
町
臨
’
顕
真
惑
乱
宛
申
込
ま
れ
る
の
が
便
乗
か
と
思

わ
れ
る
。
　
（
3
6
・
一
三
二
頁
。
一
五
〇
円
・
一
九

覧
二
年
三
月
二
五
日
・
顕
真
学
園
発
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
一
．
門
．
脇
忍
野
・
i

仁
井
田
陞
編

近
代
申
国
の
社
会
と
経
済

　
本
項
楓
文
部
省
中
程
現
代
社
会
研
究
委
負
会
所
隣

の
†
二
氏
に
よ
る
次
．
の
諸
説
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
①
二
黒
主
主
義
に
於
け
る
地
方
行
政
お
よ
び
司
法

．
の
変
竃
丁
1
平
野
義
太
郎
　
②
中
国
に
於
け
る
地
方
受

胎
観
度
近
代
化
の
過
程
i
松
塞
懇
海
　
③
藥
北
農
村

の
村
籔
∵
t
中
村
治
兵
衛
　
①
保
教
と
変
法
－
甫
古
宙

三
　
⑤
孫
化
主
義
士
地
工
合
国
論
の
発
展
構
造
…
山

本
秀
乗
　
④
中
国
近
代
工
榮
の
遜
展
i
遊
部
久
蔵

⑦
中
随
に
お
け
る
ギ
ル
ド
マ
ー
チ
ヤ
ン
ト
の
繕
造
一

今
堀
誠
コ
　
③
轄
・
岡
郷
会
・
問
業
公
会
と
そ
の
転

化
．
⑨
中
国
農
村
社
会
と
家
父
長
権
威
i
仁
井
田
陞

⑩
、
新
爾
習
俗
～
薩
江
広
治
　
⑭
現
代
中
弛
文
化
と
照

爾
獅
敬
一
酒
井
恵
夫
　
⑫
中
・
國
器
現
代
文
化
の
民
族
的
形

式
i
柳
原
四
郎
　
以
上
の
諸
テ
ー
コ
が
示
二
様
に
、

夫
々
の
論
文
が
対
象
を
異
に
し
、
甚
し
く
不
統
一
の

様
に
晃
え
る
。
に
も
拘
ら
ず
本
籍
が
単
な
る
論
文
集

で
な
く
、
門
磐
代
申
国
の
社
会
と
経
済
し
と
題
し
て

刊
行
さ
れ
た
の
は
、
「
研
究
の
分
野
を
異
に
す
る
も
の

が
、
共
逓
の
ね
ら
い
を
も
っ
て
雲
叢
著
」
（
麟
郊
）

所
に
基
い
て
い
る
。
従
っ
て
・
本
舗
誓
を
読
み
解
く
第
一

の
．
鍵
は
、
そ
の
共
通
の
狙
い
が
何
で
あ
り
、
そ
れ
が

全
体
と
し
て
ど
の
様
に
旦
一
体
化
さ
れ
て
い
ろ
か
、
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

あ
る
だ
ろ
5
。
第
二
の
問
題
は
、
個
々
の
論
文
の

中
、
特
に
注
質
す
好
き
点
は
何
か
、
に
あ
る
と
思

う
。
以
土
の
二
点
か
ら
本
書
に
対
す
る
感
想
を
述
べ

た
い
。

　
モ
ン
ー
ア
ス
キ
ュ
ー
や
ヘ
ー
バ
∵
ル
以
誰
累
、
匪
臥
申
下
学
煮

達
が
東
洋
祉
会
に
発
展
を
冤
ず
、
所
謂
停
滞
性
理
論

で
東
洋
社
会
を
律
し
た
事
は
、
東
洋
を
い
つ
ま
で
も

植
民
地
の
地
位
に
置
こ
う
と
し
た
彼
ら
の
希
望
と
一

致
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
現
実
の
京
都
社
会
は
そ
の

観
方
を
打
ち
破
っ
て
め
ざ
ま
し
い
変
二
半
を
と
げ
た

し
、
又
と
げ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
此
の
変
草
化
は

一
挙
に
し
て
成
し
と
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
古
い

諸
関
係
、
古
い
伝
統
が
長
く
・
変
蕊
め
行
く
手
を
は
ば

み
つ
づ
け
て
来
た
．
、
か
く
て
中
筋
社
会
の
変
草
過
程

は
ま
こ
と
に
複
雑
を
極
め
る
。
構
造
的
に
複
雑
な
此

の
中
隣
近
代
祉
会
の
変
革
過
程
と
諸
前
提
と
を
夫
々

島
台
的
に
柵
摂
す
る
諾
、
一
1
こ
れ
が
本
磐
の
狙
い
で

あ
る
。
麟
期
ソ
。
は
此
の
狙
い
塗
管
ン
痂
何

に
呉
体
化
さ
れ
て
い
る
か
。
．

　
古
い
社
会
的
諸
関
係
に
論
及
さ
れ
た
具
体
例
を
唯

一
つ
だ
け
借
り
よ
う
．
、
家
産
法
の
上
で
は
家
父
長
権

威
を
否
定
的
に
い
う
農
民
が
そ
の
同
じ
口
で
逆
に
婚

姻
の
自
由
を
否
窪
し
た
り
、
親
が
懲
賊
の
た
め
に
子

を
殺
し
て
も
違
法
で
は
な
い
と
言
っ
た
り
す
る
こ
と

に
う
か
が
え
る
複
雑
な
古
い
家
族
翻
度
。
そ
こ
で
は

亦
、
質
．
妻
が
質
の
期
…
闘
中
に
生
ん
だ
子
は
、
た
と
え

質
に
と
る
前
．
既
に
襖
排
し
て
い
た
場
合
で
も
質
三
主

の
子
と
な
り
、
質
入
主
の
手
に
人
妻
を
返
し
た
後
に

生
れ
た
子
に
就
い
て
は
、
質
．
入
れ
期
間
申
に
嬢
臆
し

た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
質
入
れ
主
の
子
と
な
り
、
履
取

主
は
こ
れ
を
自
分
の
干
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
つ
ま
り
子
は
物
で
あ
り
、
妻
は
入
質
・
売
買
の

紺
象
物
で
あ
る
家
族
分
筆
．
．
（
仁
井
田
氏
第
⑨
論
文
）

か
か
る
現
実
は
、
所
謂
大
家
族
．
制
で
は
な
く
、
四
・

五
人
位
の
小
家
族
が
支
配
的
で
あ
ろ
か
ら
と
云
っ

て
、
決
し
て
古
い
家
族
的
隔
係
が
近
代
的
な
分
解
を

示
し
て
い
な
い
こ
と
、
か
か
る
家
父
長
権
威
が
、
小

家
族
を
も
質
ぬ
い
て
近
代
草
命
の
前
志
を
執
拗
に
は

ば
ん
で
い
た
こ
と
等
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
．
、

か
か
る
複
難
な
古
い
社
ム
エ
的
諸
書
係
と
伝
統
に
つ
い
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書
評
と
紹
介

て
は
、
　
対
象
こ
そ
、
　
建
方
行
政
・
窺
治
制
疫
・

村
費
・
意
識
・
薩
菜
・
ギ
ル
ド
翻
意
・
習
俗
等
の

蓬
は
あ
れ
、
第
◎
、
③
、
④
、
⑧
、
⑦
、
⑨
、
⑳

等
の
諸
論
女
に
お
い
て
も
丹
念
に
這
究
さ
れ
、
共
逓

の
狙
い
が
不
書
全
体
の
奥
底
に
流
れ
て
い
る
こ
と
は

否
髭
繊
来
ず
、
私
達
に
大
き
い
示
陵
を
与
え
て
く
れ

る
．
。　

他
方
、
変
草
過
程
に
つ
い
て
も
、
第
①
、
⑤
、
⑧

慾
、
の
諸
葡
女
に
於
て
正
し
く
追
究
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
平
野
代
の
第
①
論
文
の
如
き
、
新
民
主
主

義
祉
会
に
お
け
る
地
方
行
政
と
司
法
欄
度
の
変
革
過

程
が
、
単
に
制
度
上
の
変
佑
と
し
て
持
．
P
捉
え
ら
れ

ず
、
繭
者
が
二
七
年
の
湖
南
農
民
運
動
以
来
の
は
げ

し
い
反
封
．
建
闘
争
の
中
か
ら
工
み
出
さ
れ
、
翫
つ
そ

の
精
神
を
押
し
進
め
る
方
向
に
形
成
さ
れ
て
転
た
こ

と
、
後
憲
も
士
地
動
命
に
お
け
る
人
民
法
廷
と
本
質

的
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
出
動
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
故
に
こ
そ
、
そ
れ
が
国
民
覚
政
権
下
や
旧
ブ
ル
ジ

一、

A
疑
主
主
義
社
会
の
地
方
行
政
、
司
法
倒
度
と
全

く
異
り
、
変
革
的
に
、
人
民
共
和
国
政
権
の
基
礎
を

■
孜
す
こ
と
の
麗
質
が
与
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
山
本

氏
の
第
⑤
論
文
癖
、
｛
、
孫
文
思
想
の
中
核
で
あ
る
土
地

菟
，
翻
理
論
の
発
展
渦
…
程
を
堀
り
下
げ
た
好
篇
で
あ

る
。
即
ち
、
土
地
所
有
関
係
に
は
手
を
ふ
れ
ず
、

地
価
の
値
上
り
分
を
周
有
と
ナ
る
初
期
の
「
平
均
池

権｝

_
…
」
…
i
一
州
て
れ
は
酌
擬
呂
衆
｝
単
底
際
や
議
激
雷
κ
解
無
罪
の
醤
的

も
見
透
し
も
な
い
、
他
方
、
絶
対
地
代
ゆ
蔽
ゆ
響
ず
る

可
能
性
を
含
む
事
に
於
て
は
、
か
耳
不
霊
落
馬
農
業
を

め
ざ
す
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
理
躯
撫
一
が
、
　
一
九
一
ご
一
年

十
一
月
の
国
論
党
政
綱
に
あ
ら
わ
れ
た
、
変
革
的
理

論
に
発
展
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
平
均
強
権
論
が
農
業

農
民
問
題
解
決
の
為
の
歯
髄
的
政
策
と
し
て
新
U
く

出
癒
す
る
。
か
く
て
「
誹
者
膚
其
田
」
と
い
5
あ
の

変
革
的
理
論
に
結
実
し
て
行
く
過
程
が
、
孫
文
の
全

理
論
的
体
系
の
展
開
…
と
の
勝
連
に
於
て
解
き
明
か
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
大
切
で
あ
っ
て
弼
も
ネ
グ
レ

ク
ト
さ
れ
て
い
た
分
野
が
氏
に
よ
っ
て
醐
拓
さ
れ
始

め
た
の
は
注
国
に
価
し
よ
5
。

　
か
く
て
、
情
想
・
面
の
追
究
に
於
て
も
そ
の
狙
い
は

全
体
と
し
て
の
本
書
に
底
涜
し
て
い
る
。
此
の
意
味

で
本
書
は
単
な
る
論
文
藥
で
は
な
く
、
其
通
の
題
題

の
下
に
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
る
急
き
慧
義
を
持
つ
。

申
国
堤
の
中
に
あ
っ
て
、
特
に
研
究
さ
る
帯
く
し

て
、
最
も
立
ち
お
く
れ
て
い
た
近
代
史
部
門
に
多
く

の
研
究
人
が
「
共
通
の
狙
．
い
と
共
力
」
に
結
集
さ
れ

た
事
は
、
従
来
の
侮
人
々
々
に
よ
る
手
工
業
的
概
究

一
〇
二

形
式
を
打
ち
破
っ
て
、
今
後
の
研
究
体
欄
に
大
き
い

示
唆
を
与
え
ろ
に
違
い
な
く
、
そ
の
点
、
本
堂
謹
止
尚

く
評
瀬
さ
れ
ぬ
ぱ
な
ら
な
い
。
又
、
本
書
の
姉
嫁
．
篤

「
近
代
中
綿
研
究
」
以
来
の
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
は
尊

い
も
の
に
恩
う
っ

　
銘
二
に
、
纐
々
の
論
文
中
特
筆
す
可
き
点
に
つ
い

て
は
、
漣
井
氏
鱗
⑰
論
文
、
野
原
氏
肱
第
⑫
論
文
は
、

大
切
な
間
題
を
巾
国
近
代
史
研
究
に
投
げ
か
け
て
い

る
。
即
ち
、
紀
年
に
薫
る
並
々
な
ら
ぬ
、
近
代
曜
変
箪

運
動
の
過
程
で
、
両
も
先
に
引
い
た
如
き
複
雑
に
し

て
古
［
い
祉
会
的
語
関
係
－
i
本
書
今
堀
氏
の
言
為
を

借
り
れ
ば
、
「
奴
隷
制
の
癒
藩
し
た
封
建
祉
会
し
の

も
つ
譲
関
係
と
認
決
し
な
が
ら
、
近
代
、
社
会
を
え
い

え
い
と
闘
い
取
っ
て
来
た
夷
蔓
の
変
革
者
乃
至
諸
階

級
が
、
そ
の
様
な
伝
統
厳
重
関
係
を
否
定
し
つ
つ
、

　
　
　
ヤ
　
　
あ
　
　
も

却
？
て
正
し
い
民
族
の
伝
統
を
如
何
に
変
董
的
に
生

か
し
て
来
た
か
と
雪
う
聞
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
残

年
も
の
關
、
祖
國
と
民
族
の
危
機
に
滝
面
し
つ
づ
け

た
申
国
遠
民
が
、
夫
々
の
歴
史
的
段
階
に
応
じ
て
、

真
に
裕
国
を
愛
す
る
者
、
近
代
実
の
薦
幽
卑
を
前
向
き

に
押
し
進
め
る
者
と
し
て
真
嫡
に
販
り
く
ん
だ
開
題

で
あ
り
、
祖
国
と
斑
族
の
危
機
に
直
顧
し
て
い
る
私

達
霞
本
鯉
罠
に
と
っ
て
も
切
実
な
、
従
っ
て
又
多
く
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の
麗
喫
研
究
者
が
現
に
取
り
く
で
い
ろ
間
題
で
も
お

る
．
、
変
革
酌
過
程
に
あ
る
民
族
は
そ
の
変
革
め
課
題

が
よ
り
幅
広
く
深
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
民
族

の
誇
る
轟
き
難
産
・
伝
統
を
正
し
く
生
か
し
、
変
革

の
糧
と
し
て
行
く
。
困
難
な
申
腰
の
近
代
的
変
革
、
蓮

鋤
の
中
で
民
族
の
歴
史
的
伝
統
と
誇
り
と
を
い
か
に

呼
び
さ
ま
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
横
に
変
箪
の
纒

と
な
し
て
行
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
硯
在
、
臼
本
尻
高
の

猛
機
が
深
刻
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
私
達
に
そ
の
ま

蜜
通
ず
る
実
践
帥
問
題
で
あ
る
。
勿
論
、
．
酒
井
氏
や

野
原
氏
の
論
文
が
完
全
な
形
で
此
の
問
題
を
展
開
し

て
い
る
と
は
云
へ
な
い
。
た
と
え
ば
、
酒
丼
氏
の
論

究
の
し
方
は
、
主
と
し
て
「
旧
文
化
に
対
す
る
薪
中

圏
の
態
度
、
政
治
的
に
は
政
蟹
を
明
ら
か
に
す
る
」

事
に
主
眼
が
お
か
れ
て
お
り
、
藁
囲
主
・
。
義
や
国
内

反
面
勢
力
と
の
は
げ
し
い
闘
い
の
中
で
正
し
い
昆
族

的
伝
統
が
、
ど
の
様
に
変
革
を
支
え
て
行
っ
た
か
、

い
か
な
る
伝
続
が
そ
の
際
よ
び
さ
ま
さ
れ
た
か
等
の

深
い
掘
り
下
げ
が
乏
し
、
く
叉
重
点
を
宗
教
に
羅
か

れ
た
均
等
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
形
式
的
に
偏
っ
て

い
る
．
し
か
し
、
物
置
来
歴
研
が
「
民
族
闘
題
」
や

｝、

ﾘ
族
の
文
化
」
を
取
り
上
げ
る
以
前
に
、
か
か
る

問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
ば
、
留
書
の
価
値
を
高

欝
騨
と
紹
介

め
、
姉
妹
鷹
「
透
代
由
－
に
研
究
し
か
ら
の
学
問
的
発

展
を
示
ナ
．
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
い
ろ
。

　
以
上
、
二
つ
の
面
か
ら
、
本
書
の
意
義
を
略
述
し

て
来
た
。
こ
こ
で
、
今
後
も
組
織
的
な
共
力
を
続
け

ら
れ
る
執
筆
潜
の
方
々
に
、
　
一
、
コ
の
点
に
つ
き
要

望
し
た
い
。

　
先
に
書
い
た
様
．
に
、
本
書
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、

な
お
心
残
り
の
は
、
本
書
を
通
読
し
た
際
、
何
か
生

々
と
心
に
迫
っ
て
来
る
も
の
に
乏
し
い
と
い
う
事
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
大
体
次
の
様
な
所
か
ら
来
て
い
る

と
諏
5
。

　
中
國
の
複
雑
な
古
い
祉
会
的
請
関
係
を
取
り
扱
っ

た
論
稿
ゆ
、
ゆ
、
そ
の
主
な
努
力
が
古
い
諸
関
係
の
分
析

の
み
に
注
が
れ
て
お
り
、
変
革
過
程
を
追
究
し
た
論

稿
は
、
逆
に
艶
艶
過
程
に
の
み
重
点
が
注
が
れ
て
い
．

る
。
否
定
し
変
革
さ
る
可
き
諸
関
係
は
主
と
し
て
そ

れ
の
み
追
究
さ
れ
る
時
、
そ
の
真
実
の
姿
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
ず
、
腰
気
過
程
ボ
主
と
し
て
そ
れ
の
み
提

出
さ
れ
る
時
、
生
々
し
い
変
革
の
姿
が
野
盗
づ
け
ら

れ
な
い
ゆ
愛
い
換
れ
ば
、
事
書
の
二
つ
の
主
題
－

変
革
の
諸
前
提
と
変
輩
過
程
・
i
が
夫
々
、
孤
立
酌

に
「
解
釈
」
さ
れ
、
　
「
、
説
明
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う

感
が
深
い
の
で
・
あ
ろ
。
変
革
と
云
い
変
革
の
諸
痢
提

と
云
い
ひ
っ
き
ょ
う
、
両
者
が
弁
証
法
的
に
統
一
さ

れ
て
は
じ
め
で
、
各
々
が
占
む
る
驚
き
地
位
を
正
し
く

占
め
る
。

　
直
江
氏
の
第
⑩
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
余
り
取
り
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
中
国
の
「
影
響
習
俗
し
を
詳
細
に

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
　
「
説
明
」
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ご
十
世
紀
の
時
代
に
な
お
雨

乞
い
が
大
き
い
部
分
を
占
め
る
申
園
農
民
の
お
し
ひ

し
が
れ
た
生
活
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
様
な
原
始
的
な

習
慣
を
押
し
つ
け
て
来
る
支
配
者
の
権
力
が
あ
り
、

そ
の
重
圧
の
下
で
、
古
い
信
仰
と
原
始
約
習
俗
に
す

が
り
つ
つ
も
、
重
圧
と
…
闘
い
つ
づ
け
る
農
民
の
生
々

し
た
生
濡
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
苦
し

い
闘
い
と
瓦
之
翠
4
一
の
指
導
に
よ
う
農
民
の
起
ち
上
り

こ
そ
、
中
岡
近
代
．
社
会
の
姿
で
ぽ
あ
る
報
い
か
。
今

堀
氏
の
第
⑦
乱
交
さ
え
、
ギ
ル
ド
湖
の
解
説
的
傾
向

が
強
い
。
少
く
と
も
、
ギ
ル
ド
…
捌
が
打
ち
破
ら
れ
て

行
く
近
代
化
の
方
向
は
示
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思

う
。
遊
部
氏
の
論
文
も
、
中
国
近
代
社
会
の
研
究
に

は
是
非
必
要
な
近
代
工
業
史
を
対
象
と
し
つ
つ
、
民

族
資
本
の
窟
僚
腎
ボ
と
の
闘
争
に
さ
え
ふ
れ
ら
れ
て

い
ず
、
純
経
満
的
統
計
学
的
な
弱
さ
に
お
ち
入
っ
て

い
る
。
他
方
、
瀞
そ
の
他
の
変
輩
過
程
を
扱
っ
た
幼

…
○
…
諾
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轡
、
譲
と
．
紹
介

方
氏
の
労
作
も
、
労
働
囲
者
に
よ
る
親
出
ぐ
も
の
と
の
．
対

決
が
十
分
に
描
か
れ
ず
、
た
と
え
ば
労
働
者
大
会
の

渓
議
で
そ
の
対
決
過
程
が
代
覆
ざ
れ
ろ
形
な
し
方
が

取
ら
れ
て
い
る
〃
為
、
古
叢
犬
の
馬
蝉
．
過
程
が
生
々
と
印

象
づ
け
ら
れ
な
い
5
ら
み
が
あ
ろ
。

　
一
般
に
、
日
本
の
支
配
階
級
が
中
国
の
近
代
的
変

革
を
阻
止
し
犠
牲
に
供
す
る
事
に
よ
っ
て
、
内
在
的

矛
庸
を
糊
塗
し
自
ら
の
資
本
主
義
を
高
度
化
し
た
と

い
う
歴
史
的
燗
環
境
は
、
両
国
の
近
代
社
会
を
密
接
不

可
分
に
関
係
づ
け
て
来
た
◎
云
い
換
え
る
と
、
申

矯
両
国
の
瞬
昆
は
、
臼
本
の
支
配
階
級
を
共
通
の
、
歴

史
的
対
立
者
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
中

国
の
近
代
的
勲
章
は
私
達
の
社
会
の
真
の
変
革
的
近

代
化
一
民
主
化
、
乃
至
私
達
日
本
国
民
の
真
の
解
放

と
無
関
係
で
ぽ
な
く
、
む
し
ろ
実
践
酌
に
相
つ
な
が

る
親
近
性
を
も
つ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
中
国
の
近

代
的
変
革
が
決
し
て
、
解
説
や
説
明
で
あ
っ
て
は
な

ら
ぬ
事
を
私
達
に
命
ず
る
の
で
あ
る
。
も
し
此
の
観

点
を
欠
ぎ
、
単
な
る
解
説
に
終
る
な
ら
、
ま
こ
と
の

中
国
近
代
社
会
を
描
く
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
5
．
、

今
堀
氏
は
「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
…
を
掘
…
心
し
て
い
ろ
ア

ジ
ア
的
社
会
の
織
…
造
分
析
は
実
践
的
課
題
の
重
要
さ

に
比
し
て
実
証
的
研
究
の
た
ち
お
く
れ
が
目
立
っ
て

い
る
」
と
云
わ
れ
る
が
（
驚
巴
、
私
は
逆
説
め
ど
、

恐
縮
だ
が
、
　
「
実
証
的
研
究
の
多
い
の
に
比
し
て
、

実
践
的
課
題
．
趨
究
の
立
ち
お
く
れ
が
質
立
っ
て
い

る
」
と
云
い
た
い
。

　
も
と
よ
り
、
本
書
を
世
に
聞
は
れ
た
先
学
と
そ
の

協
力
的
組
織
え
の
期
待
が
大
き
い
故
の
妄
言
で
あ
る

慮甲

�
ｫ
糸
解
…
し
て
い
た
だ
・
き
た
い
。
　
（
一
戸
和
二
十
山
ハ
年

五
月
刀
江
棄
冨
院
激
調
行
A
5
三
五
〇
頁
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
里
井
彦
七
郎

樽

図
曽
ミ
昌
9
乙
　
じ
ご
一
〇
〇
F
　
疑
ミ
“
ミ
智
寒
嘆
、
ひ

、
ミ
昏
膨
ミ
へ
5
ミ
嚇
ミ
も
冬
隔
へ
隊
、
へ
、
《
ヘ
ヘ
ミ
・
脚

（
多
①
〈
ζ
○
ぼ
。
。
8
ユ
炉
δ
｝
旨
9
⊃
謬
く
一
三
と
9
誘
㌧

お
q
卜
。
●
）

　
エ
ト
ル
ス
キ
人
が
初
期
イ
タ
リ
ア
特
に
ロ
ー
マ
の

歴
輿
的
発
展
に
対
し
て
演
じ
た
そ
の
歴
斑
的
寛
要
性

は
西
洋
史
の
概
説
を
学
ん
だ
竜
の
の
誰
し
も
等
し
く

認
め
る
処
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
エ
ト
ル
ス
ギ
人
の

起
源
の
問
題
に
間
し
て
は
乗
だ
そ
の
決
定
的
学
説
が

な
く
叉
こ
の
讐
膏
語
は
完
全
な
解
読
の
域
に
ぽ
逮
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
そ
の
善
心
に
お
い
て

短
い
論
説
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
エ
ト
ル
ス
キ
学
の
近

一
〇
四

二
を
知
る
上
に
極
め
イ
、
膚
益
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
論
女
の
執
筆
者
た
る
ズ
p
団
琶
§
ら
巴
o
o
プ

な
る
入
に
つ
い
て
は
詳
細
な
事
は
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
戦
後
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
H
・
塁
。
『
碍
・

ヨ
霧
（
ざ
ぎ
ご
き
（
（
管
①
頓
p
一
ユ
。
噌
6
参
）
を
書
き
、

叉
イ
タ
リ
ア
の
エ
ト
ル
ス
キ
学
者
℃
巳
一
三
圃
5
の

葺
≧
い
8
一
薦
貯
（
憲
一
賃
H
O
髭
）
を
仏
訳
し
た
人
で

あ
る
。
　
（
い
ρ
o
ぞ
二
醒
9
二
〇
p
禽
『
窮
（
宏
㊦
”
｝
》
罵
o
r

H
智
・
ド
誌
浴
H
Φ
お
・
筒
こ
の
著
書
に
関
し
て
は
西
洋
史
学

十
五
輯
に
私
の
紹
介
が
謙
る
筈
で
あ
る
。
）

　
凡
そ
先
史
時
代
或
は
原
史
時
代
の
．
歴
史
研
究
牌
二

純猷

ﾉ
そ
う
で
あ
る
如
く
に
エ
ト
ル
ス
キ
堂
・
の
発
展
も

言
語
学
と
考
古
掌
の
発
展
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
特
に
例
え
エ
ト
ル
ス
キ
文
書
が
存
在
し
て
も

そ
の
解
読
が
東
だ
完
全
に
行
わ
れ
ざ
ス
現
段
階
に
お

い
て
ほ
考
古
掌
の
発
掘
の
歴
史
が
叉
’
エ
ト
ル
ス
キ
学

の
発
展
の
歴
輿
で
あ
る
と
書
弓
こ
と
も
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
意
昧
に
お
い
て
砦
者
は
十
八
、
十
九
及
び

二
十
榿
紀
の
エ
ト
ル
ス
キ
学
の
。
歴
史
的
発
展
を
素
描

し
て
い
う
が
、
太
鉱
露
文
は
　
ー
エ
ト
ル
ス
キ
入
の
起

源
　
2
エ
ト
ル
ス
キ
言
語
　
3
エ
ト
ル
ス
キ
文
化
の

三
つ
の
部
分
に
わ
け
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
弓
。

　
ニ
ト
ル
ス
キ
人
の
趨
源
に
つ
い
て
は
既
に
．
古
典
古

（　2e　一1　）


