
馬
-
p
櫓
動
性
は
亡
失
す
る
の
が
常
で
あ
る
｡
人
事
上

の
諾
現
象
は
79
亦
頗
る
基
は
粗
す
る
も
の
の
あ
る
の
む

地
理
教
材
と
し
て
の
地
形
図

看
過
し
て
は
為
ら
ぬ
｡

(節
二
輯
)

四
?
生

駒

山
岡

所
要
地
図

五
･ft;3:
分

l
地
形
図
､
大
阪
東
北
部
.
(
同
奈

良
参
照
)

此
地
形
図
の
東
南
に
は
生
駒
山
脈
が
ほ
ぼ
関
北
に
走

っ
て
む
-
共
架
に
は
南
北
の
凹
地
む
隔
て
て
後
産
駒
山

脈
が
低
-
め
-
'
な
は
束
に
は
富
雄
の
谷
を
爽
ん
で
丘

陵
地
瀞
が
横
は
っ
て
ゐ
る
｡
兼
北
部
に
は
磐
船
の
山
塊

が
あ
っ
て
其
兼
は
傾
斜
し
て
丘
陵
群
む
な
し
'
西
は
出

田
相
の
段
丘
'
川
越
付
の
丘
陵
が
あ
る
｡
閲
の
西
北
部

に
は
斜
に
淀
川
が
塞
か
れ
て
あ
-
､
右
岸
に
は
蛮

い
帥

積
平
野
が
あ
っ
て
千
里
山
の
丘
陵
群
が
北
に
紐

い
て
ゐ

る

｡
淀

川
の
南

に

は
河
内

北
部

の
庶

5,沖
積

平
野
が
あ

ら
.
間

の
西南
隅
に

は
大
阪
何

桁

の

一

部
が
あ
る
｡

蕉
駒
山
脈
は

山
の
傾
斜
地
塊
で
あ
る
.
其
両
面
は
忠

地
抑
敵
対
と
し
て
の
地
形
樹

近斜
･む
な
し
で
河
内
串
原
に
の
ぞ
ひ
け
れ
ど
も
反
対
の
例

は
比
較
的
経
で
あ
る
｡
生
駒
山
は
六
百
四
十
二
光
に
す

ぎ
な

い
が
河
内
'
大
和
耐
平
原
の
間
に
あ
っ
て
著
し
-

日
に
立
つ
事
は
闘
束
の
筑
波
山
に
似
た
も
の
が
あ
る
｡

岩
石
も
似
て
ゐ
て
閃
推
岩
よ
-
在
っ
て
ゐ
る
｡
試
み
に

地
形
同
の

水軍
曲
線
の
屈
j=;
の
少

い
部
分
と
大
在
る
部

分
と
の
界
に
娘
を
引

い
て
見
る
と
閃
純
岩
と
他
の
岩
石

の
地
質
境
碁
に
ほ
ぼ

一
致
す
る
0
生
駒
山
の
北
方
に
は

水
中
曲
線
の
錯
離
し
た
部
分
が
あ
る
.
之
は
花
閣
岩
の

地
域
で
あ
っ
て
､
少
し
粧
意
し
て
固
h
L蔑
む
と
崩
士
の

郁
髄
が
散
布

Ly
ゐ
る
の
に
気
が
付
-
｡
花
園
岩
は
組

織
が
粒
状
で
性
質
の
典
つ
ね
石
基
､
長
石
'
雲
母
の
集
合

で
あ
る
か
ら
容
易
に
風
化
さ
れ
る
｡
風
化
し
た
花
岡
岩

≡

六
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ほ
じ
の
茄

い
砂
の
租
Lt
埴
横
に
異

る
輔
な

い
の
で
容
劫
に
聞
析
せ
ら

れ
て
悪
地
(
+I,
ッ
ド
ラ
ン
ド
)と
な

る
0
此
篤
にこ

作
じ
た
地
形
は
鬼
小

に
地
形
閲
に

公
示
rJれ
て
ゐ
る
C

け
れ
ど
も
作
例
･:-
脈
の
加
茂
に

は
以
上
の
れ
鈍
の
な

い
水
中
曲
線

の
細
か
-
笈
か
れ
LJ
仙
骨
が
あ
る

此
地
帯
は
洪
椛
虻
の
沈
榊
で
湖
底

に
山
水
た
泥
七
や
河
戒
の
雌
'
砂

利
等
で
あ
る
↑
渋
柿
世
の
地
衛
は

恰
佳
祐
･泊
岩
の
裏
に
向

い
LJ地
面

の
上
に
遥
以
上
る
戒
に
沈
･a
L
で

ゐ
る
｡
此
は
錐
駒
山
脈
の
傾
動

す

る
前
に
水
中
使
.LJ
に
経
机
L
LJ
も

の
が
花
尚
･:む
の
新
と
北
に
動

い
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
朗
｡
地
相

の
傾
斜
方
向
は
正
に
傾
斜
地
塊
の

元
の
泣
面
の
傾
動
後
の
傾
斜
ーこ

一

致
す
る
｡
此
傾
斜
地
塊
の
面
を
背



宿

(
B
a
ck
slo
p
e
)
と
桐
す
る
｡
反
封
は
西
側
の
急
斜
面

は
即
ち
断
簡
崖
で
あ
っ
て
地
現
の
前
両
と

い
ふ
.
隼
駒

の
前
面
が
断
層
崖
で
あ
る
と

い
ふ
却
賓
は
地
質
挙
上
よ

-
澄
明
さ
れ
て
は
む
ら
な

い
が
北
両
面
'
即
ち
磐
舶
山

塊
の
前
何
が
戯
田
村
附
近
ほ
放
て
断
層
崖
で
あ
る
事
を

知
る
ほ
た
る
露
頭
が
見
出
さ
れ
'tJ
あ
る
｡
此
断
層
崖
は

弓
な
ら
に
曲
っ
て
む
つ
で
鐘
駒
前
両
の
崖
と
は
鈍
角
の

水
平
角
を
な
し

て交
脅
し
て
ゐ
る
｡

生
駒
山
自
身
は
前
記
の
如
-
閃
紘
岩
で
あ
っ
て
侵
蝕

に
封
す
る
抵
抗
力
が
花
庸
岩
よ
-
ず
つ
と
大
き

レ
O
で

あ
る
か
ら
地
塊
が
傾
動
す
る
以
前
の
基
磐
水

平
面
(B
T.･

se
lev
e
t)
(
又
は
准
年
収
)
の
中
は
孤
立
し
た
丘
'
竜
ナ

ド
ノ
ッ
ク
を
覆
し
て
ゐ
ね
と
;
･3
は
れ
る
｡
丑
駒
賛
山
寺

の
背
後
に
あ
る
醐
望
在
る
岩
は
讃
岐
岩
類
似
の
線
鋸
夜

安
山
岩
よ
-
在
る
｡
遠
望
す
れ
ば
小
ru
い
圃
錐
を
な
し

て
ゐ
る
が
脚
下
の
斜
面
は
僅
錐
で
あ
っ
て
寛
際
の
形
は

小
形
の
ト
ロ
.イ
デ
に
あ
ら
ず
ん
ば
岩
賢
で
あ
る
｡
此
岩

石
上
に
は
樹
木
が
皆
蒼
と
繁
茂
L
tJ
ゐ
る
｡
同
質
の
火

山
岩
は
商
北
の
列
を
在
し
て
壁
駒
川
腰
上
は
所
々
は
噴

出
し
て
な
る
革
が
確
か
め
ら
れ
.た
｡

他
州
致
材
と
し
て
の
地
形
囲

後
塵
駒
山
脈
は
先
例
･;
版
は
比
す
る
と

一
層
別
糖
は

断
層
昂
が
未
は
n
れ
て
ゐ
る
｡
此
細
長

い
傾
斜
地
塊
の

前
面
は
地
園
上
に
立
派
は
讃
ま
れ
る
加
-
北
弛
酉
-
南

南
東
の
走
向
を
も
っ
て
珪
駒
の
押
面
に
封
し
て
ゐ
る
｡

脚
部
に
は
洪
積
圏
の
低

い
丘
陵
が
あ
る
｡
洪
積
静
と
山

脈
の
岩
磐
と
の
境
に
は
断
層
が
鮮
在
す
る
｡
し
か
も
洪

積
圏
は
引
き
摺
ら
れ
直
立
は
近

い
急
斜
計
断
層
は
沿
ふ

て
な
し
て
ゐ
る
｡
か
-
の
如
-
地
質
撃
上
は
澄
明
せ
ら

れ
た
断
簡
崖
は
あ
ま
-
多
-
は
在

い
.
洪
積
層

の
忠
斜

置
城
は
狭

い
昔
を
卑
し
で
h
tる
の
で
幅
は
僅
か
に
十
米

内
外
に
す
ぎ
ず
'
其
よ
･り
西
方
で
は
束
に
綬
-
傾
き
生

駒
出
の
背
面
は
相
常
す
る
｡

後
生
駒
山
の
岩
磐
は
主
と
し
て
片
状
の
花
岡
岩
で
あ

る
が
堂
ノ前
以
北
ほ
て
普
通
の
花
閥
岩
に
移
化
す
る
｡

片
状
花
柄
岩
の
部
は
古
庄
暦
の
令
-
鍵
質
し
て
結
晶
質

に
な
っ
た
も
の
が
仲
は
れ
其
間
は
リ
パ
リ
チ
ッ
ク
､
イ

ン
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
(L
ip
a
ritic
injec
tio
n
)の
梢
式
的
な

る
を
見

る
｡

花
岡
岩

は
雲
母
の
多

い
片
岩
の
間
に
層
状

に
交
互
に
配
せ
ら
れ
､
時
に
実
地
し
時
に
横
断
し
､
ま

た
時
に
錬
雛
す
る
0

1.:
;j

･:ハ
;jj



地

球

第
十
円
怨

か
-
の
如
き
岩
盤
の
上
に
は
洪
積
暦
が
被
さ
っ
て
ゐ

Fd
o
戎
所
で
は
三
回
米
を
越
す
頂
上
の
上
に
も
位
置
し

て
ゐ
る
､
傾
動
の
背
面
は
即
ち
原
基
磐
水
平
面

(基
準

面
)
で
あ
る
.?
此
間
の
消
息
は
珪
駒
山
脈
の
背
面
と
金

-
同
じ
轟
で
あ
る
が
よ
り
以
上
に
明
確
に
洪
積
層
の
這

以
上
る
乗
合
を
見
る
む
得
る
｡
自
谷
に
は
洪
積
暦
と
花

園
岩
背
面
の
間
に
狭
長
夜
盆
地
が
あ
る
｡
洪
積
層
は
此

虞
で
ル
r
u
5'
ケ
ス
タ
を
造
っ
て
ゐ
る
｡

富
雄
川
よ
-
束
に
横
は
る
丘
陵
群
は
洪
積
暦
よ
-
衣

る
も
の
で
あ
る
が
や
は
み
同
じ
や
う
夜
傾
動
を
示
し
て

ゐ
る
｡
即
ち
此
丘
陵
群
の
閑
析
前
の
凝
女
両
を
作
れ
ば

別
か
ほ
綬
-
奈
良
盆
地
に
傾

い
て
ゐ
る
が
酉
紬
は
急
に

常
雄
川
の
谷
に
の
fiJん
で
ゐ
る

.大
阪
電
動
の
富
雄
輝

の
東
方
に
は
此
洪
積
鳳
の
構
造
h
t知
る
ほ
都
合
よ
ろ
し

い
切
取
が
あ
っ
た
q
此
虞
で
は
大
き
な
断
層
は
な

い
｡

軟
弱
な
る
厚

い
洪
積
暦
は
岩
磐
の
断
暦
の
上
位
で
擁
曲

む
し
た
｡
富
雄
に
滴
っ
て
は
六
十
度
以
上
の
急
斜
を
な

す
が
奈
良
の
方
向

へ
は
極
め
て
緩

い
｡
擁
曲
の
内
心
部

ほ
は
放
下
の
地
静
が
露
F..Tし

てゐ
る
O
此
は
長
石
'
石

英
の
角
あ
る
粒
i
)粘
土
の
混
じ
允
も
の
で
花
岡
岩
の
原

第

7
故

山ハ山ハ

六
六

代
置
に
甚
近

5'却
聖
不
し
て
ゐ
る
｡

背
面
の
上
に
蕉
じ

た
谷
は
必
然
的
に
長
-
東
は
向
ふ
が
前
面
は
非
常
に
短

く
在
っ
て
散
る
の
も
地
形
の
上
で
自
然
で
あ
る
｡

か
く
の
加
-
此
地
図
の
西
南
部
に
は
三
本
の
略
寧
行

な
断
層
が
あ
る
が
.
此
中
で
東
の
二
本
は
北
に
走
る
と

藤

差
小
と
夜
-
終
に
磐
船
の
花
園
岩
山
地
に
消
失
し
去

る
｡
兼
に
は
富
雄
川
の
谷
が
あ
る
｡
比
は
傾
動
の
角
は

錐
じ
た
自
然
の
谷
で
あ
る
が
薯
際
の
沖
積
平
地
は
和
樹

に
偏
し
て
ゐ
る
.

産
駒
川
の
水
は
南
に
流
れ
磐
触
川
の
水
は
北
に
流
れ

て
分
水
罪
は
甚
し
-
不
分
明
で
あ
る
O
生
駒
よ
-
平
修

を
距
で
壮
行
す
る
道
も
甫
生
駒
よ
-
寺
垣
内
を
距
で
北

行
す
る
道
も
沖
積
卒
地
の
上
を
知
ら
船
岡
に
磐
舶
川
の

流
域
に
入
る
で
あ
ら
う
｡

磐
鶴
川
は
磐
轍
の
峡
谷
h
lな
し

て花
岡
岩
地
を
切
っ

ヰ
サ

て
流
れ

私

市

に

て平
地
に
出
る
0
私
市
か
ら
下
流
は

一

名
天
ノ
川
と
種

し
河
床
は
周
園
の
沖
構
面
よ
土
向
い
｡

此
は
人
工
的
に
氾
濫
を
防
ぐ
為
に
築

い
た
ほ
よ
る
で
も

あ
ら
う
が
花
岡
岩
の
砂
恕
多
畳
に
流
す
馬
に
元
衆
自
然

の
堤
防
が
あ
つ
た
と
も
‖心
は
れ
る
｡



川
越
村
水
木
村
の
丘
陵
は
洪
積
層
よ
-
成
¢
開
軒
を

充
分
は
受
け
て
ゐ
る
｡
高
rb
は
北
に
低
-
六
十
米
､
漸

次
寓
は
高
-
八
十
米
以
上
に
な
る
が
茄
子
作
'
藤
尾
の

線
に

一
度
落
ち
て
盈
田
'
打
出
の
線
よ
り
帯
び
高
-
な

る
が
官
米
は
及

んで
急
に
荘
園
山
地
は
接
し
て
ゐ
る
O

此
丘
陵
は
古

い
段
丘
で
あ
る
.

山
田
村
の
段
丘
は
表
面
が
平
で
僅
か
に
崖
鼎
に
谷
が

あ
る
ば
か
-
で
高
さ
も
四
十
米
平
均
に
す
ぎ
を

い
｡
之

は
新
し
い
段
丘
で
あ
る
｡
段
丘
の
閣
柚
で
洪
積
層
は
酉

は
可
夜
-
ほ
傾
斜
し
て
ゐ
る
｡
や
は
-
落
ち
込
み
を
不

す
も
の
で
あ
ら
う
｡

河
内
北
部
の
頗

い
沖
積
平
野
は
有
史
時
代
ま
で
潟
で

あ
っ
た
｡
此
中
に
あ
る
地
名
に
水
に
縁
の
あ
る
の
が
可

を
-,,あ
る
｡
島
の
付
-
地
名
､
江
の
付
-
地
名
の
如
何

に
多

い
か
む
注
意
せ
ら
れ
た
い
｡

大
阪
城
よ
わ
覇
に
は
上
町
の
洪
稀
暦
段
丘
が
あ
る
｡

淀
川
の
三
角
洲
は
此
あ
た
-
に
始
ま
る
｡
大
阪
輔
を
中

心
と
す
る
交
通
網
は
日
本
中
で

一
番
目
の
細

い
所
で
あ

る
｡
東
海
道
線
､
新
京
阪
線
'
京
阪
線
､
片
町
線
'
大

動
線
は
大
阪
よ
-7
放
射
し
恵
潰
生
駒
線
､
城
東
線
は
同

地
珊
教
材
と
し
て
の
地
形
蜘

心
的
に
走
る
O
自
動
車
の
後
れ
て
ゐ
る
我
閥
に
V
は
道

路
は
進
歩
し
･qE･6
い
の
で
交
通
地
矧
上
注
意
す
べ
き
事
柄

は
な

い
.

珪
駒
山
は
大
和

へ
の
自
然
の
防
壁
で
あ
-
三
列
の
偏

執
前
面
は
西
よ
-
の
侵
入
.<LJ
よ
-
防
ぐ
事
'
巴
旦
盆
地

に
於
け
る
筋
三
紀
暦
中
生
暦
の
ケ
ス
ク
と
よ
-
似
て
ゐ

る
｡
榊
武
天
皇
東
征
に
名
高

い
口
下
は
生
駒
の
酉
麓
に

あ
る
｡

生
駒
の
如
-
育
-
よ
-
開
け
た
平
原
は
立
つ
山
は
古

楽
信
仰
の
中
心
と
な
っ
た
｡
枚
岡
に
枚
岡
納
札
あ
-
､

生
駒
山
中
は
典
法
事
あ
-
賛
山
寺
が
あ
る
.
碧
山
寺
は

大
軌
開
通
と
共
に
変
容
が
急
に
埼
加
し
門
前
術
が
敬
遠

し
た
｡
索
道
は
山
麓
よ
か
山
頂
に
通
じ
遊
客
は
四
時
絶

え
ず
竃
鎖
骨
融
の
宣
伸
に
よ
-
知
ら
れ
な
か
っ
た
榊
融

棚
閣
の
急
に
盛
詣
者
を
増
加
し
禿

る
7P
少
-
は
夜
-
忠

ね
運
動
場
遊
園
地
は
住
宅
地
と
共
に
開
か
れ
つ
つ
あ
る

(
横
山
)


