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５１ 

漱
石
の
人
物
表
現
は
、
発
表
年
陛
が
進
む
の
に
つ
れ
て
か
な
り
変
化
し
て
お
り
、
前
川
、
中
川
、
後
期
に
分
け
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に

災
な
っ
た
特
徴
を
見
せ
て
い
る
。
人
物
の
内
川
表
現
、
心
理
拙
写
、
作
者
と
の
閃
迎
な
ど
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
次
第
に
深
化
し
て
お
り
、

小
説
家
と
し
て
思
想
的
に
も
技
巧
的
に
も
成
熟
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

前
期
で
特
徴
的
な
の
は
、
自
己
内
部
の
矛
盾
し
、
対
立
す
る
思
念
を
何
人
か
の
異
な
る
登
場
人
物
に
託
し
、
そ
れ
ら
の
人
物
を
絡
み

合
わ
せ
な
が
ら
ス
ト
ー
リ
ー
を
腿
附
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
分
身
の
手
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
柵
成
を
た
て
る
段
階
か
ら
論

理
性
を
優
先
さ
せ
て
い
る
証
拠
で
、
そ
の
た
め
に
人
物
が
類
型
的
に
な
る
弱
点
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
で
も
当
時
の
漱
石
は
、
道
義
と

い
う
倫
理
的
思
念
を
第
一
義
に
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
時
代
の
流
れ
の
中
で
壊
滅
し
て
い
く
様
子
に
激
し
い
忽
迩
を
抱
い
て
い
た

の
で
あ
る
。
新
時
代
を
象
徴
す
る
人
物
を
批
判
の
対
象
と
し
て
登
場
さ
せ
、
同
時
に
論
理
を
た
た
か
わ
せ
る
何
人
か
の
分
身
が
必
要
だ
っ

た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

処
女
作
「
吾
瀧
は
猫
で
あ
る
』
の
場
合
、
語
り
手
で
あ
る
拙
の
主
人
苫
沙
弥
、
あ
ば
た
耐
で
不
精
者
の
中
学
の
英
語
教
師
は
明
ら
か

に
漱
石
の
戯
画
で
あ
る
。
漱
石
は
猫
の
眼
を
通
し
て
自
己
を
客
観
的
に
拙
い
て
い
る
わ
け
で
、
相
対
化
は
か
な
り
徹
底
し
て
い
る
ｃ
淵

漱
石
に
関
す
る
一
考
察
〔
Ⅲ
〕

三
、
人
物
表
現
に
つ
い
て
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5２ 
然
、
分
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
苦
沙
称
の
友
人
、
美
学
者
の
迷
亭
、
哲
学
者
の
独
仙
、
太
平
の
逸
民
を
も
っ
て
任
じ
て
い

る
彼
等
も
と
も
に
漱
石
の
分
身
で
あ
る
。
掛
合
い
漫
才
の
よ
う
に
展
開
す
る
彼
等
の
会
話
の
内
容
は
す
べ
て
作
者
漱
石
の
意
見
で
あ
っ

て
、
こ
こ
で
は
余
り
対
立
せ
ず
、
む
し
ろ
相
瓦
に
補
充
す
る
形
で
、
明
治
日
本
の
現
実
に
対
す
る
批
判
、
資
本
家
で
あ
る
金
田
一
家
が

象
徴
す
る
金
銭
万
能
の
風
潮
に
対
す
る
皮
肉
、
潮
弄
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
関
す
る
批
評
、
女
性
不
信
な
ど
が
痛
烈
に
飛
び
交
っ
て
い

る
。
構
成
ら
し
い
構
成
を
持
た
な
い
、
脱
構
築
の
小
説
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
高
度
な
文
明
批
評
を
直
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
た
わ
け
だ
が
、
人
物
造
型
と
い
う
観
点
で
見
る
と
、
笑
い
の
文
学
の
特
質
と
で
も
い
う
べ
き
か
、
単
純
化
さ
れ
、
類
型
化
さ
れ
た

ヰ
ャ
ラ
ク
ク
ー

性
格
の
描
出
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
当
初
か
ら
人
間
を
描
く
意
図
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

苫
沙
弥
の
家
に
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
る
迷
亭
、
上
手
三
番
町
の
甘
く
く
り
の
松
で
先
蒋
が
い
た
の
で
自
殺
の
機
会
を
失
っ
た
と
か
、

越
後
の
国
の
ク
コ
ッ
ポ
峠
の
一
杯
家
で
、
島
田
髪
の
美
し
い
娘
に
ひ
と
Ⅱ
惚
れ
し
た
の
は
い
い
が
、
翌
初
、
は
げ
頭
の
女
性
が
顔
を
洗
っ

て
い
る
の
を
見
る
と
、
昨
Ｈ
の
美
人
で
あ
っ
た
、
脇
川
は
か
つ
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
落
研
の
「
か
じ
か
沢
」
の
焼
き
直
し
な
ど
、
彼
蕗

す
る
話
は
Ⅶ
白
い
が
、
そ
こ
か
ら
迷
亭
の
人
間
像
を
思
い
描
く
の
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
娘
禰
子
と
片
沙
弥
の
数
え
ｆ
寒
几
と
の

縁
淡
の
こ
と
で
肋
ね
て
き
た
金
川
艸
了
を
嘘
の
身
化
諦
を
し
て
か
ら
か
う
場
Ⅲ
な
ど
に
漱
ｈ
の
ア
イ
ロ
ー
ー
カ
ル
な
性
格
の
一
伽
が
窺
わ

’
Ｉ
ｂ
７
７
Ｉ
 

れ
ろ
。
単
純
な
だ
け
に
性
格
が
川
雌
な
の
は
、
む
し
ろ
敵
役
の
卯
ｒ
の
ほ
う
で
あ
る
。
寒
川
が
Ｗ
Ｉ
Ｂ
を
取
る
か
ど
う
か
に
こ
だ
わ

り
、
迷
亭
が
Ⅱ
に
し
た
蛎
族
の
称
げ
に
態
度
を
変
え
る
彼
女
は
、
漱
而
が
雌
も
嫌
う
タ
イ
プ
で
あ
る
だ
け
に
川
雌
な
の
で
あ
る
。
寒
月

と
關
子
の
場
合
で
も
、
役
の
丹
斐
橋
で
、
は
る
か
川
上
か
ら
呼
び
掛
け
て
く
る
擶
ｒ
の
声
を
聞
い
て
隅
田
川
に
跳
び
込
ん
だ
の
は
い
い

が
、
気
が
つ
い
た
ら
橋
の
真
中
の
ほ
う
に
跳
び
下
り
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
寒
月
を
迂
闘
な
性
格
の
人
物
と
決
め
つ
け
る
の

は
困
難
な
の
に
反
し
て
、
富
子
の
ほ
う
は
、
金
旧
家
の
庭
先
に
入
り
込
ん
だ
術
が
屯
話
巾
の
彼
女
の
会
話
を
聞
く
場
而
で
、
権
柄
づ
く

の
我
儘
娘
で
あ
る
こ
と
が
分
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
笑
い
は
複
雑
で
、
二
重
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
苫
沙
弥
を
中
心
と
し
た
太
平
の
逸
民
が
明
治
の
現
実

を
笑
う
が
、
逆
に
そ
の
逸
民
を
猫
が
笑
う
と
い
う
ダ
ブ
ル
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
逸
民
が
金
川
一
家
の
悪
口
を
言
う
、
同
時
に

金
田
一
家
と
そ
の
取
り
巻
き
連
中
が
逸
民
の
経
済
的
貧
困
を
笑
う
、
と
い
う
具
合
に
作
者
の
眼
は
両
者
に
公
平
に
行
き
脇
い
て
い
る
。

Hosei University Repository



5３ 

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
ぶ
ふ
人
物
は
あ
る
点
ま
で
は
愛
す
べ
く
、
川
怖
を
表
す
べ
き
価
仙
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
巾
純
過
ぎ
て
締
験
が

乏
し
過
ぎ
て
、
現
今
の
様
な
複
雛
な
社
会
に
は
円
満
に
唯
存
し
に
く
い
人
だ
な
、
と
読
者
が
感
じ
て
合
点
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
作

者
の
人
生
観
が
読
者
に
徹
し
た
と
苫
ふ
て
よ
い
の
で
す
」

十
十
フ
ク
ク
ー

非
現
実
的
な
、
あ
る
意
味
で
は
観
念
的
な
性
格
で
あ
る
と
一
一
一
向
っ
て
い
る
わ
け
で
、
当
然
、
初
め
て
赴
任
し
た
四
国
松
山
の
中
学
で

衝
突
を
繰
り
返
す
。
し
か
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
起
こ
す
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
漱
石
自
身
が
長
い
教
員
生
活
の
間
に
体

験
し
、
違
和
感
に
悩
ま
さ
れ
、
嫌
悪
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
き
た
出
来
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
岐
初
の
出
勤
日
に
辞
令
を
渡
さ
れ
た

時
の
校
長
の
言
葉
、
教
室
で
の
生
徒
の
反
応
、
会
議
中
の
教
員
た
ち
の
態
度
、
監
視
さ
れ
て
い
る
日
常
生
活
、
寄
宿
舎
に
お
け
る
新
人

教
且
い
じ
め
な
ど
、
学
校
と
い
う
場
で
制
度
的
に
束
縛
さ
れ
て
い
た
漱
石
が
感
じ
て
い
た
に
逃
い
な
い
不
愉
快
な
思
い
を
具
象
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
明
治
国
家
Ｈ
水
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
漱
石
に
は
杵
蒙
家
的
な
使
命
感
が
あ
っ
て
、
理
想
と
す
る
道
義
的
社
会
に
向
か
つ

こ
れ
は
漱
石
が
自
己
を
机
対
的
に
認
識
し
、
批
判
的
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
想
像
〃
の
働
か
せ

か
、
心
の
操
作
は
小
説
家
と
し
て
の
〃
量
を
十
分
に
証
明
し
て
い
る
と
言
え
る
。
作
中
人
物
と
生
身
の
自
分
と
の
距
離
の
と
り
万
が
適

切
で
、
小
説
家
と
し
て
必
要
な
資
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

登
場
人
物
が
類
型
的
、
典
型
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
発
表
当
時
の
文
壇
状
況
か
ら
見
て
、
猫
を
語
り
手
に

し
た
こ
と
自
体
新
鮮
だ
っ
た
に
違
い
な
い
し
、
高
度
に
知
的
な
内
容
が
笑
い
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、

読
者
に
好
意
的
な
驚
き
で
迎
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
。

次
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
曲
が
っ
た
こ
と
が
嫌
い
で
、
卑
劣
な
言
行
に
は
怒
り
を
抑
え
ら
れ
な
い
、
山
情
篠
行
の
正
人
公
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
一
人
称
で
響
か
れ
た
小
説
で
あ
る
が
、
こ
の
一
本
気
な
正
誕
漢
は
江
戸
生
ま
れ
の
漱
石
に
生
得
伽
わ
っ
て
い
た
性
絡
で
、
そ
れ
を

誇
張
し
て
創
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
さ
に
分
身
で
あ
る
。
そ
の
分
身
が
ｆ
義
を
趾
く
こ
と
で
Ⅲ
Ⅲ
の
欺
臘
性
、
偽
灘
性
、
俗
恐
さ
が

つ
つ
き
Ⅲ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
倫
叫
的
観
念
を
託
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
だ
け
に
頗
刑
的
で
あ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
典
咽
を
作
る
た
め
の
そ
の
欠
点
は
作
行
水
人
も
１
分
に
彼
知
し
て
い
た
。
川
治
ミ
ー
几
年
に
発
衣
さ
れ
た
『
又
竿
淡
』
の
巾
で
こ

うしっ

研、つ
つりｕき
てｊｉ１ｌＩＩ
いをさ

る作れ
○っ一
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5４ 

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
山
風
と
組
ん
で
、
教
頭
の
赤
シ
ャ
ツ
や
画
学
の
野
だ
い
こ
た
ち
の
校
内
主
流
派
と
対
立
す
る
。
理
想
派
・
正
義
派
と

主
流
派
・
現
実
派
と
の
対
立
と
言
っ
て
も
よ
い
。
結
果
は
、
正
義
派
の
一
一
人
が
赤
シ
ャ
ツ
の
策
謀
に
引
っ
か
か
っ
て
学
校
を
辞
め
る
羽

目
に
追
い
込
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
最
後
に
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ
を
殴
る
こ
と
で
溜
飲
を
下
げ
は
し
た
も
の
の
、
そ
れ

ぞ
れ
故
郷
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
敗
北
を
味
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
実
派
の
ほ
う
は
教
頭
の
地
位
は
安
泰
だ
し
、
反
対
派
を
追

放
し
た
こ
と
で
校
内
権
力
を
固
め
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
漱
石
は
、
こ
の
作
品
で
正
義
派
は
俗
川
間
で
は
必
ず
敗
け
る
と
い
う
結
論
を
示
そ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
言
う
の
は
、

赤
シ
ャ
ツ
も
ま
た
漱
石
の
分
身
だ
か
ら
で
あ
る
。
入
学
川
の
文
学
士
は
赤
シ
ャ
ツ
ひ
と
り
、
こ
れ
は
松
山
中
学
で
の
漱
石
と
同
じ
で
あ

り
、
『
術
国
文
学
』
を
読
み
、
俳
句
を
ひ
ね
る
と
こ
ろ
も
同
じ
で
あ
る
。
赤
シ
ャ
ツ
は
漱
石
の
戯
画
で
あ
っ
て
、
内
な
る
現
実
性
を
造

型
化
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
俗
世
間
を
生
き
て
い
く
限
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
制
度
に
妥
協
し
、
手
を
汚
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
現
実
を
漱
石
は
苛
々
し
い
気
分
で
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
現
実
認
識
と
正
義
・
道
義
を
求
め
る
理
想
と
の
葛
藤
が
こ
の

作
品
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
漱
石
は
彼
の
内
部
に
お
け
る
正
義
と
現
実
と
の
対
立
、
二
重
性
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
実

生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
な
姿
を
示
す
か
を
描
出
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

分
身
は
ま
た
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
赤
シ
ャ
ツ
の
一
一
人
に
は
限
ら
な
い
。
ぺ
ら
ぺ
ら
と
「
…
…
で
げ
す
」
を
連
発
す
る
野
だ
い
こ
、
こ
の

薄
っ
ぺ
ら
な
江
戸
っ
子
は
漱
石
の
一
面
を
反
映
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
事
炎
、
彼
は
自
分
に
は
軽
薄
な
遊
び
好
き
の
と
こ
ろ
が
あ
る

と
語
っ
て
い
た
そ
う
だ
し
、
落
語
を
好
み
、
軽
口
や
冗
談
で
よ
く
他
人
を
か
ら
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
い
い
な
ず
け
に
裏
切
ら
れ
た
う

ら
な
り
、
こ
の
意
気
地
な
し
の
英
語
教
師
も
ま
た
、
漱
石
の
影
の
祁
分
を
体
現
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
女
性
に
対
し
て
臆
病
で
、
優

柔
不
断
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
漱
石
そ
の
人
の
性
格
で
あ
る
。

治
三
十
五
年
、
菅
眸

紙
が
残
っ
て
い
る
。

て
人
々
を
教
化
し
た
い
と
い
う
願
望
を
最
後
ま
で
抱
い
て
い
た
人
間
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
実
の
教
員
と
い
う
職
業
に
は
馴
染
め
ず
、

い
つ
も
辞
め
た
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。
文
章
で
身
を
立
て
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
教
師
な
ん
か
す
る
の
は
嫌
で
た
ま
ら
な
い
」
（
明

治
三
十
五
年
、
菅
虎
雄
あ
て
）
、
「
と
に
か
く
や
め
た
き
は
教
師
」
（
明
治
三
十
八
年
、
高
浜
漬
あ
て
）
な
ど
と
書
い
た
友
人
あ
て
の
手
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5５ 
も
う
ひ
と
り
の
項
要
人
物
で
あ
る
山
嵐
、
こ
の
東
洋
ふ
う
の
豪
傑
は
漱
石
の
分
身
で
は
な
い
が
、
理
想
の
男
性
像
で
あ
っ
て
、
彼
自

身
の
対
極
に
位
置
す
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
原
瑠
は
漱
石
が
敬
愛
し
て
い
た
友
人
の
管
虎
雄
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
禅
僧
の
よ
う
に

無
欲
で
、
栖
淡
と
し
た
性
格
の
背
を
髪
髭
と
さ
せ
る
人
物
は
こ
の
後
の
作
品
に
も
し
ば
し
ば
蚕
場
す
る
。

明
治
三
十
九
年
、
大
谷
正
信
あ
て
の
習
簡
で
漱
石
は
こ
う
趣
Ⅱ
い
て
い
る
。

「
山
嵐
の
如
き
は
小
学
の
み
な
ら
ず
高
等
学
校
に
も
大
学
に
も
居
ら
ぬ
覗
と
存
候
。
然
し
ノ
ダ
の
如
き
は
累
々
然
と
し
て
コ
ロ
ガ
リ

居
候
・
小
生
も
中
学
に
て
此
類
唖
を
一
《
二
目
撃
致
し
候
・
（
中
略
）
山
嵐
や
坊
ち
ゃ
ん
の
如
き
も
の
が
居
ら
ぬ
の
は
、
人
間
と
し
て
存

在
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
居
れ
ば
免
職
に
な
る
か
ら
居
ら
ぬ
訳
に
候
・
（
中
略
）
僕
は
教
育
者
と
し
て
適
任
と
兄
な
さ
る
、
狸
や
亦
シ
ャ

ツ
よ
り
も
不
適
任
な
る
山
風
や
坊
ち
ゃ
ん
を
愛
し
候
一

女
性
の
側
の
萌
要
人
物
マ
ド
ン
ナ
は
、
と
一
局
え
ば
、
他
人
の
噂
話
に
は
頻
繁
に
寄
場
す
る
も
の
の
生
身
の
姿
を
現
わ
す
の
は
た
っ
た

二
か
所
、
そ
れ
も
一
言
も
喋
ら
な
い
。
ほ
ん
の
少
し
Ⅲ
て
く
る
だ
け
の
噂
の
女
で
あ
っ
て
、
影
の
よ
う
な
、
存
在
感
の
薄
い
人
物
で
あ

る
。
一
か
所
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
温
泉
へ
行
こ
う
と
し
て
停
巾
場
で
汽
車
を
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
う
ら
な
り
が
来
る
ｃ
一
一
人
が
活
を
交

し
て
い
る
と
、
色
の
白
い
、
ハ
イ
カ
ラ
頭
の
背
の
高
い
美
人
と
、
川
Ｉ
爪
、
六
の
母
親
ら
し
い
女
性
が
連
れ
だ
っ
て
や
っ
て
来
た
。
そ

れ
が
マ
ド
ン
ナ
親
子
で
あ
っ
た
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
「
何
だ
か
水
晶
の
球
を
香
水
で
暖
め
て
、
て
の
ひ
ら
へ
握
っ
て
み
た
様
な
心
持
が
し

た
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
へ
赤
シ
ャ
ツ
も
現
わ
れ
、
同
じ
汽
車
で
温
泉
に
向
か
う
。
そ
の
夜
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
川
沿
い
の
道
を
散
歩

し
て
い
る
と
、
・
一
人
連
れ
の
男
女
が
同
じ
よ
う
に
散
歩
し
て
い
る
の
に
出
会
う
。
赤
シ
ャ
ツ
と
マ
ド
ン
ナ
で
あ
っ
た
。
一
一
か
所
Ｈ
で
あ

る
・
こ
こ
で
も
狼
狽
す
る
赤
シ
ャ
ツ
の
描
写
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
マ
ド
ン
ナ
の
様
子
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

漱
石
は
こ
の
小
説
で
は
マ
ド
ン
ナ
を
正
面
か
ら
描
く
つ
も
り
は
な
く
、
赤
シ
ャ
ツ
の
卑
劣
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
必
要
な
役
割
を
与

え
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
。
恋
愛
を
書
く
意
図
は
初
め
か
ら
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
、
ｆ
義
と
現
実
の
対
立
、

相
克
を
描
く
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
い
い
な
ず
け
が
い
な
が
ら
も
っ
と
羽
振
り
の
い
い
男
性
が
現
わ
れ
れ
ば
平

気
で
裏
切
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
、
そ
れ
が
女
性
だ
と
い
う
不
信
感
は
話
の
奥
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
ｃ

『
草
枕
」
は
画
工
「
余
」
の
一
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
作
胎
で
、
一
余
」
は
明
ら
か
に
作
者
漱
石
の
分
身
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
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5６ 
伽
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
「
余
」
の
抱
い
て
い
る
芸
術
観
を
め
ぐ
る
思
念
で
あ
っ
て
、
「
余
」
は

作
者
の
代
弁
者
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
漱
石
が
直
接
、
読
者
に
語
り
掛
け
る
形
で
観
念
が
表
現
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

冒
頭
か
ら
漱
石
は
、
と
か
く
に
住
み
に
く
い
人
の
世
を
住
み
や
す
く
す
る
の
が
芸
術
で
あ
る
、
と
説
き
、
以
下
、
そ
の
芸
術
を
創
造

す
る
芸
術
家
の
立
場
を
「
非
人
情
の
境
地
」
と
名
づ
け
て
思
念
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
非
人
情
の
境
地
」
と
は
芸
術
観
と
人

生
観
と
が
結
合
し
た
所
に
生
ま
れ
た
観
念
で
あ
っ
て
、
正
岡
子
規
か
ら
高
浜
虚
子
へ
と
受
け
継
が
れ
た
写
生
説
の
影
響
を
強
く
受
け
て

い
る
。
｜
涙
を
Ⅳ
字
に
ま
と
め
た
時
に
は
苦
し
み
の
涙
は
自
分
か
ら
遊
離
し
て
、
お
れ
は
泣
く
躯
の
出
来
る
男
だ
と
い
ふ
嬢
し
さ
だ
け

の
自
分
に
な
る
」
と
芸
術
の
作
用
に
つ
い
て
「
余
」
は
考
え
る
。
人
生
の
喜
怒
哀
楽
を
遠
く
か
ら
眺
め
る
境
地
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て

自
己
を
無
化
し
、
苦
悩
を
捨
象
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
余
り
に
も
人
怖
に
捉
わ
れ
過
ぎ
て
き
た
。
実
生
活
に
傷
つ
き
過

ぎ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
そ
ん
な
苫
悩
を
速
く
か
ら
再
観
的
に
眺
め
る
芸
術
家
の
立
場
に
血
っ
て
、
化
身
の
日
分
か
ら
切
り
離
そ
う
、

そ
れ
が
自
己
救
済
に
つ
な
が
る
。
後
に
「
即
犬
去
私
」
に
発
股
し
て
い
く
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
漱
石
の
独
血
心
叫
一
両
、
作
家
と
し
て
肱
っ

て
い
こ
う
と
す
る
決
迩
衣
川
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

｜
，
企
」
の
「
非
人
怡
の
境
地
」
と
対
柧
に
あ
る
の
が
奈
芙
さ
ん
の
Ⅲ
界
で
あ
る
。
奈
美
さ
ん
は
人
怖
の
Ⅲ
界
で
川
吟
し
て
い
る
。
身

を
投
げ
て
水
に
浮
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
絵
に
か
い
て
卜
さ
い
、
と
一
‐
余
」
に
噸
ん
だ
り
す
る
。
「
余
」
は
そ
れ
を
断
る
の
だ
が
、
し
か

し
岐
後
に
、
満
州
へ
旅
立
つ
北
の
火
を
叩
窓
に
発
見
し
た
時
、
奈
美
さ
ん
の
顔
に
「
憐
れ
」
が
浮
か
ん
だ
の
を
凡
て
、
「
そ
れ
だ
／

そ
れ
だ
／
そ
れ
が
出
れ
ば
脚
に
な
り
ま
す
よ
」
と
言
っ
た
。
「
余
が
胸
中
の
画
而
は
こ
の
咄
嵯
の
際
に
成
就
し
た
の
で
あ
る
」
こ
れ

が
結
語
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
最
後
の
場
面
、
一
‐
憐
れ
」
が
出
れ
ば
画
而
が
完
成
す
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

よ
く
分
ら
な
い
。
奈
美
さ
ん
が
瞬
間
的
に
自
己
か
ら
遊
離
し
て
、
「
非
人
情
の
境
地
」
に
飛
曜
し
た
、
と
い
う
寓
意
な
の
だ
ろ
う
か
・

漱
石
の
「
非
人
情
の
境
地
」
に
は
揺
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
終
生
、
こ
の
境
地
を
保
ち
得
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ

た
。
一
「
非
人
情
の
境
地
」
を
理
想
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
敢
て
踏
み
破
っ
て
人
情
に
深

入
り
す
る
こ
と
も
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
写
生
に
徹
し
た
高
浜
虚
子
の
小
説
と
は
違
う
、
漱
石
の
作
品
の
特
徴
が
あ
り
、
魅
力
も
あ
つ

（
Ｉ
）
 

た
。
小
島
信
夫
は
そ
の
点
に
触
れ
て
四
面
波
講
座
『
文
学
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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Ｐ戸

Ｏイ
「
漱
灯
は
〃
化
又
と
は
、
た
だ
の
が
服
一
般
で
は
な
く
て
、
人
收
を
大
人
の
眼
で
眺
め
て
い
る
、
餅
怒
哀
楽
を
つ
ま
り
ず
っ
と
跳
離

を
お
い
て
、
見
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
俳
味
、
ユ
ー
モ
ア
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
読
ん
で
快
よ
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
人
肌
の
再
怒

哀
楽
へ
近
づ
い
て
も
っ
と
つ
き
合
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
漱
石
の
意
見
で
あ
る
」
「
漱
桐
は
遠
く
か
ら
距
離
を
お

い
て
見
る
、
と
い
う
物
の
見
方
と
い
う
こ
と
に
満
足
し
な
か
っ
た
」
「
漱
石
は
生
臭
い
人
間
に
眼
を
つ
き
つ
け
、
そ
の
う
ち
ｎ
分
の
中

に
も
眼
を
む
け
る
よ
う
な
小
説
を
昔
き
は
じ
め
ま
し
た
ｃ
近
よ
れ
ば
男
も
女
も
何
と
し
て
も
生
臭
い
も
の
で
す
。
と
い
っ
て
汚
な
ら
し

い
こ
と
や
醜
い
も
の
や
過
か
さ
を
と
り
立
て
て
苔
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
心
の
問
題
で
す
」

漱
而
は
次
第
に
分
身
と
い
う
形
で
ｎ
Ｊ
を
災
現
す
る
こ
と
に
飽
き
足
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
自
己
を
観
念
的
に
外
側
か
ら
捉
え
る
こ

と
に
満
足
で
き
な
く
な
り
、
凹
邑
の
内
伽
に
蹄
み
込
ん
で
、
混
沌
と
し
た
人
間
の
愉
念
の
Ⅲ
界
を
拙
く
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

『
野
分
』
で
は
ま
だ
そ
の
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
瓶
人
公
ｎ
丼
道
山
は
漱
石
が
望
ん
で
い
た
剛
想
的
な
生
き
〃
を
体
現

し
た
人
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
情
と
思
想
を
誇
張
し
た
形
で
造
型
し
た
分
身
で
あ
る
。
入
学
卒
業
後
、
地
方
の
中
学
を
一
一
か
所
渡
り
歩

い
た
末
、
ど
こ
で
も
他
人
と
衝
突
し
て
七
年
後
に
来
京
に
戻
っ
て
き
た
、
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
世
の
中
に
容
れ
ら
れ
な
い

性
格
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
や
山
風
と
同
じ
で
、
漱
石
自
身
の
、
己
認
識
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
道
山
が
江
湖
雑

ト
ャ
う
ク
ク
ー

誌
の
紀
背
と
い
う
収
入
も
な
く
、
不
安
定
な
職
業
に
就
く
の
も
、
漱
行
の
俺
れ
の
職
業
を
投
疋
し
て
い
る
わ
け
で
、
洲
然
、
細
消
は
抵
且

め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
一
厩
の
紙
肚
災
験
の
よ
う
な
も
の
で
、
も
し
、
呪
火
に
そ
う
い
う
職
業
を
選
択
し
た
ら
ど
う
な
る

か
、
変
の
反
応
は
ど
う
か
、
を
觜
え
て
、
そ
れ
に
対
す
る
弁
明
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
た
よ
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
作
品
で
も
漱
石
は
人
間
と
し
て
の
道
山
の
内
川
を
掘
り
下
げ
て
描
写
す
る
こ
と
よ
り
も
、
、
己
の
思
想
表
現
、
特
に
金
銭
や
椛

力
に
傲
る
人
間
た
ち
に
対
す
る
批
判
、
攻
撃
を
急
い
で
い
る
印
象
が
強
い
。
最
後
も
、
清
輝
館
で
の
演
説
会
の
場
面
を
出
し
て
、
「
現

代
の
青
年
に
告
ぐ
」
と
い
う
演
説
の
内
容
を
ま
る
で
論
文
の
よ
う
に
長
々
と
書
く
こ
と
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
熱
っ
ぽ
く

諮
り
掛
け
る
そ
の
Ⅱ
調
に
は
、
稗
豪
家
漱
石
の
使
命
感
と
情
熱
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。

現
代
の
庁
年
の
代
衣
と
し
て
教
え
ｒ
の
高
柳
芯
が
職
場
し
て
く
る
。
あ
る
い
は
思
想
に
砿
と
い
う
こ
と
を
脅
え
た
の
か
も
知
れ
な
い

し
、
盗
雌
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
漱
旧
の
金
銭
観
を
具
体
的
な
形
で
小
そ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
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5８ 
効
果
的
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
や
は
り
観
念
が
余
り
に
強
く
噴
き
出
し
て
き
て
、
そ
れ
を
抑
え
ら
れ
ず
、
小
説
全
体
に

配
慮
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ス
ー
ー
ー
ー

念
願
の
職
業
作
家
と
し
て
自
立
し
た
最
初
の
作
品
『
虞
美
人
草
』
は
、
場
面
場
面
が
が
ら
り
が
ら
り
と
変
わ
る
形
で
物
語
が
進
行

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

す
る
劇
的
な
小
説
で
あ
る
。
そ
の
た
め
も
あ
る
の
か
、
人
物
設
定
は
か
な
り
類
型
的
で
あ
り
、
観
念
的
で
あ
る
。
小
野
清
一
二
は
漱
石

の
現
実
的
、
生
活
的
側
面
を
託
さ
れ
た
分
身
で
あ
り
、
孤
児
の
身
の
上
で
鵬
齪
と
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
な
ど
境
遇
が
似
て
い
る
・

対
す
る
甲
野
欣
吾
、
親
譲
り
の
財
産
で
職
に
も
つ
か
ず
に
優
雅
な
思
索
生
活
を
続
け
て
い
る
こ
の
人
物
は
、
漱
石
の
理
想
的
、
観
念
的

側
面
を
託
さ
れ
た
分
身
で
あ
る
。
金
銭
に
対
す
る
否
定
的
な
観
念
か
ら
財
産
を
妹
の
藤
尾
に
譲
っ
て
本
来
の
無
一
物
か
ら
出
直
そ
う
と

決
心
す
る
欣
吾
は
、
漱
石
の
倫
理
観
を
体
現
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
、
友
人
宗
近
一
の
妹
糸
子
に
対
し
て
結
婚
不
信
を
川
に
し

て
落
胆
さ
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
な
ど
、
漱
石
の
女
性
観
を
も
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
欣
吾
の
境
遇
を
貧
し
い
清
一
一
一
は
羨
望

し
て
、
自
分
が
彼
の
立
場
な
ら
も
っ
と
社
会
に
有
益
な
仕
事
が
で
き
る
の
に
、
と
思
い
、
藤
尾
と
の
結
婚
を
望
む
の
で
あ
る
。

清
》
一
一
と
欣
吾
の
一
・
人
は
清
二
の
結
婚
問
題
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
。
分
身
同
士
の
対
立
は
当
然
、
作
者
漱
石
内
部
の
矛
盾
・
相
鬼
、

現
火
と
理
想
の
衝
突
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
、
漱
石
は
道
義
を
優
先
さ
せ
、
滴
一
一
に
藤
尾
と
の
結
婚
を
翻
意
さ
せ
て
恩
義
あ
る
孤
堂
先

生
の
娘
小
夜
子
と
の
結
婚
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
尾
を
自
殺
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
。
理
想
が
現
実
に
勝
っ
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
現
代
の
常
識
で
考
え
て
み
る
と
、
昔
、
世
話
を
し
た
事
実
を
楯
に
し
て
、
娘
と
の
結
婚
を
強
要
す
る
の
は
少
し
剛
不

尽
で
は
な
い
か
。
ご
り
押
し
、
自
己
中
心
的
な
も
の
と
し
て
否
定
的
に
受
け
取
る
人
の
ほ
う
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
小
夜
子
も
存
在

感
が
薄
い
女
性
で
、
清
三
と
の
間
に
恋
愛
関
係
が
あ
っ
た
、
心
の
交
流
が
あ
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、
発
表
淵
時
で

も
、
違
和
感
を
抱
い
た
人
は
い
た
は
ず
で
あ
る
ｃ
漱
石
の
道
義
的
裁
断
は
や
は
り
勧
善
懲
悪
小
説
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
、
強

引
な
結
末
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

漱
石
は
新
時
代
の
象
徴
と
し
て
、
先
端
を
行
く
ハ
イ
カ
ラ
娘
の
藤
尾
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
藤
尾
を
裁
く
こ
と
は
即

ち
新
時
代
を
蛾
断
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
漱
石
は
設
定
の
段
階
か
ら
新
時
代
へ
の
批
判
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
藤
尾
を
イ
ヤ
な
女
、

生
意
気
な
女
と
し
て
人
間
像
を
創
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
彼
女
の
生
意
気
な
言
動
が
逆
に
魅
力
的
な
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ト
ャ
ラ
リ
タ

性
格
と
し
て
読
者
の
心
を
惹
き
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
鮮
な
印
象
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
藤
尾
の
人
間

像
は
二
葉
亭
凹
迷
の
『
浮
雲
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
お
勢
と
似
て
い
る
。
二
葉
亭
も
ま
た
、
お
勢
を
浮
雲
の
よ
う
に
ど
こ
へ
行
く
か
も
分
ら
な

い
、
ふ
わ
ふ
わ
と
不
安
定
な
、
新
時
代
の
象
徴
と
し
て
柵
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
の
内
海
又
三
を
し
て
お
勢
に
悔

ス
ー
ト
リ
・
‐

い
改
め
さ
せ
、
そ
の
魂
を
救
済
さ
せ
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
る
が
、
物
語
展
開
上
、
無
理
が
あ
っ
て
、
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
。
旧
時
代
の
論
理
で
新
時
代
の
風
潮
、
思
想
を
裁
こ
う
と
し
た
点
で
、
明
治
を
代
表
す
る
「
人
の
作
家
に
は
共
通
点
が
あ
っ
た
の
で

←
の
う
○
○

巾
期
に
入
る
と
、
三
部
作
の
第
一
作
『
三
四
郎
』
に
お
い
て
も
、
分
身
の
技
法
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
広
田
先
生
、
二
四
郎
、
野
々

宮
家
八
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
漱
石
の
一
面
を
託
さ
れ
て
鞍
場
し
て
く
る
。
広
田
先
生
は
成
熟
し
た
四
十
代
の
漱
石
を
、
対
照
的
に
若
き

・
ワ
〆
乎

日
の
初
心
な
漱
石
を
託
さ
れ
て
い
る
の
が
一
一
四
郎
と
、
年
齢
の
違
う
、
己
を
表
出
し
て
い
る
し
、
広
川
先
生
の
教
え
子
で
あ
る
宗
八
は
、

小
咽
の
広
田
先
生
で
、
厳
し
い
文
明
批
評
や
女
性
批
判
を
展
開
す
る
先
生
の
意
見
を
補
足
す
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
広
川

先
生
と
宗
八
は
作
者
の
代
弁
者
の
よ
う
な
存
在
で
、
か
な
り
類
型
的
な
人
物
像
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
京
八
の
美
禰
了
に
対
す
る
暖
昧

式
ト
レ
イ
・
プ
ー
．
７

な
態
度
な
ど
、
漱
石
の
女
性
観
そ
の
も
の
の
体
現
で
あ
る
。
美
禰
子
は
そ
の
た
め
に
悩
み
、
迷
羊
な
ど
と
咳
く
一
」
と
に
な
る
。
広

Ⅲ
先
生
や
宗
八
と
比
較
す
れ
ば
、
三
四
郎
と
友
人
の
与
次
郎
は
細
部
が
描
か
れ
て
い
て
、
人
間
像
と
し
て
は
類
型
を
脱
し
て
い
る
も
の

の
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
内
而
の
表
出
は
１
分
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
作
者
漱
石
と
の
距
離
は
密
着
度
が
濃
い
と
は
一
一
一
ｍ
え
な
い
。

美
禰
子
は
明
ら
か
に
藤
尾
の
系
統
に
属
す
る
女
性
で
あ
る
。
新
時
代
の
先
端
を
行
く
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
漱
石
は
彼
女
を

了
〃
っ
・
ゾ
シ
ア
ス
・
と
が
ク
リ
ノ
ト

「
無
意
識
の
偽
善
者
」
と
し
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
コ
ヶ
ッ
ト
リ
ー
を
備
え
た
官
能
的
な
女
性
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
自
然
庁
』
男
性

を
撞
き
寄
せ
て
し
ま
う
言
動
を
と
る
女
性
で
、
男
性
に
は
そ
れ
が
不
可
解
に
見
え
る
。
そ
の
不
可
解
性
に
三
川
郎
は
魅
せ
ら
れ
、
悩
ま

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
田
光
牛
や
宗
八
、
与
次
郎
は
美
禰
ｆ
を
批
判
す
る
。
そ
れ
は
即
ち
作
者
漱
石
の
新
時
代
に
対
す
る
批

判
で
あ
っ
て
、
美
嫡
子
の
不
可
解
性
は
意
図
的
に
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
美
禰
了
と
比
較
す
れ
ば
、
美
磯
子
の
友
人
で
あ
る
宗
八
の
妹
よ
し
子
、
こ
ち
ら
は
電
気
が
ピ
リ
ッ
と
走
り
そ
う
な
鋭
い
才
気
を
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6０ 
兇
せ
る
美
禰
子
と
は
違
っ
て
、
お
お
ら
か
な
、
包
容
力
の
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
母
性
を
感
じ
さ
せ
る
女
性
で
、
一
一
阿
郎

は
子
供
扱
い
さ
れ
な
が
ら
も
少
し
も
自
尊
心
は
傷
つ
い
て
い
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
漱
石
の
好
み
の
タ
イ
プ
で
あ
る
し
、
い
か
に
も

自
然
体
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
よ
し
子
は
主
役
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
張
役
は
あ
く
ま
で
も
美
禰
子
な
の
で
あ
る
。

次
の
『
そ
れ
か
ら
』
は
人
物
の
造
型
の
点
で
一
つ
の
転
機
と
な
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
か
な
り
観
念
性
が
強
く
、
理
屈
っ
ぽ
い
会

犬
ト
ー
リ
ー

誌
が
長
々
と
交
さ
れ
た
り
、
行
動
の
原
理
が
論
理
的
に
記
述
さ
れ
た
り
と
、
□
己
本
位
の
思
想
が
物
語
の
巾
、
心
を
貫
い
て
い
る
小
説

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
自
己
を
何
人
か
の
分
身
に
分
け
て
人
物
を
設
定
し
、
そ
の
た
め
に
類
咽
的
に
な
る
傾
向
が
こ
の
作
品
か
ら
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
代
助
と
平
岡
、
こ
の
二
人
の
設
定
に
し
て
も
、
代
助
は
資
産
家
の
父
親
か
ら
の
仕
送
り
で
、
下

女
と
書
生
を
雁
っ
て
岻
職
で
募
ら
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
平
岡
は
銀
行
員
と
し
て
、
新
聞
記
者
と
し
て
生
計
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
対
比
は
『
虞
美
人
草
』
に
お
け
る
叩
野
欣
吾
と
小
野
滴
．
一
・
の
対
比
と
似
て
い
る
が
、
『
虞
笈
人
疏
』
の
一
・
人
ほ
ど
頬
咽
的

へ⑩，』一一

で
は
な
く
、
き
わ
め
て
自
然
な
、
現
実
的
な
人
間
像
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
柵
か
れ
て
い
る
。
Ｅ
・
皿
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が

ソ
］
丁
ソ
ト
・
ト
ザ
う
ク
ザ
ー
ア
ヤ
ン
ド
・
Ｉ
少
‐
》
ア
ク
タ
ー

述
べ
て
い
る
平
伽
的
人
物
か
ら
立
体
的
人
物
に
岻
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
家
と
し
て
の
成
熟
を
至
小
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

エ
ト
ー
リ
ー

物
譜
の
股
附
も
脚
然
で
、
代
助
か
ら
典
へ
の
愛
を
小
川
ｎ
さ
れ
た
後
、
代
助
の
父
親
あ
て
に
下
紙
を
送
り
つ
け
る
と
い
う
平
岡
の
（
汀
為

な
ど
も
結
末
に
至
る
経
過
と
し
て
述
和
は
感
じ
な
い
。

三
千
代
を
め
ぐ
る
代
助
と
平
岡
と
の
脈
執
の
ほ
か
に
、
小
説
の
蔽
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
世
代
間
の
柑
述
・
対
立
が

あ
る
。
父
は
維
新
戦
争
に
参
加
し
た
絲
験
の
あ
る
男
で
、
維
新
前
、
兄
と
二
人
で
乱
暴
者
の
蒋
十
と
争
っ
て
斬
殺
し
、
切
腹
す
べ
き
と

―
―
し
ロ
ア
ド
ミ
う
Ｉ

こ
ろ
を
助
け
ら
れ
た
。
が
、
三
年
後
、
兄
は
京
部
で
浪
士
に
殺
さ
れ
た
。
三
十
に
な
る
か
な
ら
な
い
の
に
す
で
に
『
一
一
一
へ
」
（
｜
ヨ
ー
『
伸
一
『
一
の

域
に
達
し
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
る
代
助
は
、
父
の
そ
う
い
う
話
を
聞
く
と
、
勇
ま
し
い
と
い
う
気
持
よ
り
ま
ず
こ
わ
い
ほ
う
が
先

に
立
つ
。
明
ら
か
に
代
助
は
明
治
二
代
目
で
あ
る
。
維
新
後
、
役
人
に
な
り
、
そ
の
後
実
業
界
に
人
っ
て
成
功
し
、
今
は
若
い
妾
を
持
っ

て
い
る
父
は
、
明
治
国
家
を
作
っ
た
一
代
目
に
属
す
る
。
父
は
代
助
の
生
き
方
が
よ
く
理
解
で
き
ず
、
簸
後
は
絶
交
す
る
に
至
る
ｃ
息

子
は
父
か
ら
の
仕
送
り
を
受
け
な
が
ら
も
批
判
し
て
や
ま
な
い
。
永
井
荷
風
の
父
と
子
の
関
係
に
似
て
い
る
が
、
漱
石
は
『
そ
れ
か
ら
」

の
中
で
父
と
子
の
対
立
を
通
し
て
何
を
訴
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
世
代
的
に
は
こ
の
二
人
の
中
間
層
に
位
置
す
る
漱
石
は
一
一
人
の
意
見
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6１ 
を
理
解
で
き
る
立
場
に
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
全
体
の
印
象
と
し
て
は
漱
石
は
代
助
の
側
に
血
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

一
〃
、
…
千
代
の
人
物
像
は
ど
う
か
。
代
助
か
ら
愛
の
併
向
を
受
け
た
時
、
彼
女
は
「
仕
様
が
な
い
、
覚
悟
を
極
め
ま
せ
う
」
と
溶

え
、
代
助
は
背
中
か
ら
水
を
か
ぶ
っ
た
よ
う
に
塵
え
る
。
そ
の
後
、
会
っ
た
場
面
で
は
「
死
ね
と
お
っ
し
ゃ
れ
ば
死
ぬ
わ
」
と
白
っ
て
、

代
助
を
再
び
ぞ
っ
と
さ
せ
る
。
極
限
の
場
に
立
た
さ
れ
た
時
の
三
千
代
の
勁
さ
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の

二
千
代
は
病
身
の
た
め
か
自
ら
の
意
思
を
は
っ
き
り
と
は
示
さ
な
い
、
温
和
し
い
性
格
の
女
性
に
見
え
る
。
影
の
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と

し
て
い
て
、
痂
々
し
ぐ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
藤
尾
や
美
嫡
子
の
よ
う
な
新
時
代
の
象
徴
で
は
な
く
、
む
し
ろ
受
身
だ
が
、
芯
の
強
い
、

し
》
叩
Ｉ
ン

Ⅲ
時
代
の
女
性
と
し
て
柵
か
れ
て
い
る
気
が
す
る
。
漱
而
は
一
）
の
小
説
か
ら
女
花
人
公
を
新
時
代
の
象
徴
と
し
て
縦
場
さ
せ
る
か
法
を

と
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
千
代
と
比
較
す
れ
ば
、
娘
の
ほ
う
が
は
る
か
に
光
輝
い
て
い
て
、
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
で
像
を
結
ぶ
Ｃ
お
お
ら
か
で
、
包
容
力
が
あ
っ

て
、
話
の
分
る
女
性
。
代
助
な
ら
ず
と
も
Ｍ
え
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
江
藤
淳
が
若
き
日
の
漱
灯
と
の
間
に
不
倫
の
関
係
が
あ
っ
た
と

（
か
β
）

仮
説
を
た
て
た
峻
奄
肚
の
Ⅲ
影
が
背
後
に
は
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

中
期
三
部
作
の
段
後
『
門
』
は
い
ぶ
し
銀
の
よ
う
な
渋
い
色
調
の
文
体
で
普
か
れ
て
お
り
、
湫
石
の
文
学
に
常
に
批
判
的
で
あ
っ
た

自
然
主
義
派
の
作
家
正
宗
白
鳥
も
評
価
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
陽
の
射
さ
な
い
崖
下
の
借
家
に
住
む
宗
助
、
お
米
夫
婦
の
関
係
は
こ
と

に
よ
る
と
漱
石
の
夢
み
た
理
想
の
夫
婦
の
あ
り
方
を
揃
い
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
は
従
順
で
優
し
く
、
Ⅲ
間
か
ら
隠
れ
る
よ

う
に
し
て
ひ
っ
そ
り
と
藤
ら
す
。
そ
う
い
う
川
常
を
漱
而
は
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
、
然
の
情
念
に
導
か
れ
て
結
ば
れ

た
一
人
、
そ
れ
が
肚
間
の
徒
に
背
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
夫
婦
に
と
っ
て
は
か
け
が
い
の
な
い
貞
災
で
あ
る
。
『
そ
れ
か
ら
』

で
提
示
さ
れ
た
自
然
の
論
理
を
男
女
関
係
に
お
い
て
具
現
化
し
た
姿
で
あ
る
。
作
者
漱
石
の
こ
の
大
婦
に
注
ぐ
眼
差
は
慈
愛
に
柵
ち
た

も
の
で
、
『
行
人
』
や
『
明
暗
」
と
は
大
分
違
う
ｃ
し
か
し
、
｜
ま
た
じ
き
冬
に
な
る
よ
」
と
い
う
宗
助
の
言
葉
で
小
説
を
結
ん
で
い
る

漱
府
は
、
棚
対
的
な
視
点
に
Ⅸ
っ
て
い
た
わ
け
で
、
慈
愛
に
満
ち
た
眼
雄
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
晩
年
の
「
即
犬
去
私
」

の
思
想
に
苑
股
し
て
い
く
視
線
と
一
や
。
Ⅱ
っ
て
も
よ
い
が
、
一
疋
の
跳
離
を
冷
臓
に
保
っ
て
い
る
『
川
附
』
の
視
線
よ
り
あ
る
い
は
「
即
犬

去
私
」
の
思
想
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
。
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6２ 

千
代
子
は
謎
め
い
た
女
性
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
は
短
編
を
つ
な
げ
て
一
つ
の
長
編
に
す
る
連
鎖
体
小
説
の
技
法
に
よ
る
影

響
も
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
千
代
子
の
人
間
像
は
須
永
の
態
度
を
激
し
く
攻
喋
す
る
場
面
に
至
っ
て
初
め
て
強
い
性
格
の
持
ち
主
で
あ

る
こ
と
が
分
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
温
和
な
普
通
の
お
嬢
さ
ま
で
し
か
な
い
。
漱
石
は
し
か
し
、
須
永
と
の
争
い
の
後
、
千
代
子
が
ど

う
な
っ
て
い
く
の
か
、
暗
示
す
ら
せ
ず
、
放
置
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
旅
に
出
た
須
永
の
そ
の
後
は
松
本
あ
て
の
手
紙
で
は
っ
き
り

表
現
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
千
代
子
は
あ
く
ま
で
も
須
永
の
人
間
像
を
描
出
す
る
の
に
必
要
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。

現
し
た
人
物
で
あ
る
。

お
米
を
間
に
挟
ん
だ
宗
助
と
安
井
と
の
対
立
は
、
『
そ
れ
か
ら
」
の
三
千
代
を
中
に
し
た
代
助
と
平
岡
と
の
対
立
と
構
図
は
同
じ
で

あ
る
。
両
作
品
の
連
続
性
を
示
す
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
が
、
同
時
に
友
人
関
係
が
漱
石
の
作
品
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
こ
と
が

分
る
。
若
者
を
餐
場
さ
せ
る
の
も
同
じ
で
、
こ
こ
で
は
弟
の
小
六
で
あ
る
。
お
米
は
ど
う
か
、
温
和
な
感
じ
の
女
性
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど

千
キ
ラ
ク
ク
Ｉ

生
々
し
い
印
象
を
与
え
る
性
格
で
は
な
い
。
そ
の
点
、
一
二
千
代
と
似
て
い
る
。
『
行
人
』
の
お
直
や
『
明
暗
」
の
お
延
の
ほ
う
が
は

叩
了
Ⅲ
一
丁
１

る
か
に
現
実
感
が
あ
っ
て
、
生
々
し
い
女
く
さ
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

後
期
三
部
作
の
最
初
の
作
品
「
彼
岸
過
迄
』
は
第
二
章
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
重
要
な
転
機
を
な
す
作
品
で
あ
る
。
『
門
』
の
相

対
的
な
視
線
、
距
離
の
と
り
方
で
は
満
足
で
き
ず
、
「
彼
岸
過
迄
」
で
は
一
挙
に
距
離
を
縮
め
て
、
須
永
の
内
面
に
踏
み
込
ん
で
い
く

の
で
あ
る
。
修
善
寺
大
患
で
死
を
意
識
し
た
経
験
が
漱
石
を
衝
き
動
か
し
た
の
に
違
い
な
い
。

高
木
を
め
ぐ
っ
て
千
代
子
か
ら
そ
の
態
度
を
批
判
さ
れ
た
、
と
言
う
よ
り
鰯
倒
さ
れ
た
須
永
は
、
結
局
、
旅
に
出
て
、
「
考
え
ず
に

観
る
」
と
い
う
観
念
的
解
決
に
触
る
意
思
を
示
す
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
女
性
に
対
し
て
優
柔
不
断
な
須
永
の
内
面
が
細
密
に
拙
写

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
身
の
漱
石
の
心
の
現
実
が
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
一
人
の
登
場
人
物
に
よ
っ

て
漱
石
の
全
人
格
が
ま
る
ご
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
弧
水
に
よ
っ
て
初
め
て
分
身
で
は
な
い
粂
身
が
揃
出
さ
れ
た

と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
も
漱
石
は
別
に
分
身
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
須
永
と
Ｔ
代
子
の
よ
き
理
解
者
で
あ
る
叔
父
の
松
本

が
そ
れ
で
、
子
だ
く
さ
ん
で
貧
し
い
け
れ
ど
も
自
由
に
暮
ら
し
て
い
る
文
筆
業
の
男
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
淑
灯
の
理
想
の
北
き
か
を
体
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6３ 
次
の
作
品
『
行
人
」
も
、
須
永
の
後
身
と
も
言
え
る
一
郎
が
友
人
の
Ｈ
さ
ん
と
一
緒
に
旅
に
出
て
、
観
念
的
な
救
済
を
求
め
る
と
い

う
形
で
結
氷
を
迎
え
る
。
一
方
、
千
代
子
の
後
身
お
直
の
ほ
う
は
夫
婦
の
溝
が
埋
ま
ら
な
い
こ
と
に
悩
み
な
が
ら
、
義
弟
の
．
一
郎
に
訴

９
泊
）
Ｔ

え
た
よ
う
に
一
立
枯
に
な
る
迄
凝
と
し
て
ゐ
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
状
態
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
郎
は
彼
の
全

作
品
の
巾
で
も
一
番
漱
石
に
近
い
人
物
で
、
ほ
ぼ
等
身
大
の
漱
石
と
言
っ
て
い
い
。
お
直
と
の
関
係
に
し
て
も
、
漱
石
が
自
分
の
夫
婦

生
活
の
中
で
感
じ
と
っ
て
い
た
心
理
を
拡
大
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
唯
一
の
自
伝
的
小
説
『
道
草
」
に
描
か
れ
て
い
る
夫

婦
よ
り
も
生
々
し
く
、
内
面
的
に
も
距
離
が
近
い
か
も
知
れ
な
い
。
作
者
と
し
て
お
直
に
対
す
る
配
慮
が
十
分
で
な
い
印
象
を
与
え
る

の
も
、
あ
る
い
は
現
実
の
漱
石
の
妻
に
対
す
る
心
配
り
の
程
度
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

後
期
三
部
作
は
と
も
に
基
本
的
構
図
が
よ
く
似
て
い
て
、
三
作
と
も
語
り
手
で
も
あ
り
、
狂
言
回
し
で
も
あ
る
人
物
が
登
場
し
て
い

る
。
『
彼
岸
過
迄
』
で
は
敬
太
郎
、
「
行
人
』
で
は
二
郎
、
『
こ
こ
ろ
』
で
は
「
私
」
が
そ
れ
だ
が
、
気
人
に
は
辻
〈
通
性
が
あ
っ
て
、
ノ
ー

マ
ル
な
常
識
人
と
し
て
巾
心
人
物
の
人
間
像
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
役
割
を
祖
っ
て
い
る
。

『
こ
こ
ろ
』
の
先
生
は
『
門
』
の
宗
助
の
後
身
の
よ
う
な
人
物
で
、
と
も
に
過
去
の
罪
を
背
負
っ
て
幾
場
す
る
。
光
唯
は
下
宿
の
お

嬢
さ
ん
を
親
友
の
Ｋ
と
奪
い
合
う
形
に
な
り
、
結
局
、
Ｋ
を
出
し
抜
い
て
自
殺
さ
せ
て
し
ま
う
。
先
生
は
そ
の
三
角
関
係
の
結
果
を
引

き
ず
っ
て
悩
み
つ
づ
け
、
明
治
の
終
焉
と
と
も
に
入
水
す
る
。
恋
の
勝
利
者
で
あ
る
が
、
倫
剛
上
の
敗
北
者
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し

イ
ャ
ラ
ク
タ
ー

か
し
、
人
物
像
と
し
て
は
む
し
ろ
Ｋ
の
ほ
う
が
性
格
に
特
徴
が
あ
り
、
輪
廓
が
明
確
で
あ
る
。
先
生
の
印
象
は
ど
一
」
か
暖
昧
で
、
稀

か
し
、
人
吟

薄
で
あ
る
。

先
生
ば
か
り
で
な
く
、
奥
さ
ん
の
人
間
像
も
余
り
は
っ
き
り
せ
ず
、
十
分
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
Ｋ
が
自
殺
し
た

理
由
に
つ
い
て
奥
さ
ん
は
「
何
故
そ
の
方
が
死
ん
だ
の
か
、
私
に
は
解
ら
な
い
の
」
と
「
私
」
に
告
げ
る
。
夫
鳶
榊
山
的
に
な
っ
て
い
っ

た
即
曲
も
分
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
嘘
を
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
当
に
そ
う
信
じ
て
い
る
ら
し
い
。
迂
闇
な
話
で
あ
る
Ｃ

Ｉ
Ｔ
Ｉ
．
『
・
そ

こ
の
奥
さ
ん
の
一
一
一
一
ｍ
葉
に
は
真
実
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
女
性
は
恋
愛
に
つ
い
て
敏
感
で
あ
り
、
勘
が
鋭
い
。
Ｋ
が
自
分
に
愛
情
を
抱
い

ス
ト
ー
リ
－

て
い
る
こ
と
は
分
っ
て
い
る
、
そ
う
思
わ
せ
る
物
語
展
開
な
の
で
、
そ
う
な
れ
ば
当
然
、
自
殺
の
原
因
が
自
分
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
疑
問
に
思
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
先
生
の
変
わ
っ
た
理
由
も
十
分
に
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
漱
石
は
多
分
、
切
迫
し
た
夫
婦
関
係
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6４ 
を
中
心
に
し
た
展
開
に
持
っ
て
い
く
意
図
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
奥
さ
ん
が
何
も
分
ら
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
漱
石
が
書
き

た
か
っ
た
の
は
先
生
の
過
去
な
の
で
あ
る
。
奥
さ
ん
の
人
間
像
が
中
途
半
端
な
の
も
無
理
は
な
い
。

『
道
草
』
は
漱
石
の
唯
一
の
自
伝
的
小
説
で
あ
る
。
い
つ
か
は
苫
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
題
材
と
し
て
長
い
間
、
漱
石
の
意
識
の
中

に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
過
去
を
表
現
し
た
作
品
で
あ
る
。
少
年
時
代
の
養
家
で
の
体
験
は
漱
石
の
心
の
原
点
の
よ
う
な
も

の
で
、
深
い
傷
と
し
て
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
重
い
題
材
は
そ
う
簡
単
に
書
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
彼
岸

過
迄
』
の
須
永
、
『
行
人
』
の
一
郎
を
普
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
が
心
の
巾
で
吹
っ
切
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
と
の
距
離

を
一
挙
に
縮
め
て
弧
水
と
一
郎
の
内
而
に
迫
っ
た
結
果
、
そ
こ
に
拙
き
川
さ
れ
た
の
は
極
限
の
孤
独
で
あ
っ
た
。
寒
々
と
し
た
、
喚
絶

な
二
人
の
心
情
、
そ
れ
を
作
っ
た
も
と
は
何
か
と
考
え
れ
ば
、
当
然
、
少
年
時
代
の
体
験
に
行
き
着
く
。
一
郎
が
Ｈ
さ
ん
に
告
げ
た

「
絶
対
即
相
対
」
の
境
地
と
い
う
の
も
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
素
直
に
自
分
の
過
去
を
見
つ
め
る
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う

意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
漱
石
は
そ
う
し
て
長
い
間
、
心
の
奥
底
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
も
の
を
表
に
出
し
た
。
あ
れ
は
道
草
だ
っ
た

の
だ
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
。
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
過
去
だ
、
と
し
て
。

「
漱
石
は
、
自
然
主
義
作
家
の
よ
う
に
、
彼
の
自
然
的
自
我
の
欲
望
を
正
当
化
す
る
た
め
に
Ｈ
伝
的
小
説
を
似
い
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
『
道
草
』
と
い
う
題
名
に
よ
っ
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
道
草
と
は
人
生
の
目
的
地
に
到
達
す
る
ま
で
の
中
間
過
程
を
意
味
す

（
１
）
 

る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
空
し
さ
を
も
暗
示
す
る
一
一
一
一
口
葉
で
あ
る
」

と
笹
渕
友
一
も
述
べ
て
い
る
。

川
山
花
袋
の
『
茄
団
』
で
代
表
さ
れ
る
自
然
拡
義
の
私
小
説
と
漱
石
の
『
道
草
』
と
の
相
巡
は
、
私
小
説
が
感
慨
表
現
に
多
分
に
感

心
ｆ

優
性
を
残
し
て
い
て
、
作
者
自
身
の
感
情
が
生
の
形
で
Ⅲ
る
一
」
と
が
多
い
の
に
反
し
て
、
『
道
草
』
で
は
作
者
は
主
人
公
健
一
一
一
と
の
間

に
十
分
に
距
離
を
と
っ
て
、
客
観
的
、
相
対
的
に
捉
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
健
三
の
感
情
を
表
現
す
る
に
し
て
も
分
析
的
で
あ
っ
て
、

鞍
ま

作
者
の
感
情
が
生
の
ま
ま
直
接
的
に
表
出
さ
れ
る
一
」
と
は
な
い
。
私
小
説
の
場
合
、
作
者
即
ち
主
人
公
は
絶
対
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

視
点
の
違
い
を
指
摘
し
て
、
笹
渕
友
一
も
前
出
の
論
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
然
主
義
作
家
は
、
主
人
公
の
立
場
で
作
品
を
書
い
た
。
し
た
が
っ
て
主
人
公
を
超
え
た
視
点
を
作
品
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
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6５ 
な
か
っ
た
。
し
か
し
『
道
草
』
の
作
者
は
、
主
人
公
健
三
の
人
生
を
「
道
草
』
と
批
判
す
る
地
点
に
既
に
到
達
し
て
い
る
」

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
漱
石
の
暗
い
怨
念
が
所
々
に
ほ
こ
ろ
び
の
よ
う
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
の
に
気
が
つ
く
。
そ
う
そ
う

冷
静
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
で
は
健
三
ば
か
り
で
な
く
、
妻
の
お
住
も
、
養
父
母
も
、
兄
姉
も
み
な
相
対
化
さ
れ
て
い
て
、
卑
小
な
存
在
に
見
え
る
。

人
間
の
生
き
る
姿
が
裸
身
を
さ
ら
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
作
品
『
明
暗
』
は
漱
石
文
学
の
中
で
最
も
西
欧
的
な
技
法
で
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
視
点
人
物
の
津
田
夫
妻
を
交
互
に
Ⅲ

し
な
が
ら
、
そ
の
二
人
を
価
伽
す
る
位
置
に
作
者
自
身
を
据
え
て
表
現
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
時
の
距
離
が
一
定
で
、
少
し
も
乱
れ
が

な
い
。
不
動
の
定
点
を
維
持
し
て
い
る
厳
格
さ
が
西
欧
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
明
暗
」
を
人
間
の
心
理
が
乾
い
た
音
を
立
て
て
ぶ

つ
か
り
合
っ
て
い
る
よ
う
な
冷
徹
な
雰
囲
気
の
作
品
に
仕
立
て
上
げ
て
い
る
。
見
事
な
技
術
で
あ
る
が
、
し
か
し
津
田
が
か
っ
て
の
恋

人
清
子
と
再
会
し
た
後
も
、
こ
の
よ
う
な
定
点
を
保
持
で
き
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。
津
田
の
心
理
に
深
入
り
し
て
、
距
離
が
縮
ま

る
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

視
点
人
物
の
津
田
夫
妻
は
、
ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
な
平
凡
な
人
た
ち
で
あ
る
。
由
雄
は
現
実
の
漱
石
と
は
相
当
か
け
離
れ
た
特
徴

の
な
い
会
社
員
だ
し
、
お
延
も
女
ら
し
い
虚
栄
心
と
自
尊
心
を
持
っ
た
普
通
の
女
性
で
あ
る
。
お
互
い
の
気
持
を
測
り
か
ね
て
、
背
中

を
向
け
合
っ
て
は
い
て
も
、
と
り
た
て
て
激
し
い
瀞
い
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
よ
く
見
掛
け
る
、
あ
り
き
た
り
の
夫
婦
で
あ
る
。
で

は
、
な
ぜ
漱
石
は
こ
う
い
う
夫
婦
を
中
心
に
据
え
た
の
か
。
作
者
の
相
対
的
な
視
線
が
生
活
者
で
あ
る
津
田
夫
妻
を
産
み
出
し
た
、
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
凡
庸
で
あ
る
こ
と
が
普
遍
的
な
地
平
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
「
道
草
』
で
得
た
視
線
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

清
子
の
登
場
に
よ
っ
て
、
あ
と
ど
う
展
開
し
て
い
く
の
か
、
残
さ
れ
た
部
分
だ
け
で
は
予
測
で
き
な
い
が
、
あ
る
い
は
夫
婦
の
亀
裂
が

深
ま
っ
て
い
く
過
程
が
描
き
込
ま
れ
、
二
人
の
心
理
が
深
刻
の
度
を
増
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
う
な
れ
ば
単
純
な
夫
婦
関
係

と
ば
か
り
は
言
え
な
く
な
る
。

自
分
と
は
異
な
る
津
田
由
雄
を
視
点
人
物
と
し
て
登
場
さ
せ
た
だ
け
で
は
や
は
り
満
足
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
漱
石
は
分
身

と
も
言
え
る
人
物
を
出
し
て
い
る
。
由
雄
、
秀
子
兄
妹
の
叔
父
藤
井
で
あ
る
。
兄
妹
は
こ
の
叔
父
の
家
に
預
け
ら
れ
て
育
っ
た
の
で
、
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6６ 
い
わ
ば
父
親
が
わ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
藤
井
は
雑
誌
の
編
集
や
文
鞭
で
生
計
を
た
て
て
い
て
、
始
終
貧
乏
し
て
い
る
が
、
人
生
批
評
家
、

観
察
者
で
あ
る
こ
と
に
価
値
を
見
Ⅲ
し
て
い
る
。
第
一
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
漱
石
が
理
想
と
し
、
夢
み
て
い
た
生
活
ス
タ
イ
ル
を

持
っ
て
い
る
男
で
、
当
然
生
活
者
で
あ
る
津
川
と
は
相
容
れ
な
い
。
お
互
い
に
批
判
し
合
い
、
対
立
す
る
。
そ
れ
は
漱
石
内
部
の
対
立

で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
二
人
は
交
差
す
る
こ
と
の
な
い
並
行
し
た
生
き
方
を
し
て
い
る
。

津
田
の
旧
友
小
林
は
そ
の
藤
井
を
先
生
と
呼
び
、
彼
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
て
、
今
度
、
朝
鮮
の
新
聞
社
に
就
職
が
決
ま
っ
て
都
落

ち
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ｃ
藤
井
の
負
の
部
分
を
背
負
わ
さ
れ
た
代
哩
人
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
。
津
田
か
ら
お
古
の
オ
ー
バ
ー
を
貰
っ

て
お
き
な
が
ら
、
夫
婦
に
い
や
が
ら
せ
を
し
、
脅
か
し
、
口
で
激
し
く
攻
蝶
す
る
。
強
烈
な
個
性
の
持
ち
主
で
、
作
品
に
強
い
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
て
い
る
。
小
林
は
縢
井
の
理
想
的
生
き
方
が
持
つ
弱
点
、
非
現
実
性
を
体
現
し
て
い
る
人
物
と
も
言
え
る
の
で
、
生
活
の

窮
迫
が
人
格
を
歪
め
、
自
棄
的
な
言
動
を
と
ら
せ
る
。
あ
る
懲
味
で
、
淑
石
内
部
の
自
虐
的
な
、
破
滅
型
的
な
要
索
を
柵
出
し
た
人
物

で
あ
る
と
も
言
え
る
。
多
様
な
登
場
人
物
の
間
に
小
林
を
投
げ
込
む
こ
と
で
、
漱
石
は
心
の
中
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
小
林
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
内
な
る
影
の
部
分
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
清
子
に
よ
っ
て
「
即
犬
去
私
」
の
思
想
を
具
現
化

し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
小
林
は
そ
の
対
極
に
立
つ
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て

も
藤
井
や
小
林
の
存
在
に
よ
っ
て
作
品
の
底
が
深
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
雌
か
で
あ
る
。

《
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（
１
）
小
脇
信
夫
「
文
学
」
２
「
創
造
と
想
像
力
」
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岩
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鵬
）
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』
盆
～
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急

（
２
）
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
『
小
説
の
諸
相
」
著
作
集
８
、
中
野
康
司
訳
（
み
す
ず
謹
房
）
や
場

（
３
）
江
藤
涼
「
漱
石
と
そ
の
時
代
』
第
一
部
（
新
潮
選
書
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
の
仮
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に
つ
い
て
は
、
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脇
昇
平
が
一
「
勇
み
足
で
あ
る
一

と
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
私
も
大
岡
説
と
同
意
見
。
道
徳
意
識
の
強
い
、
女
性
に
臆
病
な
漱
石
に
不
倫
を
想
定
す
る
の
は
無
理
が

あ
る
。
敬
愛
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
。

（
４
）
笹
渕
友
一
「
夏
目
漱
石
「
道
草
』
を
め
ぐ
っ
て
」
『
文
学
・
語
学
」
一
一
八
号
（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
）
一
）
画

（
近
代
日
本
文
学
・
第
二
教
養
部
教
授
）
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