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第
一
章　

芸
術
と
い
う
﹁
教
祖
﹂
の
﹁
呪
縛
﹂

　

生
前
か
ら
近
代
日
本
の
文
芸
批
評
な
い
し
芸
術
批
評
の
、
ま
さ
に
﹁
教
祖︶

1
︵

﹂
的
存
在
で
あ
っ
た
小
林
秀
雄
の
後
光
は
、
特
に
ミ
レ
ニ
ア
ム

の
世
紀
転
換
期
以
降
ほ
ぼ
完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
有
名
な
詩
と
批
評
雑
誌
﹁
ユ

リ
イ
カ
﹂
の
、
亡
く
な
る
十
年
ば
か
り
前
の
一
九
七
四
年
と
、
死
後
の
二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
﹁
特
集
＊
小
林
秀
雄
﹂
を
比
べ
て
み
て

も
よ
く
わ
か
る︶

2
︵

。
前
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
毀
誉
褒
貶
い
ず
れ
に
し
て
も︶

3
︵

、
い
わ
ば
﹁
呪
縛
﹂
状
態
を
抜
け
出
し
き
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、

ド
イ
ツ
文
学
を
出
発
点
に
小
林
の
強
い
影
響
の
下
で
著
名
な
文
芸
評
論
家
と
な
っ
た
高
橋
英
郎
が
、
後
者
の
特
集
号
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
の
は
典
型
的
で
あ
る
。
高
橋
は
﹁
か
つ
て
二
十
代
の
こ
ろ
に
は
、
私
は
か
な
り
小
林
秀
雄
に
呪
縛
さ
れ
て
い
た
。
現
在
は
ど
う
か
。
一

貫
し
て
尊
敬
は
変
わ
ら
な
い
が
、
呪
縛
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い︶

4
︵

﹂
と
率
直
に
告
白
し
て
い
る
。
こ
の
﹁
呪
縛
﹂
は
高
橋
と
い
う
一
個
人

の
個
人
史
的
で
き
ご
と
で
は
な
く
、
時
代
全
体
の
大
き
な
動
向
に
違
い
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
﹁
呪
縛
﹂
が
解
け
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
小
林
秀
雄
と
い
う
類
ま
れ
な
知
識
人
の
、
た
し
か
に
陰
り



二

出
し
て
は
い
る
も
の
の
、
消
失
し
き
っ
て
は
い
な
い
後
光
に
幻
惑
さ
れ
な
い
、
冷
静
な
分
析
や
研
究
が
順
調
に
進
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
巨
人
の
全
貌
を
公
平
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
文
学

研
究
者
た
る
私
に
は
畑
違
い
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
多
少
と
も
私
の
専
門
に
近
い
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
に
限
っ
て
言
う
な
ら
、
以

下
の
章
で
詳
し
く
紹
介
す
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
オ
マ
ー
ジ
ュ
か
、
そ
の
反
発
と
怨
恨
と
し
て
の
非
難
・
攻
撃
と
い
う
、
と
も
に
冷
静
で
客
観

的
な
分
析
や
考
察
の
欠
如
を
物
語
る
も
の
に
し
か
お
目
に
か
か
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
も
、
私
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
音
楽
︵
特
に
ド
ン
・
フ
ァ
ン
伝
説
を
素
材
に
し
た
﹃
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
﹄︶
に

関
す
る
古
今
東
西
の
言
説
を
調
べ
る
研
究
の
過
程
で
小
林
の
評
論
に
出
く
わ
し
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
愚
直
な
ま
で
に
素
直
に
読
む
と
同
時

に
、
疑
問
に
思
っ
た
と
こ
ろ
は
で
き
る
範
囲
で
詳
し
く
調
べ
た
上
で
、
検
討
し
考
察
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
ま
で
の
小
林
の

﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
に
関
す
る
評
価
は
、
そ
も
そ
も
誤
読
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
誤
っ
た
解
釈
な
い
し
印
象
で
は
な
い
の
か
と
考
え

る
に
至
っ
た
。
そ
の
根
拠
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
論
じ
、
小
林
の
実
際
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
像
の
一
端
な
り
と
も
示
し
た
い
、
と
い
う
の
が

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
日
本
の
古
典
や
西
洋
の
文
学
な
ど
の
対
象
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
小
林
の
仕
事
の
中
で
、
音
楽
を
対
象
と
し
た
も
の
は

﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
だ
け
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
量
的
関
係
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
こ
そ
小
林
の
面
目
が
躍
如
し
た
真

骨
頂
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
、
す
で
に
以
前
の
﹁
教
祖
﹂
時
代
か
ら
江
藤
淳
や
粟
津
則
雄
と
い
っ
た
代
表
的
な
評
論
家
た
ち
が
、
繰
り
返
し

て
き
た
評
価
で
あ
る︶

5
︵

。
そ
し
て
私
も
小
林
の
仕
事
の
中
で
の
こ
の
よ
う
な
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
の
位
置
付
け
自
体
に
反
対
す
る
つ
も
り
は
な

い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
た
と
え
ば
﹁
呪
縛
﹂
を
脱
し
た
と
い
う
高
橋
が
上
述
の
論
文
に
お
い
て
﹃
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
お
好
き
⋮
﹄
と
題
し
て
、

小
林
に
と
っ
て
の
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
賛
成
し
か
ね
る
部
分
が
あ
る
。
あ
る
意
味
で
陳
腐
な
︵
革
新
性
と
天
才

性
に
乏
し
い
︶
ブ
ラ
ー
ム
ス
を
、
い
く
ら
そ
の
そ
の
実
生
活
に
お
い
て
は
い
ち
ば
ん
よ
く
聞
い
て
い
た
の
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
評
論
﹃
モ
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三

オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
に
お
け
る
芸
術
家
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
比
較
す
る
の
は
無
理
で
あ
り
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
こ
そ
小
林
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
で

あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
が
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、

私
の
よ
う
な
半
ば
門
外
漢
が
蛮
勇
を
振
る
っ
て
本
稿
に
取
り
組
む
理
由
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　
﹁
疾
走
す
る
﹂﹁
か
な
し
さ
﹂
と
﹁﹃
万
葉
﹄
の
歌
人
﹂
の
﹁
か
な
し
﹂

　

小
林
の
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
と
い
え
ば
、
そ
の
中
の
﹁
か
な
し
さ
は
疾
走
す
る
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
屈
託
な
く
明
る
い
と
い
う
、
一
般
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
反
す
る
﹁
か
な
し
さ
﹂
と
い
う
逆
説
が
、
印
象
的
な
効
果
を
発

揮
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
抽
象
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
抽
象
性
故
に
さ
ま
ざ
ま
な
内
実
を
読
み
込
み
、
場
合

に
よ
っ
て
は
作
り
出
す
︵
な
い
し
捏
造
す
る
︶
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
こ
の
表
現
が
幾
度
と
な
く
繰
り

返
し
引
用
さ
れ
、
い
わ
ば
一
人
歩
き
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
表
現
は
、
方
や
小
林
の
芸
術
論
の
深
さ
や
深
刻
さ
を
称
賛
す
る
者
、
方
や

そ
の
通
ぶ
っ
た
傲
慢
さ
や
歴
史
認
識
の
欠
如
を
非
難
す
る
者
と
い
う
、
ま
さ
に
正
反
対
の
い
さ
さ
か
感
情
的
な
批
評
を
生
み
出
し
て
き
た
の

で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
毀
誉
褒
貶
の
評
価
の
双
方
と
も
に
、
小
林
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
﹁
か
な
し
さ
﹂、
つ
ま
り
い
わ
ば
短
調
の
芸
術
と
し
て

理
解
し
て
い
た
と
い
う
認
識
で
は
共
通
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
﹁
呪
縛
﹂
の
ま
だ
解
け
や
ら
ぬ
一
九
七
五
年
に
書

か
れ
た
、
安
川
定
男
の
﹃
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
体
験

︱
ト
短
調
へ
の
共
感
﹄
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
普
通
の
解
釈
を
熱
狂
的

に
推
し
進
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
小
林
秀
雄
に
お
け
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
体
験
の
根
源
的
な
も
の
﹂
で
あ
り
﹁
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
か

ら
聴
き
と
っ
て
い
た
も
の
﹂
と
は
、



四

そ
れ
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
﹁
何
か
恐
ろ
し
く
不
幸
な
感
情
﹂﹁
あ
る
巨
き
な
悩
み
﹂﹁
何
と
い
う
沢
山
な
悩
み
﹂﹁
名
付
け
難
い
災
厄
や

不
幸
や
苦
痛
の
動
き
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の︶

6
︵

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
林
に
と
っ
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
、
特
に
ト
短
調
交
響
曲
と
ト
短
調
弦
楽
四
重
奏
曲
は
、﹁
最
も
深
い
悲
し
み
、

最
も
痛
切
な
孤
独
の
表
現
に
達
し
て
い
る
﹂
と
も
安
川
は
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
な
る
ほ
ど
熱
狂
的
で
は
あ
る
が
、
普
通
の
意
味
で
の

﹁
か
な
し
さ
﹂
に
終
始
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

一
方
、
小
林
の
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
を
、
そ
の
後
の
日
本
の
音
楽
評
論
の
ま
や
か
し
と
無
内
容
の
元
凶
と
し
て
舌
鋒
鋭
く
糾
弾
す
る
高
橋

悠
治
も
ま
た
、
そ
の
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
の
核
心
を
、

歴
史
は
と
ま
り
、
音
楽
は
死
に
む
か
う
神
秘
で
あ
る
。
美
を
絶
対
化
し
、
す
べ
て
の
問
題
を
死
に
還
元
す
る︶

7
︵

小
林
の
﹁
神
学
﹂
に
あ
る
と
す
る
。
高
橋
は
、
こ
の
小
林
の
﹁
神
学
﹂
を
、
着
想
当
時
の
日
本
の
中
国
侵
攻
と
い
う
時
代
の
現
実
と
結
び
付

け
、﹁
戦
争
を
絶
対
化
し
死
を
美
学
に
還
元
す
る
政
治
と
対
応
し
て
い
る
﹂
と
し
て
、﹁
政
治
の
絶
対
の
後
光
を
の
が
れ
る
た
め
に
、
絶
対
の

美
の
後
光
に
す
が
っ
て
、
ほ
そ
ぼ
そ
と
生
活
し
よ
う
と
い
う
の
だ︶

8
︵

﹂
と
厳
し
く
暴
き
立
て
る
の
で
あ
る
が
、﹁
死
の
国
に
還
る
ヘ
レ
ナ
﹂
に

象
徴
さ
れ
る
も
の
と
し
て
小
林
の
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
を
解
釈
し
て
い
る
点
は
、
先
の
安
川
の
讃
嘆
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
要
す
る
に
、

毀
誉
褒
貶
い
ず
れ
に
し
て
も
、﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
を
短
調
の
﹁
か
な
し
さ
﹂
と
す
る
解
釈
は
共
通
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
理
解
が
、
小
林
の
﹁
呪
縛
﹂
が
解
け
つ
つ
あ
る
現
在
に
至
っ
て
も
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五

ま
だ
続
い
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
﹁
呪
縛
﹂
を
解
け
つ
つ
あ
っ
た
小
林
の
没
後
の
上
述
し
た
高
橋
と
粟
津
則
雄
の

追
悼
対
談
に
お
け
る
発
言
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
粟
津
は
小
林
の
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
の
大
き
な
功
績
で
あ
り
特
徴
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
が
﹁
メ
ジ
ャ
ー
︵
長
調
︶、
で
は
な
く
、
マ
イ
ナ
ー
︵
短
調
︶﹂
な
も
の
だ
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
と
言
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

甘
美
で
天
才
少
年
で
、
ま
る
で
玉
を
こ
ろ
が
す
よ
う
に
美
し
い
と
い
う
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
像
と
い
う
の
は
、
ぼ
く
に
限
ら
ず
一
般
的
に
も

あ
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
す
る
実
に
思
い
切
っ
た
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
す︶

9
︵

こ
の
追
悼
対
談
で
は
、
高
橋
も
、
そ
し
て
そ
の
高
橋
と
同
じ
く
小
林
の
﹁
呪
縛
﹂
に
多
大
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究

の
精
緻
な
分
析
を
自
家
薬
篭
中
の
物
と
し
た
粟
津
も
、﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
を
そ
の
ま
ま
短
調
と
思
い
込
ん
で
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
﹁
か

な
し
さ
﹂
を
や
は
り
普
通
の
意
味
に
取
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
二
〇
一
三
年
に
至
っ
て
も
ま
だ
、
新
保
祐
司
な
ど
は
﹃
小
林
秀
雄
の
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂
と
吉
田
秀
和
の
﹁
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
﹂﹄

と
題
し
て
、
小
林
と
吉
田
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
を
比
較
し
た
論
文
の
中
で
、﹁
小
林
の
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂
が
、
短
調
︵
特
に
ト
短
調
︶
の

楽
曲
を
多
く
取
り
上
げ
、
長
調
の
曲
は
あ
ま
り
論
じ
る
こ
と
が
な
く
、
短
調
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
強
調
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
﹂
と
述
べ

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
吉
田
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
で
は
長
調
に
傑
作
が
特
に
多
い
。
短
調
が
悲
し
く
深
刻
で
、
長
調
が
明
る
く
陽
気
な
ど
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
の
出

鱈
目
で
あ
っ
て
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
に
は
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
陽
気
な
明
る
い
曲

︱
と
い
う
よ
り
楽
章
一
つ
と
っ
て
も
そ
う

い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
！︶

10
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六

そ
も
そ
も
短
調
の
曲
だ
け
で
は
な
く
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
お
い
て
は
長
調
も
ま
た
﹁
か
な
し
さ
﹂
と
無
縁
で
は
な
い
、
と
吉
田
は
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
新
保
も
ま
た
こ
の
見
解
に
異
存
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
小
林
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
に
聴
き
と
る
﹁
か
な
し
さ
﹂
は
、
普
通
の
意
味
で
の
﹁
か
な
し
さ
﹂
な
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
小
林
の
﹁
呪
縛
﹂
か
ら
解
き
放
さ
れ
た
と
い
う
高
橋
は
、
先
に
も
引
用
し
た
粟
津
と
の
対
談
に
お
い
て
、
小
林
の
﹃
モ
オ
ツ
ァ

ル
ト
﹄
に
は
﹁
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
笑
い
が
な
い
﹂
と
い
さ
さ
か
不
満
を
述
べ
、
自
身
の
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
歩
い
て
み
て
﹂
感
じ
た
違
和
感
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

街
へ
行
け
ば
協
会
が
あ
っ
て
、
オ
ペ
ラ
・
ハ
ウ
ス
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
若
者
か
ら
年
寄
り
ま
で
日
頃
お
金
を
貯
め
て
い
っ
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
本
当
に
楽
し
ん
で
聴
い
て
帰
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
小
林
さ
ん
の
﹃
モ

オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
に
流
れ
て
い
る
も
の
と
は
本
当
に
異
質
な
の
で
す
よ︶

11
︵

。

　

確
か
に
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
本
質
を
短
調
の
﹁
か
な
し
さ
﹂
に
還
元
す
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
像
と
、﹁
本
当
に
楽
し
ん
で
聴
い
て
﹂
い
る
と

高
橋
に
思
わ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
普
通
の
人
た
ち
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
像
は
、﹁
本
当
に
異
質
﹂
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
小
林
の
﹃
モ
オ
ツ
ァ

ル
ト
﹄
自
身

0

0

が
、
そ
の
よ
う
な
長
調
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
し
た
た
か
に
、
し
か
し
紛
れ
も
な
く
明
白
に
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
ま
で
の
解
釈
と
は
真
っ
向
か
ら
違
う
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
は
本
稿
で
私
が
主
張
し
た
い
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
た
め
に
、
ま
ず
問
題
の
﹁tristesse allante

﹂
が
出
て
く
る
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
の
一
節
に
戻
り
、
先
入
観
な
く

そ
の
分
析
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。
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ゲ
オ
ン
が
こ
れ
を tristesse allante 

と
呼
ん
で
い
る
の
を
、
読
ん
だ
時
、
僕
は
自
分
の
感
じ
を
一
と
言
で
言
わ
れ
た
様
に
思
い
驚
い
た
。

︵H
enri G

héon; Prom
enades avec M

ozart

︶。
確
か
に
、
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
の
か
な
し
さ
は
疾
走
す
る
。
涙
は
追
い
つ
け
な
い
。
涙
の
裡

に
玩
弄
す
る
に
は
美
し
す
ぎ
る
。
空
の
青
さ
や
海
の
匂
い
の
様
に
、﹁
万
葉
﹂
の
歌
人
が
そ
の
使
用
法
を
よ
く
知
っ
て
い
た
﹁
か
な
し
﹂

と
い
う
言
葉
の
様
に
か
な
し
い
。
こ
ん
な
ア
レ
グ
ロ
を
書
い
た
音
楽
家
は
、
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
の
後
に
も
先
き
に
も
な
い
。
ま
る
で
歌
声

の
様
に
、
低
音
部
の
な
い
彼
の
短
い
生
涯
を
駈
け
抜
け
る
。
彼
は
あ
せ
っ
て
も
い
な
い
し
急
い
で
も
い
な
い
。
彼
の
足
ど
り
は
正
確
で

健
康
で
あ
る
。
彼
は
手
ぶ
ら
で
、
裸
で
、
余
計
な
重
荷
を
引
摺
っ
て
い
な
い
だ
け
だ
。
彼
は
悲
し
ん
で
は
い
な
い
。
た
だ
孤
独
な
だ

け
だ
。
孤
独
は
至
極
当
り
前
な
、
あ
り
の
ま
ま
の
命
で
あ
り
、
で
っ
ち
上
げ
た
孤
独
に
伴
う
嘲
笑
や
皮
肉
の
影
さ
え
な
い
。︵
七
九
︱

八
〇
︶

あ
ま
り
に
も
有
名
な
文
章
で
あ
り
、﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
も
さ
れ
る
一
節
で
あ
る
が
、
上
述
の
﹃
モ

オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
短
調
信
徒
と
も
言
う
べ
き
安
川
な
ど
は
、﹁
悩
み
﹂
や
﹁
苦
痛
﹂
と
い
う
﹁
主
調
低
音
と
し
て
鳴
り
響
い
て
い
る
こ
と
は
、

も
は
や
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
﹂
と
述
べ
、
自
ら
の
主
張
の
妥
当
性
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
片
付
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
冒
頭
近
く
の
に
﹁
涙
の
裡
に
玩
弄
す
る
に
は
美
し
す
ぎ
る
﹂
と
い
う
個
所
か
ら
し
て
、
字
義
通
り
読
む
な
ら
こ
れ
は
、
ど
う
も
普
通

の
﹁
か
な
し
さ
﹂
と
は
違
和
感
が
禁
じ
え
な
い
。
と
読
み
進
む
う
ち
に
今
度
は
﹁
彼
は
悲
し
ん
で
は
い
な
い
。
た
だ
孤
独
な
だ
け
だ
﹂
と
明

白
に
書
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。﹁
悲
し
ん
で
は
い
な
い
﹂
の
に
﹁
か
な
し
﹂
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
ひ
ら

が
な
で
書
か
れ
た
﹁
か
な
し
﹂
の
内
実
を
識
る
ヒ
ン
ト
は
、
注
意
深
く
読
む
な
ら
、
小
林
自
身
が
は
っ
き
り
と
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
﹁
か
な
し
﹂
は
、﹁﹃
万
葉
﹄
の
歌
人
が
そ
の
使
用
法
を
よ
く
知
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
。



八

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
明
白
な
ヒ
ン
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
万
葉
﹂
に
お
け
る
﹁
か
な
し
﹂
の
﹁
使
用
法
﹂
を
具
体
的
に
詳
し
く
調
べ

た
り
、
取
り
あ
げ
て
問
題
に
し
た
エ
ッ
セ
イ
や
論
文
は
、
私
の
知
る
限
り
い
ま
だ
に
な
い
。
お
そ
ら
く
、
日
本
の
近
代
芸
術
に
は
目
も
く
れ

ず
何
か
と
古
典
を
引
き
合
い
に
だ
す
小
林
流
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
ま
で
拘
っ
た
言
及
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
多
少
の
労
を
厭
わ
ず
調
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
事
実
に
行
き
当
た
る
。
た
と
え
ば
、
十
巻
本
﹁
日
本
国
語
大
辞
典︶

12
︵

﹂
の
﹁
か

な
し
﹂
の
項
に
は
、
語
義
と
用
例
が
︵
１
︶
か
ら
︵
６
︶
に
分
類
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
︵
１
︶﹁
死
、
別
離
な
ど
、
人

の
願
い
に
そ
む
く
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
心
が
強
く
い
た
む
。
な
げ
か
わ
し
い
。
い
た
ま
し
い
﹂
と
︵
５
︶﹁
他
か
ら
受
け
た
仕
打
ち
が

ひ
ど
く
心
に
こ
た
え
る
さ
ま
。
残
念
だ
。
く
や
し
い
。
し
ゃ
く
だ
﹂、
そ
し
て
︵
６
︶
の
﹁
貧
苦
が
身
に
こ
た
え
る
さ
ま
。
貧
し
く
て
つ
ら
い
﹂

は
現
代
で
の
用
法
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、︵
１
︶
に
は
万
葉
集
か
ら
の
例
文
も
載
っ
て
い
る
。
し
か
し
、︵
２
︶︵
３
︶︵
４
︶
に
は
、
そ
の
よ

う
な
現
代
語
の
﹁
悲
し
い
﹂
と
は
正
反
対
と
言
え
る
ほ
ど
対
照
的
な
﹁
か
な
し
﹂
の
使
用
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
︵
２
︶
で
は
次

の
よ
う
な
語
義
の
説
明
が
あ
る
。

︵
愛
︶
男
女
、
親
子
な
ど
の
間
で
の
切
な
い
愛
情
を
表
わ
す
。
身
に
し
み
て
い
と
お
し
い
。
か
わ
い
く
て
た
ま
ら
な
い
。
い
と
し
い
。

そ
し
て
五
つ
の
用
例
が
載
っ
て
い
る
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
万
葉
集
巻
十
八
の
四
一
〇
六
の
大
伴
家
持
の
詩
で
あ
る
。

父
母
を 

見
れ
ば
尊
く 

妻
子
︵
め
こ
︶
見
れ
ば 

可
奈
之
久
︵
カ
ナ
シ
ク
︶
め
ぐ
し

さ
ら
に
︵
３
︶
に
は
、
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関
心
や
興
味
を
深
く
そ
そ
ら
れ
て
、
感
慨
を
催
す
。
心
に
し
み
て
感
ず
る
。
し
み
じ
み
と
心
を
打
た
れ
る
。

と
い
う
意
味
が
載
っ
て
お
り
、
お
な
じ
く
大
伴
家
持
の
巻
十
八
の
四
〇
八
九
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

百
鳥
︵
も
も
と
り
︶
の 
来
居
て
鳴
く
声 

春
さ
れ
ば 

聞
き
の
可
奈
之
︵
カ
ナ
シ
︶
も

︵
４
︶
の
﹁
み
ご
と
だ
。
あ
っ
ぱ
れ
だ
﹂
と
い
う
意
味
で
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
用
例
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
さ
ら
に
詳
し
く
調

べ
れ
ば
万
葉
集
に
も
そ
う
い
う
用
例
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
説
明
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、﹁﹃
万
葉
﹄
の
歌
人
た
ち
﹂
は
、﹁
切
な
い
愛
情
﹂
や
﹁
関
心
や
興
味
を
深
く
そ
そ
ら
れ
る
﹂
こ
と
も
﹁
か

な
し
﹂
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁﹃
万
葉
﹄
の
歌
人
た
ち
﹂
に
学
べ
と
小
林
が
明
言
し
て
い
る
︵
漢
字
を
使
っ
て
﹁
悲

し
﹂
と
表
記
せ
ず
、
仮
名
で
﹁
か
な
し
﹂
と
評
価
し
て
い
る
の
も
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
︶
言
葉
を
、
先
入
観
な
し
に
そ
の
ま
ま
信
じ
る
な
ら
、

小
林
の
﹁
か
な
し
﹂
は
、
現
代
の
悲
し
い
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
と
正
反
対
の
﹁
切
な
い
愛
情
﹂
や
﹁
み
ご
と
だ
﹂

と
い
う
意
味
を
も
共
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
よ
う
に
両
極
の
意
味
を
揺
れ
動
き
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
か
ら
こ
そ
﹁
か
な
し
﹂
は
、﹁allante

﹂、
す
な
わ
ち
﹁
す
ば
や
く
動
く
﹂
と

形
容
さ
れ
る
の
で
あ
り
、︵
現
代
語
の
意
味
で
の
︶﹁
悲
し
さ
﹂
自
身
が
走
り
ま
わ
り
充
溢
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
ま
た
、﹁
切
な
い
愛
情
﹂
を
も
含
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、﹁
か
な
し
﹂
は
、﹁
涙
の
裡
に
玩
弄
す
る
に
は
美
し
す
ぎ
る
﹂
の
で
あ
り
、﹁
空

の
青
さ
や
海
の
匂
い
の
様
に
﹂
原
初
的
な
自
然
の
生
命
力
と
活
力
に
満
ち
て
い
る
、
と
小
林
は
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。



一
〇

　

そ
れ
に
し
て
も
、
古
典
や
万
葉
に
多
少
の
心
得
の
あ
る
人
な
ら
、
注
意
さ
え
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
と
い
う
か
、
む
し
ろ

自
然
で
さ
え
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
然
な
解
釈
を
無
効
に
す
る
ほ
ど
、
か
つ
て
の
小
林
の
﹁
呪
縛
﹂
は
圧
倒
的
だ
っ
た

の
で
あ
り
、﹁
呪
縛
﹂
の
解
け
た
今
な
お
そ
の
解
釈
は
生
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章　

歌
舞
伎
と
ジ
ャ
ズ
の
﹁
道
頓
堀
﹂、
あ
る
い
は
猥
雑
な
生
命
力

　
﹁
か
な
し
さ
は
疾
走
す
る
﹂
と
並
ん
で
、
小
林
の
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
に
お
い
て
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
﹁
病
的
な

感
覚
﹂
と
呼
ぶ
異
常
な
体
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

僕
の
乱
脈
な
放
浪
時
代
の
或
る
冬
の
夜
、
大
阪
の
道ど

う
と
ん
ぼ
り

頓
堀
を
う
ろ
つ
い
て
い
た
時
、
突
然
、
こ
の
ト
短
調
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
の
有
名
な
テ

エ
マ
が
頭
の
中
で
鳴
っ
た
の
で
あ
る
。
僕
が
そ
の
時
、
何
を
考
え
て
い
た
か
忘
れ
た
。
い
ず
れ
人
生
だ
と
か
文
学
と
だ
か
絶
望
だ
と
か

孤
独
だ
と
か
、
そ
う
い
う
自
分
で
も
よ
く
意
味
の
わ
か
ら
ぬ
や
く
ざ
な
言
葉
で
頭
を
一
杯
に
し
て
、
犬
の
様
に
う
ろ
つ
い
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
兎と

も
角か

く

、
そ
れ
は
、
自
分
で
想
像
し
て
み
た
と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
か
っ
た
。
街
の
雑ざ

っ
と
う踏

の
中
を
歩
く
、
静
ま
り
返
っ
た
僕

の
頭
の
中
で
、
誰
か
が
は
っ
き
り
と
演
奏
し
た
様
に
鳴
っ
た
。
僕
は
、
脳
味
噌
に
手
術
を
受
け
た
様
に
驚
き
、
感
動
で
慄ふ

る

え
た
。︵
五
二
︶

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
経
験
自
体
が
あ
る
種
の
超
常
現
象
で
あ
る
の
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
小
林
秀
雄
と
音
楽
を
語
る
場
合

に
、
こ
の
経
験
に
言
及
し
て
い
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
超
常
体
験
ゆ
え
に
い
さ
さ
か
怪
し

げ
で
真
剣
に
取
り
上
げ
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
小
林
自
身
も
ま
た
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
関
す
る
﹁
自
分
の
一
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番
痛
切
な
経
験
﹂︵
五
二
︶
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
経
験
の
重
要
性
は
確
か
で
あ
る
し
、
多
く
の
論
者
も
ま
た
そ
う
考
え
て

取
り
あ
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
も
引
用
し
た
小
林
の
短
調
の
﹁
悲
し
さ
﹂
を
強
調
す
る
急
先
鋒
の
安
川
は
、﹁
小
林
秀
雄
に
お
け
る
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
体
験
の
根
源
的
な
も
の
が
集
約
的
に
示
さ
れ
て
い
る
﹂
と
考
え
て
お
り
、
小
林
の
﹁
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
の
決
定
的
な
出
会
い
﹂
と

呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
経
験
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、﹁
悲
し
さ
﹂
を
強
調
す
る
安
川
が
、
こ
の
経
験
も
ま
た
﹁
名
付
け
難
い
災
厄
や
不
幸
や
苦
痛
の
動
き︶

13
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﹂
の
象
徴
と
考
え
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
前
章
で
も
言
及
し
た
小
林
の
﹁
呪
縛
﹂
の
ラ
ジ
カ
ル
で
辛
辣
な
批
判
者
で
あ
る
高
橋

悠
治
の
よ
う
な
論
者
も
ま
た
、﹁
こ
の
程
度
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
き
ま
り
文
句
﹂
と
こ
き
下
ろ
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
経
験
を
﹁
あ
わ

れ
っ
ぽ
﹂
い
と
形
容
し
て
い
る
点
で
あ
る︶

14
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。
つ
ま
り
、
高
尚
な
﹁
悲
し
さ
﹂
や
﹁
苦
悩
﹂
と
結
び
付
け
る
に
し
ろ
、﹁
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
﹂
な
﹁
あ

わ
れ
っ
ぽ
﹂
い
と
感
じ
る
に
せ
よ
、
道
頓
堀
で
の
経
験
も
ま
た
﹁
疾
走
す
る
悲
し
さ
﹂
と
同
じ
よ
う
に
、
圧
倒
的
に
暗
い
も
の
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
小
林
自
身
、
こ
の
経
験
に
関
し
て
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
大
阪
の
道
頓
堀
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。そ

の
頃
は
、
大
阪
の
街
は
、
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
と
ジ
ャ
ズ
と
で
充
満
し
、
低
劣
な
流
行
小
歌
は
、
電
波
の
様
に
夜
空
を
走
り
、
放
浪
児
の

若
い
肉
体
の
弱
点
と
い
う
弱
点
を
刺し

戟げ
き

し
て
、
僕
は
断
腸
の
想
い
が
し
て
い
た
の
で
あ
る
。︵
五
三
︶

﹁
低
劣
な
﹂
や
﹁
断
腸
の
想
い
﹂
と
い
う
表
現
に
、
こ
の
経
験
の
暗
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
小
林
と
音
楽
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
を
筆
者
自
身

も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
粟
津
も
ま
た
、﹁
彼
は
、
そ
う
い
う
巷
の
あ
り
さ
ま
を
軽
蔑
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
て
、
道
頓
堀

の
﹁
低
劣
﹂
さ
を
否
定
的
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
小
林
の
経
験
の
舞
台
と
な
っ
た
道
頓
堀
の
意
味
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
わ



一
二

け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
私
た
ち
は
注
意
し
て
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
か
ら
大
阪
が
政

治
以
外
で
は
、
す
な
わ
ち
経
済
の
み
な
ら
ず
文
化
に
お
い
て
も
日
本
の
中
心
で
あ
り
、
大
政
奉
還
後
も
東
京
よ
り
ま
ず
先
に
首
都
と
し
て
候

補
に
な
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
本
の
文
化
を
代
表
す
る
大
阪
の
中
心
で
あ
り
象
徴
で
あ
っ
た
の

は
、
か
つ
て
竹
本
義
太
夫
、
井
原
西
鶴
、
近
松
門
左
衛
門
ら
の
人
形
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎
に
お
い
て
競
演
し
た
い
わ
ゆ
る
道
頓
堀
五
座
を
中
心

と
す
る
道
頓
堀
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
お
よ
そ
古
代
か
ら
の
日
本
の
演
劇
芸
術
の
代
表
者
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

な
る
ほ
ど
そ
れ
は
明
治
維
新
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
や
が
て
産
業
や
文
化
の
東
京
一
極
集
中
が
進
む
と
と
も
に
、
大
阪
も
徐
々
に
衰
退
し
、

道
頓
堀
も
場
末
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
か
つ
て
の
輝
き
を
失
っ
て
い
き
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
思
い
込
み

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
小
林
が
﹁
も
う
二
十
年
も
昔
の
こ
と
﹂
と
回
想
し
﹁
僕
の
乱
脈
な
放
浪
時
代
﹂
で
あ
っ

た
と
い
う
小
林
が
大
学
卒
業
直
後
の
一
九
二
八
年
五
月
か
ら
翌
年
の
春
に
、
現
実
の
大
阪
は
ま
さ
に
未
曾
有
の
繁
栄
と
活
気
の
さ
な
か
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
﹁
丁
度
そ
の
頃
﹂、
関
東
大
震
災
の
影
響
も
あ
り
、
大
阪
市
は
人
口
お
よ
び
工
業
出
荷
額
に
お
い
て
も
東
京
市

を
抜
い
て
、
一
時
的
で
は
あ
る
が
ま
た
日
本
一
に
復
活
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
﹁
大
大
阪
﹂
の
時
代
で
あ
る
。
そ
こ
は
ま
た
東
京
に
先
駆
け
て
、
井
田
一
郎
﹁
ラ
フ
ィ
ン
グ
・
ス
タ
ー
・
ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
﹂
ら

が
活
躍
す
る
、
ち
ょ
う
ど
夜
明
け
を
迎
え
て
い
た
日
本
の
ジ
ャ
ズ
の
音
に
溢
れ
て
い
た
。
小
林
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ト
短
調
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

を
幻
聴
し
た
昭
和
三
年
の
道
頓
堀
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
新
旧
の
文
化
に
よ
っ
て
活
気
を
極
め
輝
い
た
街
だ
っ
た
の
で
あ
る︶

15
︵

。

　

そ
の
よ
う
な
活
気
に
あ
ふ
れ
た
輝
か
し
い
街
に
お
け
る
自
身
の
異
常
な
体
験
を
、
小
林
は
、﹁
人
生
だ
と
か
文
学
と
だ
か
絶
望
だ
と
か
孤

独
だ
と
か
、
そ
う
い
う
自
分
で
も
よ
く
意
味
の
わ
か
ら
ぬ
や
く
ざ
な
言
葉
で
頭
を
一
杯
に
し
て
、
犬
の
様
に
う
ろ
つ
い
て
い
た
﹂
と
こ
ろ
に
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ト
短
調
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
を
幻
聴
し
て
、﹁
脳
味
噌
に
手
術
を
受
け
た
様
に
驚
き
、
感
動
で
慄ふ

る

え
た
﹂
と
説
明
し
て
い
る
。



「t

か

な

し

き

ristesse a

疾
走
す
る

llante

」、
あ
る
い
は
「
道
頓
堀
」
の
渾カ
オ
ス沌

一
三

こ
れ
は
素
直
に
読
む
な
ら
、﹁
人
生
だ
と
か
文
学
と
だ
か
絶
望
だ
と
か
孤
独
だ
と
か
﹂
い
う
﹁
や
く
ざ
な
言
葉
﹂
と
、﹁
感
動
で
慄ふ

る

え
た
﹂
と

い
う
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
は
対
極
的
な
も
の
で
あ
る
と
小
林
が
言
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、﹁
絶
望
だ

と
か
孤
独
﹂
と
い
う
﹁
や
く
ざ
な
言
葉
﹂
の
対
極
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、﹁
悲
し
さ
﹂
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
経
験
の
舞
台
と
な
っ
た

の
が
当
時
の
活
気
と
生
命
力
に
溢
れ
た
道
頓
堀
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
生
命
力
だ
と
私
は
考
え
た
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
当
時
の
道
頓
堀
は
こ
の
経
験
に
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
道
頓
堀
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
当
時
の
道
頓
堀
の
生
命
力
に
は
怪
し
げ
な
猥
雑
さ
も
多
分
に
含
ま
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
小
林
も
﹁
低
劣
な
流
行
小
歌
﹂
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
低
劣
﹂
さ
を
必
ず
し
も
否
定
的
な
評
価
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
現
に
小
林
は

﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
に
お
い
て
、
作
曲
家
の
会
話
や
手
紙
に
お
け
る
眉
を
ひ
そ
め
る
よ
う
な
下
品
さ
に
再
三
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ

の
よ
う
な
実
人
生
の
下
品
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
﹁
単
純
で
真
実
な
﹂︵
八
三
︶
音
楽
が
創
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
猥

雑
な
生
命
力
と
並
行
し
て
、
い
や
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
滋
養
と
し
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
が
創
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
小
林
の
﹁
一
番
痛
切
な
経
験
﹂
の
本
質
は
、﹁
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
﹂
で
﹁
あ
わ
れ
っ
ぽ
﹂
い
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
悲
愴
な
も
の

で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
本
稿
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
﹁
万
葉
﹂
の
歌
人
た
ち
の
﹁
悲
し
﹂
と
共
通
す
る
熱
い
想
い
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
が
本
稿
に
お
い
て
強
調
し
た
い
の
も
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
小
林
の
﹁
一
番
痛
切
な
経
験
﹂
が
、
も
っ
ぱ
ら
﹁
あ
わ
れ
っ
ぽ
﹂
い
も
の
や
悲
愴
な
も
の
に
受
け
取
ら
れ
て
き
た
原
因

に
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
小
林
が
青
春
時
代
に
彷
徨
し
た
﹁
大
大
阪
﹂
の
輝
く
道
頓
堀
を
、﹁
教
祖
﹂
を
取
り
巻
く
人
が
ほ
と
ん
ど
知
ら

な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
親
友
に
し
て
同
志
と
も
言
う
べ
き
今
日
出
美
や
河
上
徹
太
郎
も
、
方
や
弟
の
東
光
が
大
阪
の

河
内
と
縁
が
深
く
、
ま
た
方
や
神
戸
出
身
な
が
ら
、
と
も
に
早
く
か
ら
東
京
に
来
て
お
り
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
よ
り
も
純
粋
な
理
論
に
惹
か
れ

て
い
た
し
、
内
弟
子
に
し
て
同
志
と
も
言
う
べ
き
江
藤
淳
や
、
中
村
光
夫
と
い
っ
た
昭
和
批
評
界
の
大
御
所
た
ち
も
東
京
や
鎌
倉
に
生
ま
れ



一
四

育
ち
、
地
方
の
独
自
性
に
関
心
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
世
代
と
な
る
と
、
道
頓
堀
が
、﹁
大
大
阪
﹂
か
ら
急
転
直
下

と
も
言
う
べ
く
加
速
度
的
に
衰
退
し
て
い
っ
た
時
代
し
か
知
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

第
四
章　

道
頓
堀
と
坂
口
安
吾

　

と
は
い
え
、
前
章
で
私
が
強
調
し
た
よ
う
な
﹁
大
大
阪
﹂
の
輝
く
道
頓
堀
を
よ
く
識
り
、
し
か
も
小
林
と
因
縁
浅
か
ら
ぬ
人
た
ち
も
ま
た

確
か
に
存
在
し
て
い
た
。
本
稿
冒
頭
で
も
言
及
し
た
﹃
教
祖
の
文
学
﹄
の
著
者
で
あ
る
坂
口
安
吾
や
、
そ
の
坂
口
の
盟
友
で
あ
り
と
も
に
無

頼
派
と
呼
ば
れ
た
織
田
作
之
助
ら
で
あ
る
。

　

織
田
は
道
頓
堀
の
近
郊
の
上
町
台
地
に
生
ま
れ
育
ち
、
道
頓
堀
を
舞
台
に
し
た
﹃
夫
婦
善
哉
﹄
ら
の
作
者
で
あ
る
が
、﹁
大
阪
人
﹂
た
る

こ
と
を
き
わ
め
て
意
識
し
、
か
つ
大
切
に
し
て
い
た
作
家
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
大
阪
を
主
題
に
し
た
小
説
ば
か
り
書
い
て
い
る
が
、
大
阪
人
の
な
か
に
真
実
の
人
間
性
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
阪
に
生
ま

れ
、
大
阪
に
育
ち
、
い
ま
な
お
大
阪
に
住
ん
で
い
る
私
は
、
根
っ
か
ら
の
大
阪
人
で
あ
る
が
、
私
は
今
後
い
よ
い
よ
以
て
大
阪
人
で
あ

り
た
い
と
考
え
て
い
る︶

16
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実
際
ま
た
、
川
端
康
成
ら
が
審
査
員
を
務
め
た
改
造
社
の
第
一
回
文
芸
推
薦
作
品
作
に
選
ば
れ
、
そ
の
後
に
何
度
も
映
画
化
さ
れ
た
﹃
夫
婦

善
哉
﹄
な
ど
を
読
め
ば
、
色
恋
と
銭
勘
定
、
そ
し
て
そ
の
食
文
化
を
、﹁
鯛
の
皮
﹂
な
ど
の
具
体
的
な
名
前
と
と
も
に
微
に
入
り
細
を
穿
っ

て
描
い
て
お
り
、
昭
和
十
年
代
の
大
阪
市
井
の
世
界
が
再
現
さ
れ
て
い
て
、
当
時
の
大
阪
の
猥
雑
で
活
気
あ
る
生
活
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
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し
か
し
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
を
彼
が
単
な
る
風
俗
小
説
の
一
コ
マ
と
は
見
な
さ
ず
、﹁
真
実
の
人
間
性
﹂
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。﹁
大

阪
人
﹂
を
い
わ
ば
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
象
徴
と
し
て
、
明
治
以
来
の
日
本
の
正
統
的
な
文
学
や
文
壇
の
伝
統
を
攻
撃
し
、
打
破
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
無
頼
派
と
呼
ば
れ
る
由
縁
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
織
田
と
、
無
頼
派
と
し
て
の
共
通
点
の
み
な
ら
ず
、︵
大
阪
生
ま
れ
で
は
な
い
が
何
度
か
の
京
都
滞
在
に
よ
り
︶
い
わ
ば
肌
で

覚
え
た
大
阪
庶
民
の
猥
雑
で
活
気
あ
る
生
活
を
共
有
し
て
い
た
の
が
坂
口
安
吾
で
あ
る
。
そ
の
中
で
何
度
も
織
田
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
書
か

れ
た
﹃
大
阪
の
反
逆
﹄
を
読
め
ば
、
そ
う
い
う
坂
口
の
姿
が
よ
く
分
か
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
と
思
想
を
、

革
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
着
て
、
額
に
毛
を
た
ら
し
て
、
人
前
で
腕
を
ま
く
り
あ
げ
て
ヒ
ロ
ポ
ン
の
注
射
を
す
る
、
客
席
の
灯
を
消
し
て
一

人
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
中
で
二
流
文
学
を
論
ず
る︶

17
︵

と
い
っ
た
、
実
生
活
と
作
品
の
な
か
で
の
具
体
的
な
描
写
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
織
田
に
対
し
て
、、
エ
ッ
セ
イ
も
多
く
書
い
た
坂
口
の
方

は
、
よ
り
攻
撃
的
で
あ
り
、
い
わ
ば
理
論
武
装
に
秀
で
て
い
た
。
そ
う
い
う
訳
で
坂
口
が
、
日
本
文
壇
の
既
成
の
権
威
と
し
て
の
小
林
に
つ

い
て
﹃
教
祖
の
文
学
﹄
と
題
し
て
批
判
し
て
い
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
古
典
を
論
じ
骨
董
に
つ
い
て
語
る
小
林
を
、
た
と
え
ば
次
の
よ

う
に
坂
口
は
舌
鋒
鋭
く
糾
弾
し
て
い
る
。

生
き
た
人
間
を
自
分
の
文
学
か
ら
締
め
出
し
て
し
ま
つ
た
小
林
は
、
文
学
と
は
絶
縁
し
、
文
学
か
ら
失
脚
し
た
も
の
で
、
一
つ
の
文
学

的
出
家
遁
世
だ
。
私
が
彼
を
教
祖
と
い
ふ
の
は
思
ひ
つ
き
の
言
葉
で
は
な
い
。
彼
は
も
う
文
学
を
鑑
賞
し
詩
人
を
解
す
る
だ
け
だ︶

18
︵

。



一
六

坂
口
に
よ
れ
ば
、
こ
の
﹁
教
祖
﹂
の
﹁
鑑
賞
﹂
と
対
局
を
な
す
生
き
方
が
、
猥
雑
で
悩
み
と
苦
し
み
に
満
ち
た
本
当
の
文
学
の
生
活
で
あ
る
。

そ
し
て
坂
口
は
小
林
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
、
そ
の
よ
う
な
文
学
を
生
み
出
す
猥
雑
な
生
活
と
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
芸
術
は
関
係
が
な
い
と
主
張
し
て
、
前
者
の
猥
雑
さ
が
生
み
出
す
﹁
戯
作
者
﹂
を
熱
狂
的
に
讃
嘆
し
て
擁
護
す
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
の

文
脈
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
芸
術
に
も
小
林
の
批
評
に
も
、
文
学
の
生
み
の
親
で
あ
り
無
く
て
は
な
ら
な
い
土
壌
た
る
猥

雑
な
生
活
が
致
命
的
に
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
坂
口
の
理
解
と
評
価
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
坂
口
が
小
林
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
に
言
及
し
な
が
ら
、
私
が
前
章
に
お
い
て
問
題
に
し
て
き

た
道
頓
堀
に
お
け
る
小
林
の
幻
聴
経
験
に
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
坂
口
は
、﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
に
お
け
る
道

頓
堀
の
一
節
が
、
ほ
と
ん
ど
目
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
道
頓
堀
に
思
い
入
れ
の
強
い
坂
口
が
、
そ
れ
に

言
及
し
な
い
こ
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
章
で
繰
り
返
し
た
来
た
よ
う
に
、
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、﹃
モ
オ
ツ
ァ

ル
ト
﹄
に
お
け
る
道
頓
堀
の
く
だ
り
こ
そ
、
生
命
力
に
溢
れ
た
猥
雑
さ
を
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
の
核
心
に
読
み
込
ん
で
い
た
と
い
う
証
左

に
な
る
一
節
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
坂
口
た
ち
に
と
っ
て
反
逆
の
象
徴
的
存
在
で
あ
っ
た
道
頓
堀
を
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
小
林
も
ま
た
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
幻
聴
経
験
を
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
つ
い
て
の
彼
の
﹁
一
番
大
切
な
経
験
﹂
と
し
て

詳
し
く
語
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
猥
雑
な
生
命
力
を
、
小
林
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
芸
術
の
核
心
に
見
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
私
は
、
小
林
が
、
そ
の
よ
う
な
自
分
と
そ
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
理
解
を
少
し
は
分
か
っ
て
ほ
し
い
、
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
林
が
坂
口
の
主
張
す
る
猥
雑
な
生
命
力
を
内
包
し
た
﹁
戯
作
者
﹂
の
あ
り
方
と
無
縁
で
は
な
く
、
小
林

の
理
解
す
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
前
章
で
私
が
繰
り
返
し
主
張
し
て
き
た
小
林
の
実
像
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

﹃
教
祖
の
文
学
﹄
が
﹁
新
潮
﹂
に
載
っ
た
翌
一
九
四
八
年
に
、
二
人
の
対
談
が
実
現
し
て
︵
後
に
﹁
伝
統
と
反
逆
﹂
と
題
し
て
活
字
化
さ
れ

て
上
述
の
﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
三
三
巻
第
六
号
に
載
せ
ら
れ
て
も
さ
れ
て
い
る
︶、
小
林
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
﹁
戯
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作
者
﹂
を
相
変
わ
ら
ず
執
拗
に
言
い
立
て
、
絡
ん
で
く
る
坂
口
に
対
し
て
小
林
は
、
普
段
の
歯
に
衣
を
着
せ
ぬ
鋭
さ
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、

直
接
に
は
否
定
し
な
い
で
辛
抱
強
く
付
き
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
こ
で
も
小
林
は
、
自
身
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
理
解
に
つ
い

て
ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
対
談
が
そ
も
そ
も
実
現
し
、
そ
れ
も
、
犬
猿
の
仲
に
違
い
な

い
と
心
配
し
た
周
囲
の
配
慮
︵
と
小
林
自
身
が
冒
頭
で
皮
肉
っ
て
い
る
︶
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
林
の
希
望
に
よ
っ
て
実
現
し
た
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
は
、
小
林
の
坂
口
に
対
す
る
密
か
な
思
い
を
読
み
取
り
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
後
に
は
、
二
人
が
以
前
か
ら
個
人
的
な
知
り
合
い
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
昭
和
初
期
の
文
芸
誌
﹁
文

科
﹂
に
二
人
は
と
も
に
同
人
と
し
て
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
坂
口
は
自
分
の
い
わ
ば
実
像
が
分
か
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
小
林

が
思
っ
た
の
は
、
坂
口
の
方
で
も
ま
た
、﹃
教
祖
の
文
学
﹄
の
中
で
、
辛
辣
な
批
判
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
ま

さ
に
無
頼
派
を
地
で
行
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
の
み
な
ら
ず
、
二
つ
も
紹
介
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る︶

19
︵

。
す
な
わ
ち
、
小
林
が
水
道
橋
の
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
﹁
泥
酔
し
て
一
升
ビ
ン
を
ぶ
ら
さ
げ
て
酒
ビ
ン
と
一
緒
に
墜
落
し
た
﹂
と
い
う
記
事
と
、
偶
然
居
合
わ
せ
た
上
野
か
ら
新

潟
へ
行
く
汽
車
の
中
で
、
二
人
で
酒
を
飲
み
続
け
て
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
と
い
う
意
外
な
体
験
談
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
悪
意
あ
る
暴
露
や
皮
肉
で

は
な
く
、
無
頼
派
坂
口
流
の
真
情
吐
露
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
小
林
の
﹁
教
祖
﹂
と
し
て
の
後
光
が
、
坂
口
に
も
ま
た
あ
ま

り
に
も
強
烈
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
、
小
林
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
中
に
も
﹁
戯
作
者
﹂
を
見
る
解
釈
を
、
残
念
な
が
ら
結
局
は
坂

口
も
ま
た
理
解
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
章　

音
楽
と
歴
史
意
識

　

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
小
林
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
に
対
す
る
一
般
に
お
け
る
基
本
的
な
評
価
は
、
主
観
的
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
良



一
八

く
も
悪
く
も
独
特
の
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
見
な
さ
れ
て
き
た
し
現
在
も
そ
う
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
音
楽
学
者
ら
に

よ
る
楽
譜
と
楽
曲
も
対
象
に
し
た
二
〇
〇
一
年
の
学
際
的
研
究
に
よ
っ
て
も
、
部
分
的
に
は
妥
当
性
を
認
め
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、﹁
小
林

の
主
観
が
前
面
に
現
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
﹂
と
検
証
さ
れ
て
い
る︶

20
︵

。
す
な
わ
ち
、
オ
ペ
ラ
な
ど
の
声
楽
曲
で
は
な
い
弦
楽
四
重
奏
曲
な

ど
の
器
楽
曲
の
偏
重
と
い
う
﹁
偏
見
﹂
で
あ
り︶

21
︵

、﹁
古
典
主
義
的
形
式
の
保
有
者
﹂
と
し
て
の
側
面
の
軽
視
で
あ
り︶

22
︵

、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
﹁
無

関
心
﹂
や
ロ
マ
ン
主
義
な
ど
の
お
よ
そ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
の
排
除
で
あ
る︶

23
︵

。
た
し
か
に
ま
た
、
小
林
に
よ
れ
ば
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
﹁
失

語
症
の
神
童
﹂︵
五
八
︶
で
あ
り
、﹁
形
式
破
壊
者
﹂︵
八
九
︶
で
あ
っ
て
、
ま
た
﹁
自
己
告
白
の
不
能
者
﹂︵
八
一
︶
だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
い
さ
さ
か
極
端
で
潔
す
ぎ
る
断
言
に
は
違
い
な
い
。

　

近
年
の
新
保
の
論
文
も
、
そ
う
い
う
小
林
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
の
﹁
魔
力
﹂
に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
小
林
に
﹁
啓
示
﹂
を
受
け
て
出
発
し

独
自
の
音
楽
評
論
を
展
開
し
た
吉
田
秀
和
と
対
照
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吉
田
の
批
評
の
魅
力
が
﹁
正
確
﹂
に
由
来
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
小
林
の
批
評
の
魔
力
は
、﹁
正
確
﹂
よ
り
も
﹁
空
想
﹂
に
根
差
し

て
い
る︶

24
︵

。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
﹁
空
想
﹂
と
い
う
の
は
新
保
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
で
は
な
く
、﹁
最
初
か
ら
﹃
自
己
﹄
を
出
し
て
く
る
﹂
と
い
う
、

む
し
ろ
積
極
的
な
称
賛
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
小
林
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
が
あ
る
種
の
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
対
象
で

あ
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
批
評
家
で
あ
る
小
林
自
身
の
個
性
を
表
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
な

こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
に
至
っ
て
も
変
わ
ら
ぬ
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
評
価
の
伝
統
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
小
林
秀
雄
の
専
門
家
で
も
な
い

筆
者
は
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
口
を
挿
む
能
力
も
な
い
し
、
そ
の
気
も
な
い
。
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た
だ
し
、
私
が
本
稿
に
お
い
て
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
に
個
性
的
で
独
特
と
見
な
さ
れ
て
い
る
小
林
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
の
本

質
と
内
実
は
、
冒
頭
か
ら
私
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
伝
統
的
解
釈
と
実
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
伝
統
的
解
釈
と
は
、
再
三
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
も
う
一
度
概
括
す
る
な
ら
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
と
は
屈
託
な
く
天
与
の
明
る
さ

を
放
ち
讃
嘆
さ
れ
る
も
の
、
と
い
う
の
は
皮
相
で
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
悲
愴
な
﹁
悲
し
さ
﹂
と
苦
悩
そ
し
て
絶
望
に
満
ち
た

も
の
で
あ
り
、
喧
騒
に
満
ち
た
低
俗
で
卑
俗
な
も
の
と
し
て
の
道
頓
堀
と
対
極
を
成
す
荘
重
で
深
刻
な
も
の
だ
、
と
い
う
解
釈
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
か
し
私
は
、
そ
れ
ら
は
先
入
観
に
よ
る
思
い
込
み
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
小
林
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
の
中
に
、
猥
雑
な
生
命

力
や
熱
い
愛
情
と
共
振
す
る
も
の
を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
古
今
東
西
多
く
の
解
釈
者
を
悩
ま
し
続
け
て
き
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
手
紙
や
周
囲
の
人
た
ち
の
証
言
の
中
に
浮

か
び
上
が
る
、
卑
猥
で
浅
薄
と
も
言
え
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
実
生
活
と
、
小
林
も
言
う
そ
の
﹁
単
純
で
真
実
な
音
楽
﹂
と
は
、
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
、
小
林
は
独
特
の
解
釈
を
付
け
加
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
猥

雑
で
低
俗
な
実
生
活
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
芸
術
の
負
の
汚
点
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
実
生
活
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

﹁
単

純
で
真
実
な
音
楽
﹂
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
実
生
活
を
い
わ
ば
糧
と
拠
り
所
と
し
﹁
単
純
で
真
実
な
音
楽
﹂

が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
猥
雑
な
生
命
力
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
芸
術
の
大
き
な
ひ
と
つ
の
特
徴
で
さ
え
あ
る
、

と
小
林
は
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
、
小
林
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
像
は
ま
た
、
小
林
に
対
す
る
従
来
の
批
判
を
払
拭
は
し
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
的
外
れ
な
も
の

に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
批
判
と
は
、
小
林
は
、
芸
術
と
い
う
豪
華
な
陳
列
ケ
ー
ス
に
飾
ら
れ
て
讃
嘆
さ
れ
、
芸
術
と
い
う
象
牙
の
塔

に
立
て
篭
も
り
帰
依
さ
れ
る
秘
教
の
﹁
教
祖
﹂
な
い
し
守
護
神
と
い
う
も
の
で
あ
る︶

25
︵

。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
た
と
え
ば
そ
の
高
踏
性
ゆ
え

に
政
治
的
な
反
動
性
や
歴
史
意
識
の
欠
如
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
具
体
的
に
言
う
な
ら
、
先
の
戦
時
下
に
お
け
る
小
林
の
体
制
に
対
す
る



二
〇

無
抵
抗
な
順
応
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
私
が
主
張
し
て
き
た
よ
う
な
小
林
の
芸
術
観
に
照
ら
す
な
ら
、
歴
史

意
識
や
政
治
性
を
構
成
す
る
市
民
や
社
会
と
い
っ
た
存
在
は
、
猥
雑
で
混
沌
と
し
た
根
源
的
カ
オ
ス
を
前
に
し
て
お
よ
そ
現
実
性
を
欠
い
た

空
虚
な
概
念
と
な
り
果
て
る
。
小
林
秀
雄
は
、
そ
の
洒
脱
で
瘦
身
な
外
見
に
隠
し
つ
つ
、
お
よ
そ
社
会
や
市
民
と
い
う
言
葉
が
上
滑
り
す
る

よ
う
な
、
濫
り
が
わ
し
く
も
混
沌
と
し
た
根
源
的
カ
オ
ス
を
、
熱
情
た
る
﹁
悲
し
さ
﹂
を
慈
し
み
な
が
ら
、
粘
り
強
く
生
き
抜
く
芸
術
家
で

あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

註

　

小
林
秀
雄
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
の
テ
キ
ス
ト
は
、﹁
小
林
秀
雄
全
作
品
︵
第
六
次
小
林
秀
雄
全
集
︶﹂
一
五
︵
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
︶
を

用
い
、
引
用
直
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
載
し
た
。

︵
1
︶
坂
口
安
吾
が
小
林
秀
雄
に
つ
い
て
論
じ
た
﹃
教
祖
の
文
学
﹄︵
一
九
四
七
年
︶
に
よ
る
。
こ
の
﹃
教
祖
の
文
学
﹄
と
坂
口
安
吾
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
第
四
章
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

︵
2
︶﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
六
巻
第
一
二
号
、
一
九
七
四
年
、
青
土
社
。﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
三
三
巻
第
六
号
、
二
〇
〇
一
年
、
青
土
社
。

︵
3
︶
た
と
え
ば
、
作
家
で
も
あ
っ
た
評
論
家
の
秦
恒
平
は
、﹁
な
ん
で
連
中
は
小
林
秀
雄
と
い
う
と
あ
あ
も
大
袈
裟
に
も
て
囃
す
の
か
。
物
々
し

く
拍
わ
手
ま
で
打
つ
奴
が
多
過
ぎ
る
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
、
特
に
戦
争
直
後
の
若
者
に
お
け
る
﹁
拍
わ
手
﹂
と
い
う
よ
う
な
神
様
扱
い
の
崇

拝
に
つ
い
て
皮
肉
を
交
え
て
回
想
し
て
い
る
︵﹃﹁
歴
史
﹂
は
美
し
い
﹄、﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
六
巻
第
十
二
号
、
前
掲
書
、
一
二
三
頁
︶。
一
方
で
、

同
じ
﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
の
特
集
号
に
お
い
て
、
音
楽
家
の
高
橋
悠
治
は
、﹁
わ
か
り
き
っ
た
通
説
の
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
説
教
﹂
と
痛
罵
し
て
い



「t

か

な

し

き

ristesse a

疾
走
す
る

llante

」、
あ
る
い
は
「
道
頓
堀
」
の
渾カ
オ
ス沌

二
一

る
︵﹃
小
林
秀
雄
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂
読
書
ノ
ー
ト
﹄
前
掲
書
、
一
六
三
頁
︶。

︵
4
︶
高
橋
英
郎
﹃
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
お
好
き
⋮
﹄︵﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
三
三
巻
六
号
、
前
掲
書
︶
九
五
頁
。

︵
5
︶
た
と
え
ば
、
江
藤
淳
は
﹁﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
を
小
林
の
批
評
活
動
の
頂
点
に
お
く
意
見
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
江

藤
淳
﹃
人
生
の
教
師
﹄
一
九
六
五
年
初
出
、
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
八
年
、
六
六
頁
︶。
ま
た
粟
津
則
雄
も
﹁
明
確
な
形
も
な
く
意
味
も
な

い
音
の
組
み
合
わ
せ
の
上
に
立
て
ら
れ
た
音
楽
と
い
う
建
築
﹂
と
い
う
﹃
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹄
に
お
け
る
小
林
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、

﹁
彼
に
お
い
て
は
絵
画
も
そ
の
よ
う
な
音
楽
に
こ
が
れ
て
い
る
よ
う
だ
﹂
と
述
べ
て
、
小
林
に
お
け
る
音
楽
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
︵
粟

津
則
雄
﹃
音
楽
の
ド
ラ
マ
﹄、﹁
新
潮
﹂
四
月
臨
時
増
刊　

小
林
秀
雄
追
悼
記
念
号
、
一
九
八
三
年
、
一
二
一
頁
︶。

︵
6
︶
安
川
定
男
﹃
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
体
験

︱
ト
短
調
へ
の
共
感
﹄︵﹁
国
文
学
:
解
釈
と
鑑
賞
﹂
四
〇
号
、
至
文
堂
、
一
九
七
五
年
︶
七
八
頁
。

︵
7
︶
高
橋
悠
治
﹃
小
林
秀
雄
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂
読
書
ノ
ー
ト
﹄︵﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
六
巻
一
二
号
、
前
掲
書
︶
一
五
八
頁
。

︵
8
︶
高
橋
悠
治
、
前
掲
書
、
一
五
七
頁
。

︵
9
︶
粟
津
則
雄
＋
高
橋
英
郎
︵
対
談
︶﹃
小
林
秀
雄
と
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂﹄︵﹁
音
楽
現
代
﹂
二
〇
二
一
年
三
月
号
再
録
︶
五
五
頁
。

︵
10
︶
新
保
祐
司
﹃
小
林
秀
雄
の
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂
と
吉
田
秀
和
の
﹁
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
﹂﹄︵
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会
﹁
国
文
学
論
考
﹂

第
四
九
号
、
二
〇
一
三
年
︶
六
九
頁
。

︵
11
︶
粟
津
則
雄
＋
高
橋
英
郎
︵
対
談
︶﹃
小
林
秀
雄
と
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂﹄
前
掲
書
、
五
八
~
五
九
頁
。

︵
12
︶
北
原
保
雄
﹁
日
本
国
語
大
辞
典
・
第
二
版
﹂︵
一
三
巻
＋
別
巻
︶
小
学
館
、
二
〇
〇
三
年
。

︵
13
︶
安
川
定
男
、
前
掲
書
、
七
七
~
七
八
頁
。

︵
14
︶
高
橋
悠
治
、
前
掲
書
、
一
五
八
頁
。

︵
15
︶
た
と
え
ば
、
木
津
川
計
﹃
私
と
ミ
ナ
ミ
﹁
道
頓
堀
左
岸
﹂
と
言
っ
た
頃
﹄︵﹁
大
阪
春
秋
﹂
第
一
三
一
号
、
新
風
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
九
三
頁
︶



二
二

や
橋
爪
伸
也
﹁
大
大
阪
の
時
代
を
歩
く
﹂︵
洋
泉
社
、
二
〇
一
七
年
︶
を
参
照
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
文
学
者
の
平
田
達
治
も
﹃
歩
く
大
阪
、
読

む
大
阪
﹄︵
鳥
影
社
、
二
〇
二
〇
年
︶
の
中
で
、
道
頓
堀
ゆ
か
り
の
作
品
を
解
読
し
な
が
ら
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
﹁
道
頓
堀
こ
そ
が
大
阪

で
一
番
賑
や
か
な
と
こ
ろ
﹂
と
い
う
織
田
作
之
助
の
思
い
を
紹
介
し
て
い
る
︵
二
二
一
頁
︶。

︵
16
︶
織
田
作
之
助
︵﹁
定
本
織
田
作
之
助
全
集
﹂
第
三
版
、
文
泉
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
︶
一
三
四
頁
。

︵
17
︶
坂
口
安
吾
﹃
大
阪
の
反
逆
﹄﹁
坂
口
安
吾
全
集　

05
﹂
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
六
七
頁
。

︵
18
︶
坂
口
安
吾
﹃
教
祖
の
文
学
﹄
前
掲
書
、
二
七
頁
。

︵
19
︶
坂
口
安
吾
﹃
教
祖
の
文
学
﹄
前
掲
書
、
二
七
頁
。

︵
20
︶
網
野
公
一
、
藤
澤
眞
理
、
渡
邉
ま
さ
ひ
こ
﹃
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
関
す
る
学
際
的
研
究
﹄︵
玉
川
大
学
文
学
部
紀
要
﹁
論
叢
﹂
四
四
号
、
玉
川

大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
︶
一
一
三
頁
。

︵
21
︶
藤
澤
眞
理
﹃
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
と
小
林
秀
雄　
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂
に
お
け
る
歌
劇
論
﹄︵﹁
論
叢
﹂
前
掲
書
︶、
一
四
五
頁
。

︵
22
︶
網
野
公
一
﹃
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
研
究

︱
小
林
秀
雄
著
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂
に
引
用
さ
れ
た
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
楽
曲
の
形
式
と
態
﹄︵﹁
論
叢
﹂

前
掲
書
︶、
一
三
四
頁
。

︵
23
︶
渡
邉
ま
さ
ひ
こ
﹃
小
林
秀
雄
﹁
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
﹂

︱
芸
術
に
対
す
る
彼
の
批
評
基
準
を
追
っ
て
﹄︵﹁
論
叢
﹂
前
掲
書
︶、
一
二
〇
頁
。

︵
24
︶
新
保
祐
司
、
前
掲
書
、
七
〇
頁
。

︵
25
︶
た
と
え
ば
、
相
澤
啓
一
﹃
モ
ー
ツ
ァ
ル
テ
ィ
ア
ン
の
罪
業
史
﹄︵﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
二
三
巻
第
九
号
、
一
九
九
一
年
、
青
土
社
︶
に
お
い
て
、

﹁
反
省
し
て
戦
後
民
主
主
義
を
唱
え
る
お
目
出
度
い
奴
ら
と
違
い
、
反
省
せ
ず
芸
術
に
沈
潜
す
る
僕
は
利
口
で
カ
ッ
コ
イ
イ
、
だ
か
ら
僕
は
、

く
だ
ら
ぬ
反
省
な
ど
し
な
い
代
わ
り
に
﹃
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
﹄
と
い
う
大
切
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
﹂
と
い
う
の
が
小
林
の
本
音
だ
と
痛

烈
に
非
難
し
て
い
る
︵
一
九
七
頁
︶。
ま
た
学
生
運
動
の
時
代
に
新
左
翼
の
あ
る
種
の
﹁
教
祖
﹂
と
な
っ
た
吉
本
隆
明
な
ど
は
、
小
林
が
歴



「t

か

な

し

き

ristesse a

疾
走
す
る

llante

」、
あ
る
い
は
「
道
頓
堀
」
の
渾カ
オ
ス沌

二
三

史
と
社
会
か
ら
音
楽
に
﹁
逃
げ
た
﹂
と
い
う
思
い
が
否
め
な
か
っ
た
し
︵
吉
本
隆
明
、
清
岡
卓
行
﹃
小
林
秀
雄
の
現
在
﹄︹﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂

第
六
巻
一
二
号
、
前
掲
書
︺
九
二
頁
︶、
戦
後
を
代
表
す
る
批
評
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
磯
田
光
一
も
、
戦
争
協
力
と
は
批
判
し
な
い
も
の
の
、

小
林
の
﹁
歴
史
意
識
の
倫
理
化
﹂
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
︵
磯
田
光
一
﹃
歴
史
意
識
の
倫
理
化
﹄︹﹁
ユ
リ
イ
カ
﹂
第
六
巻
十
二
号
、

前
掲
書
︺
五
九
頁
︶。


