る
表
現
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は

案
外
見
落
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
「
龍
潭

譚
」
の
文
語
は
、「
化
鳥
」
の
語
り
に
文
語
体
の
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
施

し
た
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
よ
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
龍
潭
譚
」
全
編
が
〈
内
的
独
白
〉
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
は
無
論

い
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
小
説
の
す
べ
て
を
回
想
者
に
よ
っ
て
統
御

さ
れ
た
語
り
と
見
做
す
こ
と
も
ま
た
当
を
得
な
い
。
明
ら
か
に
矛
盾

す
る
二
要
素
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
回
想
語
り
に
よ
る

省
察
的
な
叙
述
が
あ
り
、
一
方
で
は
〈
内
的
独
白
〉
風
に
示
さ
れ
る

〈
幼
児
の
意
識
〉
が
前
景
化
し
て
い
る
。
幼
児
の
〈
内
的
独
白
〉
は
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し
ば
し
ば
回
想
の
文
脈
を
す
り
脱
け
、
語
り
の
統
御
に
逆
ら
お
う
と

す
る
。路

の
右
左
、
躑
躅
の
花
の
紅
く
れ
な
ゐ

な
る
が
、
見
渡
す
方
、
見
返
る

方
、
い
ま
を
盛
な
り
き
。
あ
り
く
に
つ
れ
て
汗
少
し
い
で
ぬ
。

空
よ
く
晴
れ
て
一
点
の
雲
も
な
く
、
風
あ
た
ゝ
か
に
野
面
を
吹

け
り
。

一
人
に
て
は
行
く
こ
と
な
か
れ
と
優
し
き
姉
上
の
い
ひ
た
り
し

を
肯き

か
で
、し
の
び
て
来
つ
。
お
も
し
ろ
き
な
が
め
か
な
。（
躑

躅
か
丘
）

書
き
出
し
に
近
い
一
節
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
坂
を
登
っ
て
い

く
幼
児
の
臨
場
的
な
語
り
の
上
に
、
回
想
語
り
の
層
が
重
ね
ら
れ
て

い
る
と
み
れ
ば
よ
い
。
た
だ
、《
空
よ
く
晴
れ
て
…
》
の
対
句
的
な
一

行
は
か
な
り
修
辞
的
な
性
格
が
強
く
、《
優
し
き
姉
上
の
い
ひ
た
り
し

を
…
》
や
《
お
も
し
ろ
き
な
が
め
か
な
》
に
は
、
幼
児
千
里
の
内
言

が
〈
内
的
独
白
〉
風
に
露
出
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

整
理
す
れ
ば
こ
の
小
説
の
語
り
・
叙
述
は
お
よ
そ
三
つ
の
要
素
を

併
せ
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
幼
児
に
よ
る
〈
内
的
独
白
〉
的
な
要
素
。

回
想
者
に
よ
る
語
り
の
要
素
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
を
同
居
さ
せ
て
い

る
文
語
体
の
文
章
。
文
章
上
の
修
辞
技
法
も
あ
る
種
の
表
現
効
果
を

及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
多
面
的
な
表
現
が
こ
の
作
品
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
。
そ
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二
「
か
く
れ
あ
そ
び
」
冒
頭
の
一
節
を
再
度
と
り
上
げ
る
。
傍
線
部

の
文
が
従
来
か
ら
疑
問
と
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
解

釈
に
も
〈
幼
児
の
意
識
〉
が
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
き
に
わ
れ
泣
き
い
だ
し
て
救す
く
ひ

を
姉
に
も
と
め
し
を
、
渠
に

認
め
ら
れ
し
ぞ
幸

さ
い
は
ひ

な
る
。
い
ふ
こ
と
を
肯き

か
で
一
人
い
で
来

し
を
、
弱
り
て
泣
き
た
り
と
知
ら
れ
む
に
は
、
さ
も
こ
そ
と
て

笑
は
れ
な
む
、
優
し
き
人
の
な
つ
か
し
け
れ
ど
、
顔
を
あ
は
せ

て
謂い

ひ
ま
け
む
は
口
惜
し
き
に
。

問
題
は
代
名
詞
「
渠
」
が
誰
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文

脈
か
ら
い
え
ば
す
ぐ
上
の
「
姉
」
が
「
渠
」
の
先
行
詞
に
な
る
は
ず

だ
が
、「
姉
」
は
千
里
を
救
け
に
は
来
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、《
渠
に
認

め
ら
れ
し
》
と
あ
る
の
が
内
容
と
齟
齬
し
て
し
ま
う
。

「
龍
潭
譚
」
の
現
代
語
訳）

4
（

を
手
が
け
た
秦
恒
平
氏
が
訳
注
の
中
で

「
こ
の
渠
と
は
何
か
。（
略
）
鏡
花
原
稿
で
は
「
認
め
ら
れ
」
の
あ
と

に
二
字
分
の
抹
消
が
あ
り
、
訳
者
は
、「
ざ
り
」
と
い
う
打
消
語
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
な
ら
「
渠
」
は
「
姉
」
を
意
味
し
て
至
極

穏
当
だ
が
、
初
出
以
来
文
章
に
異
同
が
な
い
」
と
問
題
を
提
起
し
、

議
論
の
発
端
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
自
筆
原
稿
（
慶
応
義
塾

図
書
館
蔵
）
上
で
は
「
認
め
ら
れ
」
と
「
し
」
の
間
に
確
か
に
「
二
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字
分
の
抹
消
」
が
認
め
ら
れ
、判
読
困
難
で
あ
る
が
、も
と
も
と
「
ざ

り
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

そ
の
こ
と
も
含
め
て
、「
渠
」
は
や
は
り
「
姉
」
と
読
む
の
が
正
し

く
、
本
来
こ
の
文
は
否
定
文
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
に
は
、
一

応
理
が
あ
る
と
し
て
お
き
た
い）

5
（

。

一
方
で
、
本
文
通
り
に
肯
定
文
と
し
て
読
み
、「
姉
」
以
外
の
指
示

対
象
を
考
え
る
も
の
と
し
て
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
こ
れ
ま
で
に
四

通
り
の
解
釈
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

 

①
秦
恒
平
の
現
代
語
訳
。
当
該
箇
所
を
「
先さ
っ
き刻

山
な
か
で
、
泣
い

て
助
け
て
と
姉
を
呼
ん
だ
時
、
瀧
の
音
や
「
も
う
い
い
よ
」
に

前ゆ
く
て途

を
誘
っ
て
も
ら
え
て
、
ほ
ん
と
に
良
か
っ
た
」
と
訳
す
。

 

②
寺
田
透
。「
こ
の
「
渠
」
は
文
の
表
で
は
ま
だ
先
行
詞
の
役
を

果
た
し
て
い
な
い
が
、
九
ツ
谺
の
谷
の
女
王
を
指
す
だ
ろ
う）

6
（

」。

③
吉
村
博
任
。「「
渠
」
と
は
（
略
）
明
ら
か
に
斑
猫）

7
（

」。

 

④
Ｍ
・
コ
デ
ィ
・
ポ
ー
ル
ト
ン
の
英
訳
。「
渠
」
は
社
の
境
内
で

遭
遇
す
る
怪
し
い
女
を
指
し
て
い
る
と
す
る）

8
（

。

以
上
、「
姉
」
と
読
む
解
釈
も
含
め
て
五
つ
の
読
み
方
が
あ
る
こ
と
に

な
る
が
、
本
稿
の
見
解
を
示
せ
ば
、
①
の
秦
氏
の
解
釈
が
も
っ
と
も

正
解
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

問
題
の
文
に
先
立
っ
て
《
さ
き
に
わ
れ
泣
き
い
だ
し
て
救
を
姉
に

も
と
め
し
を
》
と
あ
る
の
は
、
前
章
「
鎮
守
の
社
」
の
次
の
部
分
に

言
及
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
は
涙
の
声
た
か
く
、
あ
る
ほ
ど
声
を
絞
り
て
姉
を
も
と
め

ぬ
。
一
た
ひマ
マ

二
た
び
三
た
び
し
て
、
こ
た
へ
や
す
る
と
耳
を
澄

ま
せ
ば
、
遥
か
に
瀧
の
音
聞
こ
え
た
り
。
ど
う
〳
〵
と
響
く
な

か
に
、
い
と
高
く
冴
え
た
る
声
の
幽か
す
か

に
、

　
『
も
う
い
ゝ
よ
、
も
う
い
ゝ
よ
。』

と
呼
び
た
る
聞
こ
え
き
。
こ
は
い
と
け
な
き
我
が
な
か
ま
の
隠

れ
遊
び
と
い
ふ
も
の
す
る
あ
ひ
図
な
る
こ
と
を
認し
た
ゝ

め
得
た
る
、

一
声
く
り
か
へ
す
と
ハ
ヤ
き
こ
え
ず
な
り
し
が
、
や
う
〳
〵
心

た
し
か
に
其
声
し
た
る
方
に
た
ど
り
て
…

こ
の
と
き
千
里
は
、声
の
か
ぎ
り
に
泣
き
喚
い
て
姉
を
呼
ぼ
う
と
し
、

応
え
る
声
が
な
い
か
と
耳
を
す
ま
せ
て
待
っ
た
。
遠
く
で
瀧
の
音
が

聞
え
、
そ
れ
に
混
じ
っ
て
か
す
か
に
『
も
う
い
ゝ
よ
、
も
う
い
ゝ
よ
』

の
呼
び
声
が
聞
え
て
く
る
。
千
里
は
そ
の
声
を
耳
に
し
て
、《
い
と
け

な
き
我
が
な
か
ま
》
た
ち
が
自
分
の
こ
と
を
見
つ
け
て
呼
び
か
け
て

く
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
こ
で
声
の
し
た
方
へ
向
か
う
と
、
あ
っ

け
な
く
躑
躅
の
迷
路
を
ぬ
け
出
し
、
迷
子
の
恐
怖
か
ら
の
が
れ
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、《
渠
に
認
め
ら
れ
し
ぞ

幸
な
る
》
と
千
里
は
回
顧
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
私
見
で

は
「
渠
」
と
は
直
接
に
は
『
も
う
い
ゝ
よ
』
の
声
を
指
し
、幼
児
「
わ
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れ
」
の
意
識
に
お
い
て
は
《
い
と
け
な
き
我
が
な
か
ま
》
を
思
い
描

い
て
い
る
。「
渠
」
を
し
い
て
現
代
語
訳
す
る
な
ら
「
あ
の
声
」
な

ど
と
訳
し
て
よ
く
、
秦
氏
の
訳
に
あ
る
「
瀧
の
音
」
ま
で
含
め
る
必

要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
た
い
。
無
論
、『
も
う
い
ゝ
よ
』
の
声

は
（
も
し
こ
れ
が
本
当
に
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
声
だ
っ
た
な
ら
ば
）、
客
観

的
に
考
え
て
千
里
と
は
何
の
関
係
も
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
千
里
は
、
幼
児
の
自
己
中
心
的
な
感
覚
、
な
い
し
自
他
未
分
的

な
外
部
感
覚
か
ら
、
自
分
を
遊
び
に
誘
っ
て
い
る
声
と
し
て
そ
れ
を

受
け
と
っ
た
の
で
あ
る
。
前
後
の
文
脈
が
幼
児
的
思
考
に
つ
よ
く
傾

い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
考
え
た
い）

9
（

。

と
は
い
え
「
渠
」
を
そ
う
解
し
た
と
し
て
も
、
な
お
疑
問
は
残
さ

れ
る
。『
も
う
い
ゝ
よ
』
の
声
の
主
は
何
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

面お
も
て

を
蔽
へ
と
い
ふ
ま
ゝ
に
し
つ
。
ひ
ッ
そ
と
な
り
て
、
堂
の

裏
崖
を
さ
か
さ
に
落
つ
る
瀧
の
音
だ
う
〳
〵
と
松
杉
の
梢
ゆ
ふ

風
に
鳴
り
渡
る
。
か
す
か
に
、

　
『
も
う
可い
ゝ

よ
、
も
う
可い
ゝ

よ
。』

と
呼
ぶ
声
谺
に
響
け
り
。
眼
を
あ
く
れ
ば
あ
た
り
静
ま
り
返
り

て
た
そ
が
れ
の
色
ま
た
一
際
襲
ひ
来
れ
り
。
大
な
る
樹
の
す
く

〳
〵
と
な
ら
べ
る
かマ
マ

朦
朧
と
し
て
う
す
ぐ
ら
き
な
か
に
隠
れ
む

と
す
。（
か
く
れ
あ
そ
び
）

か
く
れ
遊
び
の
鬼
に
な
っ
た
千
里
。
だ
が
一
緒
に
い
た
子
ど
も
た
ち

は
み
な
消
え
さ
っ
て
い
る
。
ふ
た
た
び
瀧
の
音
と
と
も
に
、『
も
う
可い
ゝ

よ
、
も
う
可い
ゝ

よ
』
の
声
が
遠
く
で
こ
だ
ま
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に

先
の
引
用
場
面
の
意
図
的
な
繰
り
返
し
で
あ
り
、
結
局
『
も
う
い
ゝ

よ
』
の
声
は
千
里
を
惑
わ
そ
う
と
す
る
、
ま
や
か
し
の
声
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
だ
ま
の
怪
の
よ
う
な
も
の
が
千
里
を
翻

弄
し
て
い
る
の
で
あ
る）
10
（

。
で
あ
れ
ば
、
見
知
ら
ぬ
子
ど
も
た
ち
も
ま

た
、
何
も
の
か
が
見
せ
て
い
た
幻
で
あ
っ
て
、
初
め
か
ら
実
在
は
し

て
い
な
か
っ
た
と
読
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
千
里
は
山
道
に
踏
み
入
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
さ
ま

ざ
ま
な
怪
事
に
翻
弄
さ
れ
つ
づ
け
る
。《
走
り
お
り
て
走
り
の
ぼ
り

つ
。
い
つ
ま
で
か
恁か
く

て
あ
ら
む
、
こ
た
び
こ
そ
と
思
ふ
に
違
ひ
て
、

道
は
ま
た
畝
れ
る
坂
な
り
》（
鎮
守
の
社
）
と
い
う
、
無
限
に
ル
ー
プ

す
る
果
て
の
な
い
坂
道
、
躑
躅
の
迷
宮
。
そ
こ
か
ら
し
て
す
で
に
現

実
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
斑
猫
の
毒
が
見
せ
た
幻
覚
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
千
里
が
次
々
と
出
遭
う
怪
異
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
に

な
る
。『
も
う
い
ゝ
よ
』
の
声
。
か
く
れ
遊
び
の
子
ど
も
た
ち
。
境

内
に
現
れ
る
《
顔
の
色
白
く
う
つ
く
し
き
人
》。
捜
し
に
き
た
家
人

お
よ
び
姉
ら
し
き
ひ
と
。《
も
の
》
や
《
四
足
の
も
の
》
の
気
配
。

銀
杏
の
樹
の
下
に
見
た
姉
に
似
た
女
。
千
里
を
誤
認
し
て
去
っ
た
姉

（
ら
し
き
ひ
と
）。
そ
し
て
、
九
ツ
谺
の
女
。
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こ
れ
ら
す
べ
て
幻
で
あ
っ
た
と
読
ん
で
も
お
か
し
く
は
な
い
。
事

態
は
ま
さ
し
く
千
里
自
身
が
《
怪
し
き
神
の
さ
ま
〴
〵
の
こ
と
し
て

な
ぶ
る
わ
》（
大
沼
）
と
了
解
し
て
い
る
通
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
の
だ
。
境
内
で
遭
遇
し
た
《
極
め
て
丈
高
き
女
》
と
、
銀
杏
の

樹
の
下
の
女
と
は
、
は
た
し
て
同
一
人
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

九
ツ
谺
の
女
そ
の
ひ
と
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
千
里
の
顔
を
見
分
け

ら
れ
ず
に
去
っ
て
し
ま
う
姉
も
、
本
当
に
姉
本
人
だ
っ
た
の
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ら
一
切
が
不
分
明
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
く
る
ま
山
の
山
中
に
は
人
を
誑
か
す
《
も
の
》
な
り
《
怪
し
き

神
》な
り
が
数
多
く
巣
食
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ず
、

そ
れ
で
は
九
ツ
谺
の
女
と
は
何
も
の
な
の
か
。
彼
女
も
ま
た
卑
し
い

神
魔
の
類
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
は
何
か
違
う
も
の
な
の
か）
11
（

。
だ

が
そ
れ
を
問
う
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
無
意
味
で
あ
ろ
う
。「
龍
潭
譚
」

の
物
語
は
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
で
し
か

な
い）
12
（

。
話
を
戻
せ
ば
、『
も
う
い
ゝ
よ
』
の
声
が
何
も
の
の
仕
業
で
あ
る
か

は
全
く
不
明
で
、
九
ツ
谺
の
女
と
そ
の
も
の
と
の
関
係
も
知
り
よ
う

が
な
い
。
正
体
の
わ
か
ら
な
い
何
か
が
千
里
を
誑
か
そ
う
と
し
て
呼

び
か
け
た
声
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、先
行
詞
の
な
い
「
渠
」

と
い
う
あ
い
ま
い
な
指
示
語
の
使
用
に
は
一
種
の
必
然
性
が
伴
っ
て

い
る
と
も
い
え
る
。

《
渠
に
認
め
ら
れ
し
ぞ
幸
な
る
》
と
い
う
文
は
、
基
本
的
に
は
幼

児
千
里
の
、「
あ
の
声
に
（
＝
あ
の
子
た
ち
に
）
呼
ん
で
も
ら
え
て
ほ
ん

と
に
よ
か
っ
た
」
と
い
う
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
「
渠
」

は
、
実
際
は
千
里
の
信
じ
た
よ
う
な
《
い
と
け
な
き
我
が
な
か
ま
》

で
は
な
い
。そ
の
こ
と
を
千
里
は
知
ら
な
い
で
い
る
。謎
め
い
た「
渠
」

に
よ
っ
て
文
意
が
多
重
化
す
る
の
で
あ
る
。
深
読
み
す
る
な
ら
、「
ほ

ん
と
に
よ
か
っ
た
」
と
い
う
千
里
の
感
懐
自
体
、
す
で
に
正
常
な
判

断
を
失
っ
て
錯
乱
し
た
思
考
で
あ
る
と
も
、《
怪
し
き
神
》
に
操
ら
れ

た
心
理
状
態
と
も
読
み
得
る
も
の
で
あ
る
。
単
純
な
幼
児
心
理
を
語

っ
て
い
る
と
み
せ
か
け
て
、
そ
れ
と
な
く
怪
異
の
影
を
し
の
び
込
ま

せ
、〈
幼
児
の
意
識
〉
に
奥
行
き
と
陰
影
を
与
え
て
い
る
。
作
者
は
意

図
的
に
そ
の
よ
う
な
表
現
を
仕
掛
け
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う）
13
（

。

三
〈
幼
児
の
意
識
〉
と
回
想
語
り
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
も
っ
と

も
興
味
深
い
問
題
を
提
供
す
る
の
は
「
ふ
る
さ
と
」
以
降
の
章
段
で

あ
る
。
千
里
は
町
へ
帰
還
し
て
の
ち
、「
狐
憑
き
」
の
子
ど
も
と
し
て

扱
わ
れ
、
家
人
や
町
の
人
間
か
ら
迫
害
を
受
け
る
。
物
語
が
急
に
暗

さ
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
物
語

内
容
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。
一
人
称
で
話
者
自
身
の
「
狂
気
」
が

語
ら
れ
る
（
か
の
よ
う
に
見
え
る
）
と
い
う
、
叙
述
や
語
り
の
あ
り
方
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に
も
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

だ
が
ま
ず
は
、
帰
還
後
の
千
里
が
「
狂
気
」
な
る
も
の
に
と
り
憑

か
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
は
じ
め
に
確
認

し
て
お
く
。
左
の
一
節
は
町
へ
戻
っ
て
後
の
千
里
の
感
懐
で
あ
る
。

口
惜
し
く
腹
立
た
し
き
ま
ゝ
身
の
周
囲
は
こ
と
〴
〵
く
敵か
た
き

ぞ

と
思
は
れ
た
る
。
町
も
、
家
も
、
樹
も
、
鳥
籠
も
、
は
た
そ
れ

何な
ん

等ら

の
も
の
ぞ
、
姉
と
て
ま
こ
と
の
姉
な
り
や
、
さ
き
に
は
一

た
び
わ
れ
を
見
て
其
弟
を
忘
れ
し
こ
と
あ
り
、
塵
一
つ
と
し
て

わ
が
眼
に
入
る
は
、
す
べ
て
も
の
ゝ
化
し
た
る
に
て
、
恐
ろ
し

き
あ
や
し
き
神
の
わ
れ
を
悩
ま
さ
む
と
て
現
じ
た
る
も
の
な
ら

む
。（
ふ
る
さ
と
）

次
の
箇
所
は
社
の
境
内
で
錯
乱
に
陥
っ
た
際
の
叙
述
で
あ
る
。

い
か
な
れ
ば
わ
れ
姉
上
を
ま
で
怪
み
た
る
。（
略
）

涙
ぐ
み
て
彳た
ゝ
ず

む
時
、
ふ
と
見
る
銀
杏
の
木
の
く
ら
き
夜
の
空

に
大
な
る
円
き
影
し
て
茂
れ
る
下
に
女
の
後
姿
あ
り
て
わ
が
眼

を
遮
り
た
り
。
あ
ま
り
よ
く
似
た
れ
ば
姉
上
と
呼
ば
む
と
せ
し

が
、
よ
し
な
き
も
の
に
声
か
け
て
、
な
ま
じ
ゐ
に
わ
が
此
処
に

あ
る
を
知
ら
れ
む
は
、
拙
き
わ
ざ
な
れ
ば
と
思
ひ
て
や
み
ぬ
。

と
ば
か
り
あ
り
て
其
姿
ま
た
か
く
れ
去
り
つ
。
見
え
ず
な
れ
ば

な
ほ
な
つ
か
し
く
、
た
と
へ
恐
ろ
し
き
も
の
な
れ
ば
と
て
、
か

り
に
も
わ
が
優
し
き
姉
上
の
姿
に
化
し
た
る
上
は
、
わ
れ
を
捕

へ
て
む
ご
か
ら
む
や
、
さ
き
な
る
は
然
も
な
く
て
、
い
ま
幻
に

見
え
た
る
が
ま
こ
と
其
人
な
り
け
む
も
わ
か
ら
ざ
る
を
、
何
と

て
言こ
と
ば

は
か
け
ざ
り
し
と
打
泣
き
し
が
か
ひ
も
あ
ら
ず
。

あ
は
れ
さ
ま
〴
〵
の
も
の
ゝ
怪
し
き
は
す
べ
て
わ
が
眼
の
い
か

に
か
せ
し
作
用
な
る
べ
し
、
さ
ら
ず
は
涙
に
く
も
り
し
や
、
術す
べ

こ
そ
あ
り
た
れ
、
か
な
た
な
る
御
手
洗
に
て
清
め
て
み
ば
や
と

寄
り
ぬ
。（
大
沼
）

傍
線
部
お
よ
び
波
線
部
で
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
明

白
で
あ
ろ
う
。
最
愛
の
姉
を
な
ぜ
か
信
じ
ら
れ
ず
、
疑
っ
て
し
ま
う

と
い
う
悲
痛
な
思
い
。
怪
し
い
も
の
の
仕
業
で
自
分
は
狂
わ
さ
れ
て

い
る
の
だ
と
い
う
惑
乱
と
狐
疑
逡
巡
。

つ
ま
り
山
中
彷
徨
の
場
面
と
帰
還
後
の
物
語
と
で
、語
ら
れ
る〈
意

識
〉
の
内
容
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
そ
の
同
じ
も
の
が
、
小
説
後

半
で
は
あ
た
か
も
「
狂
気
」
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
千
里

に
対
し
《
つ
ま
ゝ
れ
》《
さ
ら
は
れ
も
の
》《
気
狂
》《
狐
つ
き
》
と

い
っ
た
、社
会
の
言
葉
が
次
々
に
投
げ
つ
け
ら
れ
る
せ
い
で
も
あ
る
。

そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
「
狂
気
」
と
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、「
狂
気
」
の

レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
千
里
の
〈
幼
児
の
意
識
〉
の
純
粋
さ
が
毀
た
れ

て
い
く
。
そ
の
代
わ
り
社
会
的
な
「
狂
気
」
と
い
う
も
の
が
作
り
だ

さ
れ
て
い
く
。「
龍
潭
譚
」後
半
は
そ
う
し
た
ド
ラ
マ
を
語
っ
て
い
る
。

「
ふ
る
さ
と
」
以
下
の
章
は
決
し
て
千
里
の
「
狂
気
」
を
語
る
も
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の
で
は
な
い
。「
狂
気
」
を
語
る
ゆ
え
に
奇
妙
な
語
り
に
な
る
の
で

も
な
い
。
な
ら
ば
そ
こ
で
、
語
り
な
い
し
叙
述
に
異
様
な
ね
じ
れ
の

生
じ
る
箇
所
が
散
見
す
る
の
は
、
一
体
何
が
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。

千
里
が
叔
父
の
奈
四
郎
に
《
引ひ
つ

立た

て
》
ら
れ
、
家
の
三
畳
間
の
《
柱

に
縛い
ま
し

め
》
ら
れ
る
場
面
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

近
く
寄
れ
喰
さ
き
な
む
と
思
ふ
の
み
、
歯
が
み
し
て
睨に

ら
ま
へ

た
る
、
眼
の
色
こ
そ
怪
し
く
な
り
た
れ
、
逆
つ
り
た
る
眦
は
憑

き
も
の
ゝ
わ
ざ
よ
と
て
、
寄
り
た
か
り
て
口
々
に
の
ゝ
し
る
ぞ

無
念
な
り
け
る
。（
ふ
る
さ
と
）

や
や
奇
妙
な
一
文
で
あ
る
。《
近
く
寄
れ
喰
さ
き
な
む
》
と
い
う
の

は
千
里
自
身
の
意
識
で
あ
る
と
し
て
も
、
つ
づ
く
《
歯
が
み
し
て
睨

ら
ま
へ
た
る
》
や
《
眼
の
色
こ
そ
怪
し
く
な
り
た
れ
》
は
、
千
里
の

主
観
と
、
人
々
が
見
て
い
る
彼
の
様
態
と
、
ど
ち
ら
に
属
す
の
だ
ろ

う
か
。《
憑
き
も
の
ゝ
わ
ざ
よ
と
て
、
寄
り
た
か
り
て
口
々
に
の
ゝ

し
る
》
は
千
里
を
遠
巻
き
に
眺
め
る
人
々
の
言
動
で
あ
る
が
、
文
末

は
《
…
ぞ
無
念
な
り
け
る
》
と
、
ふ
た
た
び
千
里
の
心
情
に
か
え
っ

て
結
ば
れ
て
い
る）
14
（

。
ま
た
次
の
箇
所
で
は
、

や
う
や
く
い
ま
し
め
は
ゆ
る
さ
れ
ど
な
ほ
心
の
狂
ひ
た
る
も
の

と
し
て
わ
れ
を
あ
し
ら
ひ
ぬ
。
い
ふ
こ
と
信
ぜ
ら
れ
ず
、
す
る

こ
と
皆
人
の
疑
を
増
す
を
い
か
に
せ
む
。
ひ
し
と
取
籠
め
て
庭

に
も
出
さ
で
日
を
過
ご
し
ぬ
。（
同
）

波
線
部
の
文
は
主
語
が
あ
い
ま
い
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も

読
め
る
。
以
上
の
よ
う
な
主
格
の
揺
ら
ぐ
セ
ン
テ
ン
ス
が
、
文
語
体

で
あ
る
ゆ
え
に
か
ろ
う
じ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
章
に
そ
う
し
た
ね
じ
れ
が
生
じ
る
の
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
理

由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、「
ふ
る
さ
と
」
以
後
、
千
里
以
外
の

人
物
（
奈
四
郎
、
姉
、
家
人
、
町
の
人
々
）
が
物
語
に
出
入
り
し
始
め
、

彼
ら
の
目
線
で
見
た
千
里
を
描
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
た
め
で
あ

る
。
千
里
の
視
点
と
、
他
者
の
視
点
と
の
対
立
が
そ
こ
に
生
じ
る
。

あ
る
い
は
千
里
の
言
葉
と
他
者
の
言
葉
と
の
衝
突
が
生
じ
る
。

『
ま
、
や
つ
と
取
返
し
た
が
、
縄
を
解
い
て
は
な
ら
ん
ぞ
。
も

う
眼
が
血
走
つ
て
居
て
、
す
き
が
あ
る
と
駆
け
出
す
じ
や
。
魔エ
テ

ど
の
が
そ
れ
し
よ
び
く

0

0

0

0

で
の
。』

と
戒
め
た
り
。
い
ふ
こ
と
よ
く
わ
が
心
を
得
た
る
よ
、
然
り
、

隙
だ
に
あ
ら
む
に
は
い
か
で
か
こ
ゝ
に
と
ゞ
ま
る
べ
き
。（
同
）

波
線
部
分
《
い
ふ
こ
と
よ
く
わ
が
心
を
得
た
る
よ
》
云
々
は
、
や
や

衝
撃
的
に
き
こ
え
る
。
本
当
に
狂
っ
て
し
ま
っ
た
思
考
が
語
ら
れ
て

い
る
よ
う
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
考
え
れ
ば
《
隙
だ
に
あ
ら
む
に
は
い

か
で
か
こ
ゝ
に
と
ゞ
ま
る
べ
き
》
と
い
う
、
九
ツ
谺
に
憧
れ
て
山
へ

向
か
お
う
と
す
る
想
い
は
千
里
に
と
っ
て
ご
く
自
然
な
も
の
で
あ
っ

て
、
作
中
一
貫
し
た
〈
幼
児
の
意
識
〉
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

奈
四
郎
の
台
詞
と
の
対
比
に
よ
っ
て
そ
れ
が
異
常
な
言
葉
の
よ
う
に
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見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
む
し
ろ
「
回
想
す
る
青
年
千
里
」
と
「
幼

児
千
里
」
の
対
立
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
箇
所
を

見
た
い
。

…
世
に
た
ゞ
一
人
な
つ
か
し
き
姉
上
ま
で
わ
が
顔
を
見
る
ご
と

に
、
気
を
確
に
、
心
を
鎮
め
よ
、
と
涙
な
が
ら
い
は
る
ゝ
に
ぞ
、

さ
て
は
い
か
に
し
て
か
、
心
の
狂
ひ
し
に
は
あ
ら
ず
や
と
わ
れ

と
わ
が
身
を
危
ぶ
む
や
う
其
毎
に
な
り
ま
さ
り
て
、
果は

て

は
ま
こ

と
に
も
の
く
る
は
し
く
な
り
も
て
ゆ
く
な
る
。

た
と
へ
ば
怪
し
き
糸
の
十と

へ

は

た

へ

重
二
十
重
に
わ
が
身
を
ま
と
ふ
心
地

し
つ
。
し
だ
い
〳
〵
に
暗
き
な
か
に
奥
深
く
お
ち
い
り
て
ゆ
く

思
あ
り
。
そ
れ
を
ば
刈
払
ひ
、遁
出
で
む
と
す
る
に
其
術
な
く
、

す
る
こ
と
、
な
す
こ
と
、
人
見
て
必
ず
、
眉
を
顰
め
、
嘲
り
、

笑
ひ
、
卑
め
、
罵
り
、
は
た
悲
み
憂
な
ど
す
る
に
ぞ
、
気
あ
が

り
、
心
激
し
、
た
ゞ
ぢ
れ
に
ぢ
れ
て
す
べ
て
の
も
の
皆
わ
れ
を

は
ら
だ
ゝ
し
む
。（
同
）

こ
の
一
節
で
は
、
語
ら
れ
て
い
る
心
理
自
体
は
た
し
か
に
異
常
に
思

え
る
。
し
か
し
波
線
の《
わ
れ
と
わ
が
身
を
》《
果
は
ま
こ
と
に
》《
た

と
へ
ば
》《
し
だ
い
〳
〵
に
》《
そ
れ
を
ば
》
と
い
っ
た
語
句
を
み
れ

ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
自
ら
の
心
理
状
態
を
冷
静
に
対
象
化
し
て
物
語

る
も
の
で
あ
っ
て
、
回
想
調
が
勝
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
内
容
に

反
し
て
語
り
は
む
し
ろ
安
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
叙
述

も
作
品
後
半
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
少
し
後
で
は
、

さ
れ
ば
ぞ
姉
が
わ
が
快
復
を
祈
る
言こ
と
ば

も
わ
れ
に
心
を
狂
は
す

や
う
、
わ
ざ
と
然さ

は
い
ふ
な
ら
む
と
、
一
た
び
お
も
ひ
て
は
堪

ゆ
べ
か
ら
ず
、
力
あ
ら
ば
恣
に
と
も
か
く
も
せ
ば
せ
よ
か
し
、

近
づ
か
ば
喰
ひ
さ
き
く
れ
む
、
蹴
飛
ば
し
や
ら
む
、
掻
む
し
ら

む
、
透
あ
ら
ば
と
び
い
で
ゝ
、
九
ツ
谺
と
を
し
へ
た
る
、
た
う

と
き
う
つ
く
し
き
か
の
ひ
と
の
許
に
遁
げ
去
ら
む
と
、
胸
の
湧

き
た
つ
ほ
ど
こ
そ
あ
れ
、ふ
た
ゝ
び
暗
室
に
い
ま
し
め
ら
れ
ぬ
。

（
同
）

こ
こ
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
不
条
理
な
思
考
を
直
接
ぶ
ち
ま
け
る

よ
う
な
語
り
口
に
な
る
。《
近
づ
か
ば
喰
ひ
さ
き
く
れ
む
、
蹴
飛
ば

し
や
ら
む
、
掻
む
し
ら
む
…
》
と
い
っ
た
、
幼
児
千
里
の
内
言
を
む

き
出
し
の
ま
ま
並
べ
立
て
る
挿
入
句
に
よ
っ
て
、
回
想
語
り
の
文
脈

が
し
ば
し
破
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
回
想
す
る
千
里
」
と
「
幼
児
千
里
」
の
対
立
と
い
う
こ
と
を
、

も
う
少
し
一
般
化
す
れ
ば
こ
れ
は
「
語
る
『
わ
れ
』
／
語
ら
れ
る
『
わ

れ
』」
の
分
裂
や
対
立
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

自
体
は
何
も
特
殊
で
は
な
い
。
一
人
称
の
小
説
一
般
に
お
け
る
必
要

条
件
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
語
り
手
と
主
人
公
の
不
即
不
離
の

二
重
化
は
、
物
語
の
語
り
と
い
う
も
の
の
最
も
基
本
的
な
性
質
で
あ
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ろ
う
。
し
か
し
「
龍
潭
譚
」
に
お
い
て
問
題
な
の
は
む
し
ろ
、
幼
児

の
〈
内
的
独
白
〉
的
な
要
素
と
、
回
想
語
り
の
要
素
と
が
、
文
語
体

の
文
章
の
中
で
不
調
和
に
同
居
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
な
の
で

あ
る
。
帰
還
後
の
章
段
で
そ
れ
が
特
に
顕
在
化
し
、
劇
的
な
葛
藤
を

見
せ
て
い
る
。

そ
の
上
に
、「
正
気
／
狂
気
」
と
い
う
二
分
法
の
問
題
が
重
な
っ
て

い
る
。
も
し
も
「
回
想
す
る
青
年
千
里
＝
正
気
」
が
「
語
ら
れ
る
幼

児
千
里
＝
狂
気
」
を
、
完
全
に
統
御
し
て
物
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
語

り
そ
の
も
の
は
安
定
し
た
「
狂
気
」
の
叙
述
に
も
な
り
得
る
。
と
い

う
よ
り
、
そ
う
い
う
語
り
の
仕
方
に
よ
っ
て
こ
そ
「
狂
気
」
と
い
う

も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
。
だ
が
「
龍
潭
譚
」
の
場
合
、
語
り
は
完
全

に
「
回
想
す
る
青
年
千
里
」
の
側
に
立
つ
の
で
も
な
く
、完
全
に
「
語

ら
れ
る
幼
児
千
里
」
の
側
に
い
る
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
叙
述

は
「
正
気
」
に
も
「
狂
気
」
に
も
落
着
く
こ
と
が
な
く
揺
動
を
つ
づ

け
る
。
そ
の
こ
と
で
「
正
気
／
狂
気
」
の
線
引
き
を
機
能
し
な
く
さ

せ
て
い
る
。「
龍
潭
譚
」
は
「
正
気
／
狂
気
」
と
い
う
図
式
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
「
狂
気
」
を
語
っ
て
い
な
い
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、

異
様
な
語
り
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

こ
の
小
説
が
回
想
者
の
物
語
に
よ
っ
て
完
全
に
は
統
御
さ
れ
な
い

〈
幼
児
の
意
識
〉
を
浮
上
さ
せ
て
い
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に

あ
る
。「
龍
潭
譚
」
は
、
大
人
の
回
想
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
る
幼

児
の
内
面
を
語
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な

回
想
語
り
を
攪
乱
す
る
も
の
と
し
て
〈
幼
児
の
意
識
〉
を
噴
出
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
表
現
の
た
め
に
文
語
体
が
有
効
に
働
い
て
い
る

こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
擬
古
的
な
文
語
文
を
、
構
文
や

統
語
法
上
の
あ
る
種
の
自
由
さ
を
許
す
文
体
と
し
て
利
用
す
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
先
に
見
た
よ
う
な
主
客
の
定
ま
ら
な
い
複
視
点
の
セ

ン
テ
ン
ス
を
作
り
う
る
。
あ
る
い
は
直
接
話
法
を
引
用
符
な
し
に
地

の
文
に
埋
め
こ
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
、《
近
く
寄
れ
喰
さ
き
な
む
》、

《
い
ふ
こ
と
よ
く
わ
が
心
を
得
た
る
よ
》
の
よ
う
な
、
語
り
の
文
脈

を
離
れ
た
〈
内
的
独
白
〉
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
と
め

て
い
え
ば
、「
龍
潭
譚
」
は
文
語
文
の
性
質
を
逆
手
に
と
る
よ
う
な
表

現
の
戦
略
に
よ
っ
て
〈
幼
児
の
意
識
〉
の
形
象
化
を
行
お
う
と
し
た

小
説
な
の
で
あ
る
。

四
本
節
で
は
「
龍
潭
譚
」
の
修
辞
表
現
に
つ
い
て
補
足
的
に
論
じ
た

い
。
文
章
上
の
修
辞
技
法
が
、
語
り
の
問
題
と
は
ま
た
別
の
径
路
か

ら
〈
幼
児
の
意
識
〉
を
表
現
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
い
た
め
で
あ
る
。

《
日
は
午
な
り
。
あ
ら
ゝ
木
の
た
ら
〳
〵
坂
に
樹
の
蔭
も
な
し
。》



－109－

と
い
う
冒
頭
文
は
、
李
賀
の
「
月
午
樹
無
影
／
一
山
唯
白
暁
」（「
感

諷　

其
三
」）
と
い
う
詩
句）
15
（

を
想
起
さ
せ
る
。
た
だ
し
鏡
花
が
こ
れ
を

典
拠
と
し
て
用
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
李
賀
の
詩

は
「
月
午
」
す
な
わ
ち
月
が
中
天
に
あ
っ
て
樹
に
全
く
蔭
が
で
き
ず

「
一
山
唯
白
暁
」
と
い
う
状
態
を
い
う
の
だ
が
、
同
時
に
「
月
午
」

は
鬼
や
妖
魅
の
跳
梁
す
る
魔
の
時
間
と
い
う
発
想
で
も
あ
る
ら
し

い）
16
（

。「
龍
潭
譚
」
の
場
合
は
正
午
で
あ
る
が
、
同
様
に
蔭
深
い
は
ず

の
林
道
に
ま
っ
た
く
日
陰
の
な
い
特
別
な
状
態
を
意
味
し
て
お
り
、

こ
の
と
き
す
で
に
千
里
が
魔
的
な
時
空
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
冒
頭
文
が
「
日
ハ4

午
ナ4

リ
。

ア
ラ
ゝ

4

4

4

木
ノ
タ
ラ
〳
〵

4

4

4

4

坂
（
ザ
カ

4

4

）
ニ
樹
ノ
蔭
（
カ4

ゲ
）
モ
ナ4

シ
」
と
、

ア
列
音
の
連
な
り
を
響
か
せ
て
い
る
こ
と
も
詩
的
表
現
へ
の
傾
斜
を

示
す
も
の
と
し
て
注
意
し
た
い
。

ま
た
作
品
前
半
（「
躑
躅
か
丘
」
〜
「
鎮
守
の
社
」）
で
、「
あ
か
し
」

と
い
う
語
を
二
重
の
意
味
（「
明
」
と
「
赤
」）
に
掛
け
て
多
用
し
て

い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い）
17
（

。

 

・《
行
く
方
も
躑
躅
な
り
。
来
し
方
も
躑
躅
な
り
。
山
土
の
い
ろ

も
あ
か
く
見
え
た
る
、あ
ま
り
う
つ
く
し
さ
に
恐
ろ
し
く
な
り
て
》

 

・《
赤
土
の
道
巾
せ
ま
く
、
う
ね
り
〳
〵
果
し
な
き
に
両
側
つ
ゞ

き
の
躑
躅
の
花
、
遠
き
方
は
前
後
を
塞
ぎ
て
、
日
か
げ
あ
か
く
咲

込
め
た
る
空
の
い
ろ
の
真
蒼
き
下
に
彳た
ゝ
ず

む
は
わ
れ
の
み
な
り
》

 

・《
立
あ
が
り
て
ゆ
く
て
を
見
れ
ば
、
左
右
よ
り
小
枝
を
組
み
て

あ
は
ひ
も
透
か
で
躑
躅
咲
き
た
り
。
日
影
ひ
と
し
ほ
赤
う
な
り
ま

さ
り
た
る
に
、
手
を
見
た
れ
ば
掌
に
照
り
そ
ひ
ぬ
》

 

・《
背う
し
ろ後
に
は
躑
躅
の
花
飛
び
〳
〵
に
咲
き
て
青
き
草
ま
ば
ら
に
、

や
が
て
堂
の
う
ら
に
達
せ
し
時
は
一
株
も
は
な
の
あ
か
き
は
な
く

て
》

・《
前
後
左
右
を
咲
埋
め
た
る
あ
か
き
色
の
あ
か
き
が
な
か
に
》

二
つ
目
の
引
用
で
は
「
ア
カ

4

4

ツ
チ

0

0

の
ミ
チ

0

0

ハ
バ

4

4

」、「
う
ね
り
〳
〵
」、

「
両
側4

ツ
ヅ
キ

0

0

0

の
ツ
ツ
ヂ

0

0

0

の
花4

」
と
い
っ
た
音
の
反
復
が
目
立
つ
。

ま
た
《
あ
か
く
》
を
掛
詞
的
に
用
い
な
が
ら
《
日
か
げ
あ
か
く
咲
込

め
た
る
空
の
い
ろ
の
真
蒼
き
》
と
い
う
圧
縮
さ
れ
た
表
現
を
行
っ
て

い
る
。
五
つ
目
の
引
用
の
《
あ
か
き
色
の
あ
か
き
が
な
か
に
》
と
い

っ
た
、
一
見
稚
拙
な
重
複
も
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。言

葉
の
多
義
性
や
音
の
響
き
の
前
景
化
は
、
詩
的
言
語
的
な
性
質

を
示
す
徴
候
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
〈
幼
児
の
意
識
〉
の
感
受
性

の
あ
り
方
と
結
び
つ
く
。

た
ゞ
ひ
と
へ
に
ゆ
ふ
日
照
り
そ
ひ
た
る
つ
ゝ
じ
の
花
の
、
わ
が

丈
よ
り
も
高
き
処
、
前
後
左
右
を
咲
埋
め
た
る
あ
か
き
色
の
あ

か
き
が
な
か
に
、
翠
と
、
紅
と
、
紫
と
、
青
白
の
光
を
羽
色
に

帯
び
た
る
毒
虫
の
キ
ラ
〳
〵
と
飛
び
た
る
さ
ま
の
広
き
景
色
の
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み
ぞ
画
の
如
く
小
さ
き
胸
に
ゑ
が
ゝ
れ
け
る
。（
鎮
守
の
社
）

こ
の
一
節
は
た
だ
美
し
い
幻
想
の
情
景
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な

く
、「
あ
か
き
」
の
両
義
的
使
用
、
お
よ
び
色
彩
語
の
羅
列
な
ど
に
よ

っ
て
、
幼
児
の
言
語
以
前
の
審
美
的
感
覚
を
間
接
的
に
あ
ら
わ
そ
う

と
し
て
い
る
。「
毒
虫
」
も
「
つ
ゝ
じ
の
花
」
も
、
実
際
は
千
里
を

恐
怖
に
陥
れ
た
怪
異
だ
っ
た
の
だ
が
、〈
幼
児
の
意
識
〉
の
な
か
で
そ

れ
が
《
あ
ま
り
う
つ
く
し
さ
に
恐
ろ
し
く
な
り
て
》（
躑
躅
か
丘
）
と

い
っ
た
、
恐
怖
と
背
中
合
わ
せ
の
極
度
の
美
的
体
験
で
も
あ
っ
た
こ

と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
龍
潭
譚
」
の
文
は
同
時
代
に
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て

い
た
。《
渠
の
師
宗
と
す
る
所
の
文
、
源
氏
物
語
な
る
か
、
徒
然
艸

な
る
か
。
そ
の
捏
く
り
た
る
、
廻
り
く
ど
く
し
た
る
節
奏
な
き
、
何

ぞ
一
に
斯
の
如
く
な
る
や
。
渠
は
晦
渋
と
い
ふ
こ
と
を
作
文
の
第
一

義
に
置
き
、
達
意
と
い
ふ
こ
と
を
最
後
に
置
き
た
る
も
の
ゝ
如
し
》

（
八
面
楼
主
人）
18
（

）。
あ
る
い
は
《
文
字
は
徒
ら
に
冗
漫
に
し
て
意
を
成

す
こ
と
難
く
、
景
を
叙
し
事
を
記
す
る
、
朦
朧
と
し
て
た
ゞ
雲
を
捕

ふ
る
が
如
し
。（
中
略
）
わ
れ
等
近
来
か
く
の
如
き
解
し
難
き
文
字

を
読
み
し
こ
と
あ
ら
ず
》（
荒
川
漁
郎）
19
（

）。
す
べ
て
の
評
が
こ
う
し
た

論
調
を
と
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
作
品
の
文
章
が
同
時
代
読
者

の
目
に
も
奇
異
な
も
の
、
不
透
明
な
も
の
と
映
っ
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
当
然
で
あ
っ
た
。「
龍
潭
譚
」
の
文
章
は
、
文
語
体

の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
利
用
し
て
幼
児
の
〈
内
的
独
白
〉
に
近
い
表
現

を
試
み
る
、
あ
る
い
は
擬
古
文
の
詩
的
修
辞
を
通
し
て
幼
児
の
感
受

性
を
暗
に
示
す
、
そ
う
し
た
表
現
の
冒
険
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

面
で
、
中
古
文
体
の
あ
か
ら
さ
ま
な
摸
倣
な
ど
が
見
ら
れ
る
の
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
決
し
て
こ
れ
は
伝
統
的
・
規
範
的
な
和
文
を
志

向
し
た
も
の
で
は
な
い
。《
日
は
午
な
り
。
あ
ら
ゝ
木
の
た
ら
〳
〵

坂
に
樹
の
蔭
も
な
し
》
の
よ
う
な
措
辞
は
伝
統
的
な
和
文
で
は
あ
り

得
な
い
も
の
だ
ろ
う）
20
（

。
ま
た
、
伝
統
的
文
体
は
通
常
あ
る
種
の
公
的

な
言
語
主
体
を
担
保
す
る
も
の
だ
が
、
擬
古
文
で
幼
児
の
混
沌
と
し

た
意
識
を
綴
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
常
識
的
な
発
想
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
同
時
代
に
お
け
る
擬
古
文
体
と
し
て
落
合
直
文

ら
の
新
国
文
や
、
鷗
外
の
雅
文
小
説
の
文
体
や
、
明
治
三
十
年
代
に

流
行
す
る
「
美
文
」
な
ど
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、「
龍
潭
譚
」
は
そ
の

ど
れ
と
も
違
っ
た
や
り
方
で
擬
古
文
を
我
流
に
活
用
し
て
い
る
。
鏡

花
文
学
の
当
時
に
お
け
る
独
自
性
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。

結
び

は
じ
め
に
提
出
し
た
問
い
に
か
え
れ
ば
、本
作
で
千
里
が
「
幼
児
」

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
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か
。
無
論
、
年
齢
的
な
意
味
で
「
幼
児
」
で
あ
る
か
「
少
年
」
で
あ

る
か
は
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
「
少
年
」
と
い
う
も
の
を
仮
に
、

合
理
的
な
判
断
に
も
と
づ
い
て
自
主
的
に
行
動
し
、
物
語
の
プ
ロ
ッ

ト
を
自
ら
主
導
し
て
い
け
る
主
体
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
龍
潭

譚
」
は
決
し
て
「
少
年
」
の
物
語
で
は
な
い
。
そ
う
読
ん
で
は
い
け

な
い
も
の
な
の
だ
。

作
品
冒
頭
か
ら
、
千
里
は
な
ぜ
町
を
離
れ
、
山
道
を
迷
い
歩
く
の

か
。そ
も
そ
も
自
ら
の
意
思
で
歩
い
て
い
る
か
さ
え
定
か
で
は
な
い
。

外
出
の
動
機
と
し
て
は
単
に
、《
一
人
に
て
は
行
く
こ
と
な
か
れ
と
優

し
き
姉
上
の
い
ひ
た
り
し
を
肯き

か
で
、し
の
び
て
来
つ
》（
躑
躅
か
丘
）

と
い
う
よ
う
に
、
姉
の
禁
止
を
や
ぶ
っ
て
冒
険
す
る
こ
と
に
秘
か
な

悦
び
を
お
ぼ
え
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
以
上
の
ど
ん
な
理
由
や
目
的
が
あ
っ
た
か
を
問
う
の

は
作
品
の
性
質
に
反
し
た
読
み
で
あ
ろ
う
。「
龍
潭
譚
」
と
い
う
小

説
を
引
っ
ぱ
っ
て
い
く
の
は
、
意
志
や
目
的
を
伴
っ
た
主
人
公
の
行

動
で
は
な
く
混
沌
と
し
た
〈
幼
児
の
意
識
〉
の
流
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
描
か
れ
る
〈
幼
児
の
意
識
〉
と
は
、
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
単
な
る
幼
い
子
ど
も
の
思
念
に
と
ど
ま
ら
な
い
。夢
や
幻
覚
。

こ
の
世
の
外
へ
向
か
っ
て
い
く
浪
漫
的
心
情
。
怪
異
と
の
遭
遇
。「
狐

憑
き
」「
神
隠
し
」
と
か
つ
て
い
わ
れ
、
今
日
的
に
は
「
狂
気
」
と

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
心
身
状
態
。
喪
っ
た
母
の
乳
房
を
も
と
め
る

幼
児
心
理
。
同
時
に
自
分
が
母
を
殺
し
、
姉
を
殺
し
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
恐
怖
。
極
度
の
美
的
体
験
、
審
美
的
感
性
。
そ
う
い
っ
た

も
の
す
べ
て
を
内
に
含
む
、
豊
饒
な
〈
意
識
〉
の
あ
り
よ
う
が
「
龍

潭
譚
」
の
主
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
合
理
的
な
プ
ロ
ッ
ト
を
形
成
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
成
長
し
て
理
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

物
語
の
結
末
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
も
そ
れ
は
関
わ
っ
て
い
る
。

終
章
に
お
い
て
千
里
は
結
局
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
物
語

的
に
は
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
意
味
す
る
の
か
。
重
要
な
の
は
、
結
末

に
お
い
て
成
人
し
た
現
在
の
千
里
が
、
い
ま
な
お
九
ツ
谺
の
女
を
忘

れ
ず
に
大
切
に
想
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
点
で
は
な
い
か
。
青
年
千

里
は
《
う
つ
く
し
き
人
》
を
追
懐
し
つ
つ
《
潭
に
臨
み
て
粛
然
と
》

た
た
ず
ん
で
い
る
。
彼
の
心
中
は
、
か
つ
て
九
ツ
谺
の
女
を
ひ
た
す

ら
《
た
う
と
き
う
つ
く
し
き
か
の
ひ
と
》
と
念
じ
て
慕
っ
た
そ
の
心

の
あ
り
よ
う
と
、
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
九
ツ
谺
の
女
だ
け
で
な

く
、
狂
っ
た
よ
う
に
山
を
あ
く
が
れ
さ
ま
よ
っ
た
幼
時
体
験
の
す
べ

て
は
、
い
ま
も
な
お
千
里
の
心
の
中
で
意
味
を
も
っ
て
生
き
続
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

「
龍
潭
譚
」
の
解
釈
に
は
従
来
い
く
つ
か
の
方
向
性
が
あ
り
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
千
里
は
そ
の
の
ち
障
り
な

く
成
人
し
健
全
な
社
会
順
応
を
遂
げ
た
と
い
う
、
通
過
儀
礼
の
物
語
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と
し
て
の
読
み
方
。
あ
る
い
は
、
九
ツ
谺
が
潭
と
な
り
龍
神
は
水
底

に
沈
む
と
い
う
、
伝
説
的
な
要
素
を
重
視
す
る
読
み
方
。
民
譚
や
説

話
の
世
界
な
ら
ば
宗
教
的
な
大
団
円
で
あ
り
、
ま
た
神
と
人
間
社
会

の
新
た
な
関
係
を
示
唆
す
る
結
末
と
し
て
も
読
め
る
。
そ
し
て
鏡
花

的
な
「
母
恋
い
」
の
主
題
を
読
み
込
む
な
ら
ば
、
千
里
の
亡
き
母
へ

の
想
い
が
い
か
に
し
て
救
済
さ
れ
る
か
と
い
う
筋
書
き
を
描
く
こ
と

が
で
き
る
。
以
上
こ
れ
ら
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
説
得
力
を
も
ち
、
有

意
義
な
観
点
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
言
う
の
だ

が
、「
龍
潭
譚
」
の
結
末
は
、
は
た
し
て
何
か
が
明
朗
に
解
決
し
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
逆
な
の
で
は
な
い
か
。

幼
時
の
体
験
が
、
現
在
の
千
里
の
前
に
、
あ
ま
り
に
も
生
々
し
く

甦
っ
て
く
る
。《
海
軍
の
少
尉
候
補
生
》
と
な
っ
た
彼
の
理
性
を
侵

食
す
る
か
の
よ
う
に
、〈
幼
児
の
意
識
〉
が
ま
ざ
ま
ざ
と
回
帰
し
て
く

る
。
当
然
な
が
ら
、
九
ツ
谺
に
ま
つ
わ
る
幼
時
の
神
秘
体
験
は
、
現

在
の
千
里
に
し
て
も
そ
れ
を
完
全
に
意
味
づ
け
て
、
整
理
し
て
物
語

る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
青
年
千
里
は
幼
児
千
里
の
物
語
に
対
し
て

全
知
の
語
り
手
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
作
品
の
末
尾

で
青
年
千
里
が
、
唐
突
に
三
人
称
的
な
視
座
か
ら
対
象
化
さ
れ
て
記

さ
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。「
龍
潭
譚
」
は
、
現
在
か

ら
過
去
を
回
想
す
る
物
語
で
あ
る
と
と
も
に
、
過
去
が
逆
流
し
て
き

て
現
在
の
話
者
を
呑
み
こ
も
う
と
す
る
物
語
で
も
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
回
想
物
語
の
枠
組
み
を
一
応
と
り
な
が
ら
も
、
語
り
の

統
御
に
さ
か
ら
っ
て
表
出
さ
れ
る
〈
幼
児
の
意
識
〉
は
、
回
想
体
の

枠
を
揺
る
が
せ
る
。

鏡
花
は
長
編
『
誓
之
巻）
21
（

』
に
着
手
し
て
の
ち
、
鷗
外
調
の
文
語
体

を
用
い
た
、
一
人
称
に
よ
る
半
虚
構
・
半
自
伝
的
な
小
説
を
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
試
み
よ
う
と
し
た
。「
龍
潭
譚
」
も
そ
こ
か
ら
生
れ
た
作

品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
だ
、『
誓
之
巻
』
が
結
果
的
に
、
回
想
形
式

で
の
私
語
り
の
体
裁
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
様
相
を
見
せ
る
よ
う
に）
22
（

、

「
龍
潭
譚
」
も
ま
た
通
常
の
一
人
称
回
想
小
説
と
は
異
な
る
も
の
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
あ
る
意
味
で
回
想
形
式
を
無
効
化
す
る

小
説
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
龍
潭
譚
」
に
お
け
る
〈
幼
児
の
意
識
〉

の
表
現
は
、
本
作
の
擬
古
文
に
替
え
て
子
ど
も
の
話
し
言
葉
の
語
り

を
採
用
し
さ
え
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
「
化
鳥
」
の
表
現
が
生
ま
れ
る

と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
。「
龍
潭
譚
」は
鏡
花
の
創
作
史
に
お
い
て「
化

鳥
」
へ
の
画
期
的
な
飛
躍
を
準
備
し
た
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
）
岡
保
生
「「
龍
潭
譚
」
に
つ
い
て
」（「
文
学
・
語
学
」
平
成
元
・
８
）

（
2
）「
文
芸
倶
楽
部
」
二
巻
十
三
編
・
臨
時
増
刊
『
小
説
六
佳
選
』（
明
治

29
・
11
・
３
）

（
3
）
由
良
君
美
「
鏡
花
に
お
け
る
超
自
然
―
『
化
鳥
』
詳
考
」（「
国
文
学
」
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昭
和
49
・
３
）

（
4
）
秦
恒
平
訳
編
『〈
明
治
の
古
典
４
〉
高
野
聖 

歌
行
燈
』（
学
研
、
昭
和

56
・
10
）
所
収
、
秦
恒
平
訳
「
龍
潭
譚
」。

（
5
）
村
松
定
孝
・
笠
原
伸
夫
・
三
田
英
彬
・
東
郷
克
美
編
著
『
泉
鏡
花
』（
桜

楓
社
、昭
和
58
・
３
）
所
収
「
龍
潭
譚
」
脚
注
（
東
郷
克
美
）
は
、「「
渠
」

は
「
姉
」
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
「
認
め
ら
れ

ざ
り
し
」
と
あ
っ
た
方
が
文
脈
は
通
る
」
と
し
て
い
る
。

（
6
）
寺
田
透
『
鏡
花
小
説
・
戯
曲
選
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
56
〜
57
）
解
説
、

の
ち
『
泉
鏡
花
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
３
・
11
）。
引
用
は
『
泉
鏡
花
』

74
頁
。

（
7
）
吉
村
博
任
「
神
隠
幻
想
―
「
龍
潭
譚
」
論
―
」（「
鏡
花
研
究
」
昭
和

59
・
11
）

（
8
）
Ｍ
・
コ
デ
ィ
・
ポ
ー
ル
ト
ン
訳
『
龍
潭
譚
』（
泉
鏡
花
作
「
龍
潭
譚
」

英
訳
出
版
実
行
委
員
会
、
昭
和
62
・
５
）。
問
題
の
箇
所
を
《H

appy 

I w
as that she found m

e, though all m
y tears had cried out for 

m
y sister.

》
と
訳
し
、she 

に
左
の
注
を
付
し
て
い
る
。

《W
ho is the 

“she

” of this sentence?  In the original, it is even 
m

ore enigm
atic: kare, in classical Japanese, m

ay m
ean either 

“she

” or 

“he

”. Various interpretations exist for this passage, but I 
take it to refer to the m

ysterious w
om

an, introduced only later in 

this section, w
hom

 the boy encounters near the shrine.

》

（
9
）
こ
の
時
点
で
千
里
が
そ
の
存
在
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
九
ツ
谺
の
女
を

「
渠
」
と
称
し
て
い
る
と
い
う
、
寺
田
透
の
解
釈
は
や
は
り
通
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。《
渠
に
認
め
ら
れ
し
ぞ
幸
な
る
》
は
文
脈
か
ら
み

て
そ
の
場
そ
の
時
の
幼
児
千
里
の
思
考
で
あ
り
、
回
想
者
に
よ
る
後

年
の
判
断
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
の
理
由
で
ポ
ー
ル
ト
ン
の
説
も

採
ら
な
い
。

（
10
）「
四
之
巻
」（「
文
芸
倶
楽
部
」
明
治
29
・
９
）
に
主
人
公
新
次
の
見
る

悪
夢
の
場
面
が
あ
り
、
そ
こ
で
も
山
か
ら
聞
え
る
こ
だ
ま
の
声
が
新

次
の
心
を
惑
わ
す
。《「
ね
、
何
に
も
あ
な
た
を
呼
ん
で
や
し
な
い
の
。

み
ん
な
僻
耳
で
す
。
新
ち
や
ん
〳
〵
て
き
こ
え
た
つ
て
…
…
そ
り
や

山
鳩
の
声
で
せ
う
。
あ
れ
〳
〵
あ
れ
、
鳴
い
て
る
の
が
聞
え
ま
せ
う
。」

／
耳
を
澄
せ
ば
果
せ
る
か
な
、
遥
か
に
遠
く
、
三み

ツ
山や
ま

、
四よ

ツ
谷た
に

、

十と

森も
り

の
彼あ
な

方た

の
、
洞
の
中
の
奥
深
く
鳴
く
か
と
思
ふ
心
地
せ
り
。》（
有

明
）

（
11
）
同
時
代
に
「
紅
塵
万
丈
」（「
日
本
」
明
治
29
・
11
・
23
）
の
「
飛
入
生
」

は
、《
千
里
を
魔
せ
し
神
の
美
し
き
女
神
な
る
は
承
知
し
た
れ
ど
も
果

し
て
之
れ
が
慈
愛
深
き
神
様
で
あ
る
か
又
は
悪
魔
な
り
し
か
あ
ん
ま

り
朦
朧
に
過
ぎ
て
物
足
ら
ぬ
千
里
を
愛
し
た
る
外
形
及
び
千
里
が
後

年
に
至
り
て
尚
其
者
を
追
懐
す
る
所
を
見
れ
ば
彼
は
甚
だ
優
し
い
者

で
あ
る
が
御
祈
禱
の
為
め
に
落
さ
れ
た
工
合
で
は
悪
魔
ら
し
く
も
見

え
る
》
と
評
し
て
い
る
。
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（
12
）
寺
田
前
掲
書
77
頁
に
い
う
「
要
す
る
に
「
ふ
る
さ
と
」
の
冒
頭
、
千

里
を
負
う
て
町
に
来
た
九
ツ
谺
の
赤
つ
ら
の
老
爺
が
去
る
ま
で
の
一

切
は
、
千
里
の
彷
徨
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
は
実
は
無
か
っ
た
こ
と
か

も
知
れ
な
い
の
だ
」
と
い
っ
た
読
み
も
、
こ
の
小
説
に
関
し
て
不
可

能
で
は
な
い
。
ま
た
ポ
ー
ル
ト
ン
英
訳
の
後
書
き
は
「
も
ち
ろ
ん
、

千
里
が
経
験
し
た
こ
と
は
、
毒
虫
に
刺
さ
れ
た
た
め
に
ひ
き
お
こ
さ

れ
た
、
単
な
る
幻
覚
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。（
中
略
）『
龍
潭
譚
』
に

登
場
す
る
「
怪
し
き
女
」
と
は
何
者
か
。
悪
魔
か
女
神
か
魔
女
か
、

そ
れ
と
も
子
供
の
熱
に
う
か
さ
れ
た
幻
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
鏡
花
自

身
は
わ
ざ
と
曖
昧
に
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
も
、「
狐
憑
き
」
に
つ
い

て
の
あ
り
の
ま
ま
の
記
述
と
も
読
め
る
し
、
ま
た
子
供
の
方
向
感
覚

喪
失
状
態
（
略
）
と
、
死
ん
だ
母
親
を
求
め
る
無
意
識
の
性
的
幻
想

に
つ
い
て
の
心
理
的
作
品
と
も
読
め
る
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
適
切

な
ま
と
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
13
）「
勝
手
口
」（「
太
陽
」
明
治
29
・
11
〜
12
）
末
章
（
十
六
）
の
次
の
箇

所
も
参
照
。

「
好
男
子
、
報
い
ず
ば
な
る
ま
い
。
何
か
？
」

　

誰
が
た
め
に
か
す
べ
き
、
国
家
に
責
任
を
荷
へ
る
身
の
、
渠
と

と
も
に
其
時
死
す
る
こ
と
を
得
ざ
り
し
中
尉
は
、
愁
然
と
し
て
、

「
自
殺
、
閣
下
。」
と
の
み
い
ふ
。

傍
線
部
分
は
中
尉
龍
太
郎
が
、
想
い
人
の
お
仙
（
＝
渠
）
に
死
な
れ
、

軍
人
ゆ
え
に
彼
女
と
と
も
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
以

来
戦
場
に
死
に
場
所
を
求
め
て
来
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

代
名
詞
「
渠
」
を
先
行
詞
な
し
で
一
種
の
婉
曲
語
法
と
し
て
用
い
て

い
る
例
で
あ
る
。
な
お
自
筆
原
稿
で
当
初
ど
う
書
か
れ
て
い
た
か
に

つ
い
て
秋
山
稔
「
勝
手
口
か
ら
戦
場
へ
―
泉
鏡
花
「
勝
手
口
」
試
論
―
」

（「
日
本
近
代
文
学
」
平
成
20
・
11
）
に
言
及
が
あ
る
。

（
14
）
英
訳
で
は
左
の
よ
う
に
一
部
を
直
接
話
法
に
し
て
訳
し
て
い
る
。

《T
here, they circled round m

e as I raved m
y eyes afire, 

w
hispering ̶

 Look at his eyes, w
hat a strange light in them

! look 

at how
 they roll back in his head, I sw

ear he

’s been possessed! ̶
 

C
om

e close you beasts, thought I, m
y teeth w

ill tear you all to 

shreds.

》

（
15
）
詩
の
全
文
「
南
山
何
其
悲
／
鬼
雨
灑
空
草
／
長
安
夜
半
秋
／
風
前
幾

人
老
／
低
迷
黄
昏
逕
／

 

青
櫟
道
／
月
午
樹
無
影
／
一
山
唯
白
暁

／
漆
炬
迎
新
人
／
幽
壙
螢
擾
擾
」。
原
田
憲
雄
『
李
賀
歌
詩
編
２
』（
平

凡
社
東
洋
文
庫
、
平
成
11
・
２
）
に
よ
る
。「
月
午
樹
無
影
」
は
「
月

午
樹
立4

影
」
と
作
る
本
も
多
い
。

（
16
）
原
田
前
掲
書
の
注
に
「
月
が
中
天
に
上
り
、
正
午
の
日
の
よ
う
な
状

態
に
あ
る
こ
と
。
広
異
記
に
「
世
間
の
月
午
は
地
下
の
斎
時
」（
太
平

広
記
巻
三
七
二
蔡
四
）
と
い
い
、
亡
霊
た
ち
の
地
下
の
祭
り
の
時
間

で
あ
る
と
い
う
」。
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（
17
）
作
品
後
半
で
は
《
小
提
灯
の
火
影
あ
か
き
が
》（
あ
ふ
魔
が
と
き
）、《
蠟

の
灯
は
吹
く
と
な
き
山
お
ろ
し
に
あ
か
く
な
り
、く
ら
う
な
り
て
》（
五

位
鷺
）、《
顔
の
あ
か
き
老を

ぢ夫
》（
渡
船
）、《
姉
上
は
袖
も
て
わ
れ
を
庇
ひ

な
が
ら
顔
を
赤
う
し
て
遁
げ
入
り
た
ま
ひ
つ
》（
ふ
る
さ
と
）
と
用
い

ら
れ
る
。

（
18
）
八
面
楼
主
人
「
小
説
六
佳
撰
」（「
国
民
之
友
」
明
治
29
・
11
・
28
）

（
19
）
荒
川
漁
郎
「
最
近
の
創
作
界
」（「
太
陽
」
明
治
29
・
12
・
20
）

（
20
）「
日
は
午
な
り
」
は
漢
詩
の
「
日
午
」「
日
当
午
」
な
ど
か
ら
来
る
語

法
か
。「
日
既
午
に
ち
か
し
」（
芭
蕉
「
お
く
の
ほ
そ
道
」）、「
三
井
寺

や
日
は
午
に
せ
ま
る
若
楓
」（
蕪
村
「
新
花
摘
」）。「
あ
ら
ゝ
木
」
は

伝
統
的
に
歌
語
や
雅
語
と
さ
れ
て
い
な
い
。
イ
チ
イ
の
樹
の
意
味
で

使
う
の
は
俗
語
ま
た
は
方
言
と
し
て
の
用
法
か
。「
妙
齢
に
な
つ
て
も

白
粉
一
ト
つ
付
ず
、
盆
正
月
に
も
あ
ら
ゝ
木
の
下
駄
一
足
新
規
に
買

は
う
で
も
な
い
あ
の
お
辰
」（
幸
田
露
伴
「
風
流
仏
」
第
五
下
）。

（
21
）「
一
之
巻
」（「
文
芸
倶
楽
部
」
明
治
29
・
５
）
〜
「
誓
之
巻
」（
同
30

・
１
）
の
七
編
を
一
括
し
て
長
編
小
説
『
誓
之
巻
』
と
称
す
る
。
次

注
の
拙
稿
参
照
。

（
22
）
拙
稿
「
泉
鏡
花
『
誓
之
巻
』
論
」（「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
22
・
２
）

参
照
。

＊ 

「
龍
潭
譚
」
の
引
用
に
は
初
出
本
文
を
用
い
、
漢
字
は
一
部
新
字
体
に
あ

ら
た
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
そ
の
他
の
鏡
花
作
品
の
引
用
は
『
鏡

花
全
集
』（
岩
波
書
店
、
第
二
刷
）
に
よ
る
。
引
用
文
中
の
傍
線
・
波
線

は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。


