
欝

課

従
っ
て
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
驚
嘆
的
な
爽
誕
が

屈
ま
れ
る
．

　
繁
四
に
氏
の
研
究
に
依
っ
て
中
黒
が
希
塾
の
時
代

と
な
っ
た
反
面
、
暗
黒
は
近
世
に
移
さ
れ
た
観
が
無

く
も
な
い
．
、
信
長
、
　
玲
董
の
政
策
に
一
応
の
進
歩
性

を
認
め
る
私
は
、
こ
の
点
二
郎
を
抱
か
ざ
る
を
得
な

い
．
．
氏
は
勿
論
町
入
の
申
に
微
光
を
見
出
［
し
て
屡
ら

れ
る
が
、
申
世
町
衆
と
近
世
町
人
の
夫
々
の
社
会
に

於
け
る
存
在
形
態
の
差
違
が
追
求
さ
れ
る
一
方
、
近

世
が
生
ん
だ
す
ぐ
れ
た
民
衆
文
化
の
発
掘
を
怠
っ
て

は
な
ら
な
い
．
、
氏
が
引
用
さ
れ
た
「
す
た
る
警
世
闘

に
て
は
却
て
茶
湯
繁
昌
と
思
ふ
べ
き
也
」
か
贈
と
言

う
利
休
の
語
は
一
応
正
し
い
に
せ
よ
、
　
「
茶
湯
繁
昌

と
思
ふ
」
の
は
伺
故
か
に
つ
い
て
も
考
う
べ
き
点
が

少
く
な
い
。

　
然
し
こ
の
提
雷
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な

い
。
玄
た
W
卑
に
薯
者
へ
の
願
望
で
は
な
く
、
全
軍
亦
一

家
へ
の
提
唱
で
あ
る
。
唯
私
は
中
世
女
化
を
多
面
の

プ
綴
テ
ウ
ス
で
あ
っ
た
と
す
る
相
対
主
義
を
採
る
意

図
は
な
い
。
以
上
の
基
礎
研
究
を
踏
ま
え
て
中
世
文

化
の
基
調
を
－
一
i
そ
れ
が
林
屋
疑
と
同
じ
結
論
を
生

む
に
せ
よ
一
再
発
見
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ

る
．
、
そ
こ
に
氏
の
労
作
を
、
中
世
隠
黒
時
代
説
へ
の

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に
終
ら
し
め
瞼
為
の
後
学
の
轡
ハ
務
が

あ
ろ
う
．
、

　
次
に
細
か
な
点
で
あ
る
が
、
疑
は
平
安
時
代
に
於

け
る
仮
名
文
牢
の
発
展
が
、
民
衆
の
轡
蕪
の
共
通
性

を
導
き
、
罠
．
族
意
識
の
繭
芽
す
る
地
盤
を
培
っ
た
と

し
、
草
仮
名
の
膏
臨
辮
を
当
時
隷
属
的
境
遇
に
あ
っ

た
女
牲
に
求
め
ら
れ
た
．
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
歴
輿

掌
研
究
会
一
九
五
一
年
慶
大
会
に
於
い
て
、
氏
は
藤

闘
生
大
、
松
本
藤
八
郎
両
氏
と
討
議
を
交
わ
さ
れ
て

浸
る
が
、
草
仮
名
［
の
育
成
者
を
女
性
と
す
る
事
に
異

論
は
な
い
．
、
’
但
私
は
こ
の
事
築
と
、
草
仮
名
が
民
衆

を
連
契
す
る
地
盤
を
作
っ
た
と
言
う
事
の
蔵
搬
の
結

び
付
け
ば
拒
否
し
た
い
、
、
育
評
者
は
主
に
密
廷
女
官

で
あ
り
、
彼
女
達
の
隷
属
性
も
そ
の
限
り
に
於
け
る

隷
属
性
で
あ
り
、
彼
女
達
は
ど
・
り
し
て
容
易
に
民
衆

と
結
び
得
た
で
あ
ろ
5
か
。
更
に
仮
名
を
高
く
評
賛

す
る
事
冒
体
に
つ
い
て
も
、
雷
藷
の
共
通
性
を
導
く

契
機
は
、
識
語
の
本
質
よ
り
見
て
、
当
然
文
字
よ
り

も
炎
声
言
藷
に
重
点
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
最
後
に
氏
は
川
島
元
次
郎
氏
等
の
定
説
に
従
い
、

文
禄
元
年
秀
畜
御
朱
印
蟻
聚
遣
説
を
採
ら
れ
、
角
倉

了
察
の
海
外
雄
飛
を
更
に
以
前
に
遡
及
さ
れ
た
髭
。

此
は
氏
に
直
接
開
係
す
る
問
題
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ

九
騰

が
、
岩
生
威
一
氏
は
文
禄
元
年
説
を
証
拠
付
け
る
文

霧
が
よ
り
後
年
の
も
の
と
し
て
文
禄
元
年
説
を
否
定

さ
れ
、
そ
の
理
由
の
一
に
、
糸
割
符
商
人
茶
屋
が
撫

つ
イ
、
屠
る
事
を
挙
げ
ら
れ
た
。
（
灘
響
善
誘
笹

私
も
岩
生
説
に
同
意
す
る
が
、
更
に
欝
欝
元
年
説
の

証
拠
た
る
「
長
崎
志
」
に
「
角
倉
一
艘
」
と
あ
る
角

倉
は
、
同
様
の
集
笑
を
詑
し
た
「
．
長
黙
殺
芥
集
」
に

は
「
角
倉
与
市
」
と
あ
る
築
を
指
摘
し
た
い
、
、
与
市

（
一
）
が
父
了
以
に
代
っ
て
朱
印
船
貿
易
を
営
む
の

は
ハ
優
長
十
六
年
以
後
で
あ
っ
て
、
撲
浄
写
到
底
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
ノ
藝
虚

禄
元
年
説
は
成
立
し
難
い
と
貰
う
。

　
以
上
平
棄
の
御
厚
誼
に
事
え
て
雄
心
胃
を
連
ね
た

が
、
未
熟
な
紹
介
が
氏
の
高
説
を
譲
い
る
も
0
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
御
叱
正
を
お
願
い
す
る
。
尚
畏
友
藤

本
康
彦
慰
等
の
手
に
威
る
索
引
が
、
本
憲
の
利
用
を

濡
々
便
な
ら
し
め
て
い
る
纂
を
付
記
す
る
。
　
（
東
京

大
栄
出
版
会
意
、
三
九
〇
頁
、
五
八
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
上
横
手
雅
敬
1

村
山
修
一
著

日
本
都
市
生
活
の
源
流

本
撫
欝
は
中
…
笹
都
市
と
し
て
の
京
劇
に
つ
い
て
、
都
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市
昆
殊
に
庶
罠
階
級
を
中
心
と
し
た
都
市
生
活
を
、

社
会
経
済
及
び
心
経
文
化
の
穂
面
よ
り
爾
者
の
有
機

的
関
係
の
下
に
考
察
し
、
併
せ
て
近
世
憲
筑
社
会
成

立
の
歴
史
的
素
地
を
閣
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
意
図
の

下
に
、
薪
た
に
書
下
さ
れ
た
三
三
〇
頁
に
及
ぶ
大
著

で
あ
っ
て
、
十
数
年
来
中
世
京
都
の
庶
民
生
活
を
研

究
さ
れ
て
来
た
蓑
者
の
全
業
績
の
集
大
成
で
あ
る
と

雷
え
る
。

　
申
世
都
市
の
研
究
に
関
し
て
は
豊
田
武
・
原
田
伴

彦
両
民
を
姶
め
先
学
の
載
れ
た
業
績
が
多
い
が
、
そ

れ
ら
が
中
機
才
都
市
の
形
態
・
機
能
。
組
織
等
を
比

較
研
究
的
に
取
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
穀
は

専
ら
対
象
を
京
都
と
い
う
特
殊
な
蔵
置
に
限
定
し
、

そ
の
祉
会
的
・
文
化
的
諸
現
象
を
精
密
に
追
求
し
た

も
の
で
あ
る
。
殊
に
艮
聞
信
仰
と
し
て
の
怨
鑑
思

想
・
勧
進
聖
・
習
含
的
信
仰
を
叙
述
す
る
章
節
等

は
、
署
者
の
最
も
造
詣
深
い
部
門
で
あ
る
だ
け
に
大

変
興
昧
深
く
生
彩
に
満
ち
て
周
到
に
論
及
さ
れ
て
い

る
．
》
徒
ら
に
才
智
に
罵
る
こ
と
な
く
、
蒼
実
な
輿
料

の
蒐
集
と
操
作
と
に
依
っ
て
、
鯉
W
市
に
於
け
る
庶
民

生
活
の
究
晩
と
い
う
困
難
な
研
究
を
完
成
さ
れ
た
こ

と
に
対
し
て
深
甚
な
る
敬
慧
を
虐
げ
た
い
と
思
弓
。

　
著
者
ほ
先
づ
中
世
都
市
京
都
の
母
胎
と
し
て
の
律

轡

評

令
的
官
僚
都
市
平
安
京
の
誕
生
を
説
萌
し
て
、
平
城

京
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
に
依
る
財
力
と
人
力
の
都
市
集

中
が
生
み
出
す
複
雑
な
社
会
的
諸
矛
贋
に
朗
し
て
、

当
時
の
為
政
者
が
都
榔
を
超
越
し
た
根
ホ
的
な
改
箪

を
検
討
す
る
事
な
く
、
単
な
る
政
治
的
方
便
と
し
て

の
遷
榔
に
依
っ
て
解
決
せ
ん
と
し
た
察
惰
を
説
く
こ

と
よ
り
筆
を
起
す
。
そ
の
結
果
平
安
京
は
前
代
以
来

の
諸
矛
暦
を
揚
棄
す
る
こ
と
な
く
、
　
そ
の
艦
継
受

し
、
更
に
薪
た
な
至
宝
の
問
題
と
し
て
集
約
的
に
表

親
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
歴
輿
的
運
命
を
負
荷
し
、
そ

の
為
に
轟
都
以
後
の
敗
溶
も
清
露
な
漿
行
力
に
乏
し

く
、
歴
代
の
河
川
築
堤
の
工
事
も
一
向
に
進
捗
せ

ず
、
膏
〔
族
社
会
の
政
権
暴
露
を
回
る
鶴
い
政
治
的
疑

獄
事
件
が
相
次
い
で
起
り
律
令
政
治
を
弛
緩
せ
し
め

て
ゆ
く
。
面
魂
酒
に
於
い
て
は
政
権
争
葎
の
蟻
牲
者

に
熱
す
る
同
情
と
、
政
治
に
対
す
る
民
衆
的
な
批

判
が
怨
霊
愚
想
と
い
う
歪
め
ら
れ
た
姿
態
に
表
象
さ

れ
、
御
霊
会
を
発
生
せ
し
め
新
輿
祭
紀
や
畏
聞
宗
教

家
の
活
動
す
る
思
想
的
素
地
を
醸
成
す
る
と
共
に
艦

仏
習
合
理
論
を
推
進
し
本
地
仏
設
鷺
に
基
く
無
遊
説

を
地
方
に
も
波
及
せ
し
め
、
経
済
面
に
於
い
て
は
平

婆
票
内
の
目
分
田
班
給
の
事
情
や
都
郷
に
着
す
る
賦

課
の
不
公
平
が
近
闘
農
艮
の
都
内
流
入
を
将
来
し
、

申
央
に
志
を
失
い
塘
方
に
脱
歯
す
る
下
級
貴
族
の
贈
一

大
、
民
営
商
工
業
齎
の
蟹
頭
と
絹
譲
っ
て
都
市
の
人

的
構
成
を
変
癒
せ
し
め
る
。
二
会
不
安
ほ
激
化
し
、

下
心
市
民
。
下
章
魚
娼
等
の
集
団
的
強
盗
・
放
火
・

愁
訴
・
強
訴
等
百
官
襟
公
卿
貴
族
の
生
活
を
脅
か

し
、
律
令
晶
粥
卸
鯉
術
笹
蟹
を
撃
壌
せ
し
め
、
　
政
治
経

済
・
思
想
文
化
の
両
面
に
於
け
る
庶
民
的
枇
界
を
次

第
に
拡
大
せ
し
め
る
事
情
を
中
世
京
榔
の
前
史
と
し

て
具
体
的
な
例
証
を
以
て
説
明
す
る
。

　
次
い
で
著
者
は
塞
篇
「
中
垂
心
市
京
都
の
続
開
」

を
七
章
四
四
節
に
亙
っ
て
詳
述
し
て
ゆ
く
。
・
本
篇
は

大
慶
し
て
三
つ
の
時
期
、
即
ち
中
世
京
都
発
足
の
瞬

期
と
し
て
の
鎌
倉
時
代
、
古
代
的
な
権
威
に
熟
す
る

昆
衆
の
反
抗
が
次
第
に
熾
烈
化
し
中
世
的
矛
盾
が
増

大
す
る
箋
町
前
半
期
、
及
び
古
代
酌
権
旗
も
中
世
的

社
会
秩
序
も
崩
壊
し
て
近
世
的
市
晟
活
動
の
漸
…
く
盛

ん
と
な
る
窒
町
菊
池
期
の
一
ご
つ
に
分
け
て
考
察
さ
れ

て
い
る
。

編
一
概
に
「
軍
門
的
律
令
的
窟
僚
都
市
」
　
「
中
世
的

都
衛
」
と
言
葉
の
上
で
は
明
瞭
に
区
別
し
得
て
も
、

実
際
に
は
都
山
巾
童
体
に
封
建
体
欄
を
打
醸
す
る
程
の

政
治
経
済
力
が
欠
如
し
て
い
て
、
厳
密
に
は
古
代
都

市
と
も
封
建
都
市
と
も
言
え
な
い
独
自
な
雛
格
を
膚

九
五
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轡

評

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
著
者
は
論
ず
る
、
、
申
世
魚
市

京
灘
の
発
足
は
、
摂
関
政
治
・
院
政
の
遣
し
た
多
数

の
公
卿
貴
族
の
奮
移
酌
造
営
物
の
破
却
、
洛
申
継
…
外

講
大
寺
に
対
す
る
群
盗
の
跳
梁
、
堂
衆
僧
兵
の
都
市

浩
々
の
擬
乱
、
東
西
澗
市
に
代
る
四
条
晦
・
七
条
町

を
中
心
と
し
た
獣
た
な
商
業
地
域
の
成
長
等
に
具
体

的
に
進
展
す
る
が
、
古
代
的
残
灘
は
執
拗
に
纒
綿
し

鎌
倉
新
仏
教
も
灘
市
民
の
宗
教
的
関
心
を
高
揚
さ
せ

は
し
て
も
、
尚
前
代
の
因
習
を
引
く
雑
修
者
が
多

く
、
當
裕
な
る
土
倉
酒
屋
層
の
経
浩
酌
進
歩
は
顕
著

で
あ
っ
た
と
は
書
え
、
依
然
権
門
の
被
護
の
下
に
経

済
的
懸
盤
の
保
全
を
計
る
程
度
で
都
市
自
衛
に
関
す

る
前
震
の
積
極
的
な
自
主
島
民
動
は
殆
ん
ど
見
ら
れ

な
い
こ
と
を
第
六
・
第
七
章
に
亙
っ
て
詳
細
に
論

舐
し
て
い
る
。

　
次
ぎ
に
著
者
は
、
箋
町
前
半
期
を
、
金
融
業
者
・

商
工
業
者
の
財
力
が
都
市
経
済
を
左
右
す
る
ま
で
に

伸
張
し
、
都
市
文
化
が
是
等
町
人
瞬
を
中
心
と
し
て

蕊
た
な
墜
展
を
遂
げ
る
一
・
方
、
上
面
蜜
裕
階
級
と
貧

厩
階
級
と
の
社
会
経
済
鱈
対
．
立
が
屡
々
一
揆
的
な
暴

動
を
惹
起
す
る
に
護
る
事
情
を
中
心
と
し
て
経
済
・

文
場
の
両
面
に
つ
い
て
考
察
す
る
．
、
当
時
の
土
一
揆

の
構
成
分
子
は
洛
外
郷
艮
を
主
体
と
し
、
毒
断
帰
乞

食
法
師
・
浮
浪
者
等
の
下
層
町
人
が
参
属
し
、
下
級

僧
侶
が
煽
動
す
る
こ
と
竜
あ
り
、
そ
の
櫓
揮
者
は
守

護
の
被
宮
叉
は
そ
の
下
の
代
宮
乃
至
牢
人
層
で
あ
っ

た
。
洛
中
群
盗
は
一
揆
起
れ
ば
公
然
と
参
加
し
、
平

時
は
別
に
徒
党
を
組
ん
で
富
家
に
侵
入
し
、
殆
ん
ど

一
揆
と
差
別
を
つ
け
難
い
、
と
著
者
は
雷
う
。

　
応
仁
の
乱
後
、
町
人
層
は
階
級
分
化
を
遂
げ
、
貧
．

冨
の
懸
隔
が
増
大
し
て
寓
裕
な
る
上
層
町
衆
を
成
立

せ
し
め
る
。
土
一
揆
は
益
々
大
規
模
と
な
り
守
護
大

名
の
暴
富
・
牢
入
等
に
よ
っ
て
亡
魂
さ
れ
足
軽
を
主

た
る
構
成
分
子
と
す
る
よ
5
に
変
質
し
、
群
盗
・
辻

切
と
共
に
都
市
治
安
を
益
々
不
安
に
陥
れ
た
。
土
倉

は
土
一
揆
に
対
抗
す
る
た
め
の
自
衛
組
織
を
作
り
、

町
も
上
麟
町
衆
を
中
’
5
と
す
る
白
衛
組
織
を
結
成
す

る
。
一
方
階
級
的
利
害
関
係
を
同
じ
く
し
な
い
下
層

町
人
の
窟
裕
層
に
対
す
る
反
感
は
時
に
は
一
揆
と
合

流
し
て
土
倉
を
襲
撃
す
る
と
い
ら
前
後
不
整
合
な
行

動
を
彼
等
に
と
ら
せ
る
。
当
時
の
熾
烈
な
る
一
揆
運

動
は
一
見
階
級
闘
争
的
性
格
を
帯
び
乍
ら
、
自
覚
的

で
な
く
前
後
矛
盾
し
た
行
動
を
と
る
町
人
層
の
向
背

は
、
中
世
的
世
界
に
住
み
つ
つ
申
世
的
世
界
を
打
破

し
よ
う
と
す
る
苦
悩
の
時
代
の
集
約
的
表
現
に
外
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
は
町
人
の
精
神
生
活
と
現

九
六

実
生
活
と
の
関
係
に
つ
い
て
毒
論
読
さ
れ
る
．
、
い
か

に
も
巡
遊
的
世
界
を
醤
指
し
て
澹
動
し
た
か
に
箆
え

る
市
畏
社
会
も
、
古
代
的
残
置
を
執
拗
に
保
留
し
て

い
て
、
要
す
る
に
被
治
者
と
し
て
の
世
界
の
範
囲

内
で
毒
し
い
生
活
を
求
め
よ
・
う
と
し
た
も
の
に
す
ぎ

ず
、
結
局
そ
の
競
落
も
近
世
封
建
社
会
に
組
込
治
る

べ
き
素
地
を
形
成
す
る
歴
史
的
意
義
を
構
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　
具
体
的
な
事
例
を
豊
蜜
に
引
用
し
て
詳
鵬
に
論
証

さ
れ
て
い
る
本
館
の
内
容
紹
介
と
し
て
は
極
め
て
舌

足
ら
ず
で
あ
る
が
要
約
す
れ
ば
以
上
の
如
く
で
あ

る
。
然
し
前
著
「
鎌
倉
時
代
の
庶
畏
盤
瀬
」
の
序
文

に
唯
物
愛
槻
に
基
づ
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史

研
究
の
忠
告
と
示
唆
を
取
入
れ
積
極
的
に
庶
女
大
衆

の
生
漬
に
関
す
る
窮
象
を
賦
範
に
具
体
的
に
研
究
し

て
ゆ
き
た
い
と
述
べ
た
葉
者
の
態
度
が
本
轡
に
於
い

て
充
分
旗
亭
さ
れ
得
な
か
っ
た
様
に
思
え
る
点
も
若

干
な
く
は
な
い
。
都
市
土
一
撲
が
農
村
の
土
一
揆
と

比
較
し
て
頽
廃
的
面
を
多
分
に
内
位
す
る
事
は
事
実

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
土
一
揆
と
盗
犯
等
の
犯
罪
と
を

同
列
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
事
は
無
理
で
は
な
い
か

と
愚
》
つ
。
都
市
土
一
揆
の
塞
質
は
、
盗
犯
と
混
同
さ

れ
る
様
な
堕
落
約
な
親
象
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
如
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慨
な
る
函
由
の
下
に
惹
起
さ
れ
、
如
何
な
る
経
過
を

辿
り
つ
つ
形
態
変
化
を
示
し
て
ゆ
く
か
を
呉
体
曲
に

追
求
す
る
こ
と
か
ら
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

．
文
段
十
コ
年
九
月
の
土
一
揆
の
評
価
も
著
者
の
言
う

如
く
「
率
先
し
て
一
揆
的
行
動
に
は
出
［
な
く
と
竜
、

他
か
ら
一
揆
が
お
し
よ
せ
れ
ば
、
ど
さ
く
さ
に
ま
ぎ

れ
て
み
つ
か
ら
も
一
か
せ
ぎ
し
よ
う
と
す
る
位
の

腹
」
を
も
っ
て
い
た
町
人
の
下
級
層
自
身
が
、
率
先

し
て
冨
裕
瞬
と
戦
い
始
め
た
薪
た
な
傾
向
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
。

　
京
串
上
下
が
土
倉
の
質
物
を
、
五
分
一
、
三
分
一
、

単
分
の
用
途
を
出
し
て
引
取
っ
て
い
る
と
雷
う
座
興

宿
禰
記
の
記
事
か
ら
、
寧
ろ
土
倉
と
腹
中
上
下
と
の

間
に
は
そ
の
種
の
功
r
利
的
な
契
約
の
成
立
と
し
て
い

る
事
が
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
土
倉
が
土
一
揆
の
被

欝
を
最
少
限
度
に
喰
止
め
よ
う
と
し
た
処
置
で
あ

り
、
そ
の
背
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
町
一
層
の
団
結
の

力
を
考
え
ね
ば
、
土
倉
の
と
っ
た
処
鷺
は
理
解
出
来

な
い
。
と
巨
涛
に
、
時
に
は
私
戦
に
及
び
死
傷
者
を

出
し
て
寮
で
土
一
揆
と
合
流
す
る
よ
り
、
土
倉
と
の

契
約
を
可
及
的
に
膚
利
に
取
結
び
、
そ
れ
を
呑
ん
だ

町
人
隔
靴
の
や
り
方
は
、
た
と
え
無
頼
に
は
自
覚
的
に

そ
の
意
志
が
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
彼
等
の
功
利
的
な

餐

評

行
動
は
結
果
的
に
は
土
一
撲
の
土
倉
に
対
す
る
襲
撃

を
弱
体
化
し
た
間
擾
的
な
妨
害
行
為
と
な
っ
た
．
、
こ

の
時
期
を
一
つ
の
起
点
と
す
る
土
一
揆
と
町
人
層
と

の
対
決
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
後
の
天
文
を
頂
点

と
す
る
町
人
層
と
本
願
寺
と
の
決
宛
的
な
対
立
を
理

解
す
る
事
が
困
難
と
な
る
の
で
は
な
い
か
．
、
私
は
京

都
の
土
一
揆
を
中
心
と
す
る
町
人
層
の
動
向
の
基
本

的
な
理
解
は
林
屋
辰
三
郎
氏
の
説
が
正
し
い
と
考
え

る
が
、
林
屋
氏
が
鎗
象
さ
れ
た
都
市
土
一
揆
の
腐
敗

面
を
署
者
が
本
雷
の
中
で
強
調
さ
れ
た
纂
も
重
要
な

提
書
で
あ
る
。
元
来
消
費
生
活
の
場
で
あ
る
都
市
に

は
農
村
に
比
し
て
腐
敗
面
が
強
大
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
．
、
両
氏
の
養
を
採
り
短
を
補
っ
て
始

め
て
辮
市
土
一
揆
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
日
蓮
宗
が
富
裕
な
申
入
罰
を
中
心
と
し
て
京
都
に

於
い
て
確
乎
た
る
地
盤
を
確
立
し
て
ゆ
く
事
情
は
著

者
の
説
明
．
さ
れ
た
適
り
で
あ
る
が
、
下
暦
社
会
に
も

侵
透
し
て
い
た
証
謎
と
し
て
本
能
寺
文
書
に
見
え
る

非
人
風
呂
の
存
在
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
経

営
規
模
は
文
書
の
女
面
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
が
慈

善
的
な
意
昧
を
籍
す
る
懸
る
種
の
銭
湯
で
あ
っ
た
事

は
推
測
さ
れ
よ
う
。
臼
蓮
宗
が
度
重
な
る
聯
狂
に
も

掬
ら
ず
京
淋
に
於
け
る
地
盤
を
確
保
し
続
け
響
る
為

に
は
町
人
の
財
力
と
敵
ハ
に
下
層
町
入
の
力
を
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
と
共
に
こ
ん
な
纂
を
論
5
の
は

玄
☆
が
主
と
し
て
公
卿
日
寵
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て

い
て
、
寺
社
文
三
目
を
援
用
す
る
事
少
い
の
に
不
満
を

有
つ
為
で
あ
る
。

　
今
一
つ
峠
、
櫛
、
太
虫
聴
か
極
め
て
多
岐
に
亙
っ
て
豊
冨

な
実
例
を
引
用
し
な
が
ら
論
証
さ
れ
て
い
る
だ
け
に

後
学
の
一
人
と
し
て
瀧
を
得
て
更
に
蜀
を
望
む
類
の

希
望
で
は
あ
る
が
、
宝
の
山
に
入
っ
て
宝
の
所
在
を

見
失
わ
な
い
よ
う
に
巻
尾
に
索
引
を
附
し
て
頂
ふ
ざ
か

っ
た
と
思
う
．
、
そ
う
す
れ
ば
益
々
本
書
の
上
値
を
借

加
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
と
残
念
で
な
ら
、
な
い
．
、
本
害
の

刊
行
後
堀
晶
郎
氏
の
大
著
「
我
が
圃
厩
閲
信
仰
史
の

研
究
し
が
公
刊
さ
れ
、
又
均
田
俊
雄
氏
の
本
地
錘
　

説
の
薪
し
い
雛
が
掻
さ
れ
、
桑
礫
鶴
薦

難
談
話
）
本
地
露
遊
説
を
始
め
と
し
て
田
蓮
、
癒

な
ど
の
神
紙
観
に
つ
い
て
も
新
た
な
考
察
の
素
材
を

得
て
い
る
今
臼
、
本
雲
に
は
そ
れ
程
詳
し
く
触
れ
ら

れ
な
か
っ
た
是
等
の
問
題
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解

や
、
近
世
京
郵
の
都
市
生
活
に
つ
い
て
の
研
究
が
発

蓑
さ
れ
る
日
を
期
待
し
た
い
．
、
以
上
著
者
の
所
説
を

顕
解
し
て
妄
雷
を
曰
え
た
点
が
あ
れ
ば
官
職
に
も
お

詑
び
し
た
い
．
パ
昭
和
コ
八
年
一
〇
月
一
五
日
開
警
院
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