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3３ 

九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
’
一
九
四
一
）
は
そ
の
比
較
的
短
い
生
涯
の
晩
年
に
、
日
本
文
化
と
は
何
か
を
問
蛆
う
だ
「
日
本
的
性
格
」
鋼

（
昭
和
十
二
年
二
月
「
思
想
」
に
掲
載
、
の
ち
に
『
人
間
と
実
存
』
に
収
め
ら
れ
た
）
を
著
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
彼
は
日
本
文
化
の

主
要
な
契
機
を
、
「
自
然
」
、
「
意
気
」
、
「
諦
念
」
の
一
一
一
つ
で
あ
る
と
し
、
「
外
面
的
に
は
、
自
然
、
意
気
、
諦
念
の
三
つ
は
、
神
、
儒
、

仏
の
三
教
に
ほ
ぼ
該
当
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
発
生
的
見
地
か
ら
は
、
神
道
の
自
然
主
義
が
質
料
と
な
っ
て

儒
教
的
な
理
想
主
義
と
仏
教
的
な
非
現
実
主
義
と
に
形
相
化
さ
れ
た
と
い
ふ
や
う
に
も
考
え
ら
れ
る
」
（
③
ｌ
ニ
ル
ユ
）
）
と
述
べ
て
い

る
。
こ
こ
で
い
う
「
儒
教
的
な
理
想
主
義
」
と
は
、
九
鬼
に
よ
れ
ば
ま
さ
し
く
武
士
道
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
日
本
文
化

を
櫛
成
す
る
三
契
機
は
そ
の
軽
重
に
お
い
て
多
少
の
偏
向
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
九
鬼
は
長
期
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
留
学
（
一

九
一
一
一
年
七
月
’
一
九
一
一
九
年
一
月
）
に
お
い
て
、
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
探
求
を
生
涯
の
主
要
な
研
究
課
題
と
決
め
た
よ
う
に
思

わ
れ
を
鍵
、
前
述
の
武
士
道
精
神
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
登
場
し
、
九
鬼
の
論
述
の
進
展
を
援
助
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、

ひ
と
口
に
武
士
道
と
い
っ
て
も
客
観
的
に
見
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
理
想
と
さ
れ
た
し
の
は
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、

九
鬼
自
身
の
武
士
道
に
対
す
る
見
方
も
徴
妙
な
揺
れ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
九
鬼
の
言
う
武
士
道
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
が
彼
の
哲
学
全
体
の
中
で
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

九
鬼
周
造
と
武
士
道

大
東
俊
一
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3４ 

が
わ
か
る
。

ま
ず
、

ま
ず
、
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
十
二
月
に
九
鬼
は
「
「
い
き
」
の
本
質
」
な
る
も
の
を
醤
き
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
の
ち

に
一
九
三
○
年
（
昭
和
五
年
）
に
「
「
い
き
」
の
榊
造
」
と
し
て
「
思
想
」
誌
に
褐
戦
さ
れ
、
さ
ら
に
岩
波
香
店
か
ら
単
行
本
と
し
て

刊
行
さ
れ
る
。
い
き
」
の
構
造
』
の
準
備
稿
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
の
分
量
は
後
者
の
四
分
の
一
程
度
で
あ

る
が
、
見
取
図
に
お
い
て
は
大
差
が
な
い
。
即
ち
、
「
い
き
」
を
構
成
す
る
の
は
「
矯
態
」
（
単
刊
本
で
は
「
媚
態
」
）
、
「
意
気
」
、
「
諦

め
」
の
三
つ
の
契
機
で
あ
り
、
「
意
気
」
に
は
「
広
く
は
武
士
道
、
狭
く
は
江
戸
っ
子
の
気
概
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
」
（
①
’
九
一
一
一
）
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
三
つ
の
契
機
の
間
の
関
係
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
「
武
士
道
的
理
想
主
義
と
仏
教
的
非
現
実
性
と
が
正
し
く
橋
態
に

無
上
の
権
威
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」
（
①
ｌ
九
七
）
と
述
べ
ら
れ
る
と
ぎ
、
九
鬼
の
武
士
道
へ
の
思
い
入
れ
は
い
か
ん
な
く
表
明
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
こ
に
お
い
て
は
彼
の
武
士
道
的
理
想
主
義
の
内
実
は
窺
い
知
る
よ
し
も
な
く
、
そ
れ
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
一
九
二
八
年
（
昭
和
一
一
一
年
）
に
・
く
り
で
刊
行
さ
れ
た
（
一
勺
Ｈ
○
℃
○
ｍ
②
員
一
①
［
①
曰
己
、
箸
に
収
め
ら
れ
た
震
Ｆ
ｍ
ｐ
Ｃ
（
｝
Ｃ
ロ
冒

冨
ョ
］
〕
、
の
二
ｐ
Ｈ
の
目
い
の
⑩
こ
『
｜
の
［
の
日
已
の
①
ロ
○
回
目
【
圏
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
文
は
の
ち
に
和
久
信
章
に
よ
っ
て
「
東

洋
的
時
間
に
つ
い
て
」
と
い
う
表
題
で
「
禅
学
研
究
」
誌
（
一
九
一
一
一
六
年
十
二
月
）
に
訳
出
発
表
さ
れ
、
さ
ら
に
九
鬼
が
そ
の
訳
文
に

加
筆
訂
正
し
、
「
東
洋
的
時
間
」
と
題
さ
れ
て
『
を
り
に
ふ
れ
て
』
二
九
四
一
年
）
に
収
め
ら
れ
た
。

さ
て
、
こ
の
論
文
に
よ
れ
ば
時
間
は
意
志
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
き
ん
と
す
る
意
志
が
存
在
し
な
け
れ
ば
時
間
は
存
在
し
な

い
と
い
う
考
え
方
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
西
洋
の
現
代
の
現
象
学
的
時
間
概
念
で
は
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い

う
三
契
機
が
不
可
逆
的
連
続
性
の
も
と
に
水
平
的
な
脱
自
的
統
一
を
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
東
洋
的
回
帰
的
時
間
概
念
に
お
い
て

は
、
各
契
機
が
連
続
的
か
つ
同
質
的
で
あ
り
、
垂
直
的
な
脱
自
的
統
一
を
成
し
て
い
る
。
後
者
に
あ
っ
て
は
、
各
契
機
は
同
質
的
で
あ

九
鬼
の
武
士
道
に
対
す
る
関
心
を
年
代
記
的
に
眺
め
て
ゑ
る
と
、
そ
れ
が
明
確
な
形
で
現
れ
る
の
は
留
学
時
代
の
後
期
で
あ
る
一
」
と

(1) 
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3５ 

煩
を
厭
わ
ず
引
用
し
た
が
、
さ
ら
に
、
武
士
道
の
理
想
が
「
生
き
ん
が
為
め
に
、
真
に
生
き
る
為
に
、
真
と
善
と
美
と
の
苦
し
き
探
求

の
無
限
の
反
復
に
あ
っ
て
時
間
を
偶
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
」
（
⑤
’
二
四
）
さ
れ
る
と
き
、
九
鬼
の
言
う
武
士
道
が
プ
ラ
ト
ン
主
義
、

ス
ト
ア
的
精
神
、
カ
ン
ト
主
義
と
い
っ
た
超
俗
的
理
想
主
義
の
契
機
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
九
鬼
の
言
う
武
士
道
精
神
を
日
本
思
想
の
水
脈
に
置
い
た
と
き
、
そ
れ
が
当
時
の
九
鬼
に
と
っ
て
は
外
延
的
に
必
ず
し

も
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
感
を
与
え
る
少
々
気
に
か
か
る
記
述
が
あ
る
。
前
述
の
爲
勺
Ｈ
ｏ
ｇ
ｍ
ｍ
冒
一
の
忌
日
冨
菖
が
刊
行
さ
れ

た
年
の
十
二
月
、
ベ
ル
ク
ゾ
ン
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
記
念
号
と
な
っ
た
貴
い
①
の
ｚ
ｏ
こ
ぐ
の
］
｝
の
、
口
蔵
旦
Ｈ
の
の
》
》
誌
に
掲
載
さ
れ
た
《
《
国
の
侭
、
○
コ

目
］
、
宮
ご
ご
（
「
日
本
に
於
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
」
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
中
で
九
鬼
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
カ
ン
ト
が
日
本
で
よ
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
論
じ
、
日
本
に
は
禅
の
瞑
想
の
伝
統
が
あ
っ
て
、
絶
対
を
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
方
法
は
く

る
か
ら
、
互
い
に
交
換
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
時
間
は
可
逆
的
で
あ
る
ば
か
り
か
永
却
回
帰
的
で
あ
る
。
こ
の
時
間
か
ら

の
解
脱
と
い
う
課
題
に
対
処
す
る
た
め
に
東
洋
の
英
知
は
二
つ
の
方
法
を
見
出
し
た
。
即
ち
、
主
知
主
義
的
超
越
的
解
脱
と
主
意
主
義

的
内
在
的
解
脱
で
あ
る
。
前
者
は
知
性
に
よ
る
意
志
（
Ｉ
欲
望
）
の
否
定
で
あ
り
、
仏
教
の
渥
盤
に
相
当
す
る
。
｜
方
、
後
者
は
意
志

の
絶
対
的
肯
定
で
あ
り
、
武
士
道
的
理
想
主
義
に
収
敏
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

正
義
薑
名
誉
仁
愛
ｌ
雌
が
武
士
道
の
蕊
本
的
讓
で
あ
る
．
武
士
道
は
意
志
の
肯
定
で
あ
る
・
否
定
の
否
定
で
あ
る
．

或
る
意
味
に
於
て
、
混
桑
の
廃
止
で
あ
る
。
夫
は
自
己
本
来
の
完
成
を
し
か
念
じ
な
い
意
志
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
仏
教
に
と
っ
て
は

最
高
の
悪
で
あ
っ
た
意
志
の
永
久
的
反
覆
が
今
や
最
高
の
善
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
凡
そ
世
界
に
於
て
、
否
世
界
の
外
に
於
て
さ

へ
も
一
般
に
、
思
惟
し
得
る
限
り
の
す
べ
て
の
も
の
の
中
で
、
何
ら
の
制
限
な
し
に
善
と
考
へ
得
る
も
の
は
、
唯
善
な
る
意
志
の
外

に
な
い
」
と
カ
ン
ト
は
言
っ
た
。
武
士
道
が
肯
定
す
る
も
の
は
正
に
比
の
理
念
で
あ
る
。
遂
に
完
全
に
実
現
せ
ら
れ
得
な
い
と
こ
ろ

の
、
そ
し
て
常
に
「
徒
ら
な
る
」
こ
と
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
無
限
な
る
善
意
志
は
自
己
の
努
力
を
つ
ね
に
更
進
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
武
士
道
に
と
っ
て
は
絶
対
的
価
値
を
有
す
る
も
の
は
善
意
志
其
の
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
 

（
⑤
’
二
一
’
二
一
一
）
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3６ 
ル
ク
ソ
ン
の
方
法
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
カ
ン
ト
の
受
容
に
関
し
て
は
、
日
本
思
想
の
も
う
ひ
と
つ
の
主
要

な
流
れ
、
即
ち
、
武
士
道
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
と
い
う
。
カ
ン
ト
主
義
と
武
士
道
と
を
結
び
つ
け
る
論
調
陸
別
述
の
論
文
と
同
じ

で
あ
る
が
、
日
本
の
主
要
な
一
一
つ
の
思
想
の
流
れ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
武
士
道
を
、
負
■
昂
口
器
の
晋
目
・
瀞
厨
」
目
⑭
一
ｍ
｛
・
目
の
因
巨
の
ゲ
】
」
・
葛

（
「
武
士
道
と
い
う
形
で
の
神
道
の
思
想
」
）
（
①
ｌ
一
一
五
八
）
と
い
う
表
現
で
規
定
し
て
い
る
の
は
い
さ
さ
か
奇
異
な
感
が
あ
る
。
当

時
の
状
況
か
ら
考
え
て
、
い
か
に
日
本
思
想
に
無
知
な
フ
ラ
ン
ス
人
を
想
定
し
て
書
い
た
に
し
て
も
、
武
士
道
と
神
道
と
が
か
な
り
の

程
度
重
な
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
表
現
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
ば
な
る
ま
い
。
九
鬼
の
学
識
か
ら
見
て
武
士
道
と

神
道
と
を
簡
単
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
考
え
難
い
が
、
は
っ
き
り
と
《
《
一
一
］
煙
・
冨
叡
ご
ｏ
Ｐ
ｍ
Ｑ
の
貝
８
日
目
【
の
官
色
・
日
ご
目
［
の
」
の
一
空

鳳
目
総
の
ど
（
「
我
が
国
に
は
主
要
な
一
一
つ
の
思
想
の
流
れ
が
あ
る
」
）
（
①
’
一
一
五
八
）
と
述
べ
た
あ
と
で
、
そ
れ
ら
は
「
武
士
道
と
い
う

形
で
の
神
道
の
思
想
」
と
「
禅
と
い
う
形
で
の
仏
教
の
思
想
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
問
題
は
考
察
に
値
し
よ
う
。

結
論
を
先
取
り
し
て
一
盲
え
ば
、
や
は
り
当
時
の
九
鬼
は
武
士
道
と
い
う
言
葉
の
持
っ
て
い
る
概
念
的
な
有
効
性
に
目
を
う
ば
わ
れ
て
、

神
道
と
い
う
契
機
の
確
認
を
怠
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
じ
頃
に
譜
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
厭
同
罫
の
］
Ｐ
ｇ
目
一
門
圏
（
「
大
和
魂
」
）
と
題
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
未
発
表
原
稿
が
あ
る
。
そ
の

冒
頭
に
は
、
九
鬼
が
以
後
し
ば
し
ば
好
ん
で
引
用
す
る
「
敷
島
の
大
和
心
を
人
間
は
ぱ
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
と
い
う
本
居
宣
長
の
歌

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
・
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
の
一
一
一
口
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
咲
い
た
か
と
思
え
ば
数
日
で
風
に
散
っ
て
し
ま
う
桜

の
よ
う
な
人
生
の
憂
愁
で
は
な
く
、
白
山
日
の
冊
［
８
口
］
・
；
官
陣
の
吟
吻
》
・
津
同
の
［
啓
日
・
日
Ｒ
ｇ
ｐ
Ｈ
８
口
罵
口
一
・
蟇
（
「
大
和
魂
は
つ
ね

に
そ
の
理
想
の
た
め
に
身
を
捧
げ
死
ぬ
用
意
が
あ
る
」
）
（
①
’
一
一
五
一
一
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
朝
日
は
道
徳
的
理
想
の
象

徴
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
が
洞
窟
の
比
嚥
の
と
こ
ろ
で
語
っ
た
と
同
じ
太
陽
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
に
及
ん
で
、
上
述
の
震
勺
３
宮
如
、
日
一
の

忌
日
風
》
所
収
の
論
文
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
本
居
宣
長
と
い
う
国
学
の

系
譜
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
解
説
に
続
い
て
九
鬼
は
大
伴
家
持
の
、

海
ゆ
か
ば
水
漬
く
か
ば
ね
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3７ 

と
い
う
歌
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
に
も
宣
長
の
歌
と
同
じ
道
徳
的
感
情
が
見
出
さ
れ
る
と
さ
れ
、
属
Ｆ
旦
眸
・
の
［

の
ｇ
ｃ
こ
の
厨
二
》
曰
８
９
畳
。
口
已
の
『
箆
曾
『
》
（
「
こ
の
時
代
の
大
君
は
理
想
の
体
現
者
な
の
で
あ
る
」
）
（
①
ｌ
一
一
五
一
一
）
と
続
け
ら
れ
て

い
る
。
家
持
の
生
き
た
八
世
紀
と
い
う
時
代
か
ら
す
れ
ば
、
む
ろ
ん
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
の
武
士
道
な
ど
存
在
す
る

は
ず
も
な
い
。
宣
長
、
家
持
と
い
う
引
用
の
系
譜
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
武
士
道
の
道
徳
的
理
想
主
義
と
理
想
の
一
具
体
例
で
あ

り
か
つ
体
現
者
で
も
あ
る
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
心
と
が
気
脈
を
通
じ
て
流
れ
て
い
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
九
鬼

が
続
い
て
行
っ
て
い
る
乃
木
将
軍
の
行
状
を
紹
介
し
て
い
る
箇
所
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
家
持
、
宣
長
の
歌
に
表
現

さ
れ
て
い
る
道
徳
的
感
情
は
乃
木
将
軍
に
も
生
き
て
い
る
。
彼
は
日
露
戦
争
の
旅
順
攻
略
に
際
し
て
多
数
の
将
兵
を
死
な
せ
、
そ
の
た

め
要
塞
陥
落
の
折
に
は
責
任
を
と
っ
て
切
腹
し
よ
う
と
決
心
し
た
が
、
忠
節
を
つ
く
す
ぺ
ぎ
天
皇
は
ま
だ
存
命
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
崩

御
の
日
に
自
ら
も
切
腹
す
る
こ
と
に
し
た
。
戦
争
の
あ
と
学
習
院
院
長
と
な
り
、
若
者
の
教
育
に
携
わ
っ
た
が
、
明
治
天
皇
の
葬
儀
の

日
、
武
士
の
特
権
で
あ
る
切
腹
に
よ
っ
て
自
ら
の
命
を
絶
っ
た
。
九
鬼
は
乃
木
将
軍
の
切
腹
に
対
す
る
反
論
、
即
ち
、
余
生
を
若
者
の

教
育
に
捧
げ
続
け
て
い
た
な
ら
ば
、
祖
国
に
一
層
多
く
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
反
論
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
に
言
う
人
は
《
《
回
す
８

日
日
こ
の
』
・
目
厨
＆
⑲
日
の
園
四
ｃ
屋
・
ｃ
Ｅ
ｍ
貝
息
閑
一
の
国
５
月
の
Ｂ
の
ロ
【
Ｂ
匙
一
・
§
》
．
（
「
几
廠
な
理
屈
を
越
え
た
非
劇
的
雄
を
し
さ
の

道
徳
的
な
力
」
）
（
①
’
二
五
○
）
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
九
鬼
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
乃
木
将
軍
に
お
い
て
は
天
皇

へ
の
忠
誠
心
が
武
士
道
の
死
の
作
法
で
あ
る
切
腹
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
「
武
士
道
と
い
う
形
で
の
神
道
の
思
想
」
と
い

う
表
現
は
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
発
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
九
鬼
の
思
考
に
お
け
る
歴
史
性
へ
の
配
慮
の
欠
如
を
指
摘
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
生
産
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
。
問
題
は
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
や
事
象
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
九
鬼
が
一
体
何
を
語
ろ
う
と
し
た
か
に
あ
る
。
《
自
陣
日
の

山
ゆ
か
ば
草
む
す
か
ば
ね

大
君
の
へ
仁
こ
そ
死
な
め

か
へ
り
見
ば
せ
じ
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３８ 
口

］
色
宮
口
巳
器
薯
に
お
い
て
武
士
道
の
主
意
主
義
的
心
情
を
語
っ
た
九
鬼
は
、
や
は
り
同
じ
頃
の
作
品
で
あ
る
《
己
の
巨
洪
一
号
一
団
巨
〆
８
目
色
⑩

』
の
②
の
ロ
毎
口
［
の
ど
（
「
子
供
の
よ
く
知
っ
て
い
る
二
つ
の
絵
」
）
の
中
で
、
武
士
道
の
主
要
な
徳
目
の
ひ
と
つ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
震
『
凶
目
の
ｍ
ｇ
⑫
ご
の
ど
（
①
’
二
一
一
一
九
）
、
即
ち
、
「
側
隠
の
情
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
の
分
野
に
傑
作
が
あ
る
よ
う
に
、

道
徳
性
の
分
野
に
も
傑
作
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
我
含
は
歴
史
と
い
う
カ
ン
バ
ス
に
描
い
て
語
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
九
鬼

が
紹
介
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
二
つ
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
事
実
関
係
の
誤
認
を
少
々
伴
っ
て
は
い
る
が
、
敵
方
に
塩
留
め
さ
れ
た

武
田
信
玄
に
上
杉
謙
信
が
塩
を
送
る
話
で
あ
る
。
敵
を
討
つ
の
は
武
力
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の
手
段
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す

る
謙
信
の
心
情
か
ら
出
た
行
為
と
さ
れ
る
が
、
戦
国
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
実
際
に
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
図
が
働
い
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
歴
史
的
事
実
を
詮
索
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
後
代
の
入
念
が
、
そ
し
て
、
九
鬼
自
身
が
敵

に
塩
を
送
る
と
い
う
行
為
が
謙
信
の
側
隠
の
情
に
由
来
す
る
と
考
え
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
も
う
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
前
九
年
の
役
の
と
き
、
朝
廷
方
の
大
将
で
あ
る
源
義
家
は
、

蝦
夷
の
大
将
で
あ
る
安
倍
貞
任
を
追
い
つ
め
た
。
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
貞
任
が
、
「
年
を
へ
し
糸
の
乱
れ
の
苦
し
さ
に
衣
の
た
て
は
ほ

こ
ろ
び
に
け
り
」
と
詠
む
と
、
義
家
は
そ
の
歌
に
心
を
動
か
さ
れ
て
、
追
跡
を
や
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
客
観
的
に
見
る
か
ぎ
り
、

（
４
）
 

武
士
と
い
う
も
の
が
よ
う
や
く
拾
頑
し
始
め
た
義
家
の
時
代
の
武
士
道
と
謙
信
の
時
代
の
武
士
道
と
で
は
、
そ
の
理
想
と
し
て
い
た
も

の
は
当
然
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
後
代
の
人
々
な
ら
び
に
九
鬼
自
身
が
、
貞
任
を
見
逃
す
義
家
の
行
為
が
側
隠
の

情
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
た
と
い
う
事
実
を
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
留
学
時
代
後
期
の
九
鬼
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
意
味
で
の
武
士
道
と
い
う
も
の
に
は
至
っ
て
無
頓

着
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
は
じ
め
に
武
士
道
的
理
想
主
義
あ
り
ぎ
と
い
う
姿
勢
で
臨
ん
で
い
た
た
め
に
、
日
本
思
想
に
お
け
る
神
道
と
い

う
契
機
と
武
士
道
と
い
う
契
機
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
ま
一
歩
踏
朶
込
ん
だ
考
察
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
傾
向
は
帰
国
後
も
し
ば
ら
く
は
続
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
「
い
き
」
の
構
造
』
（
昭
和
五
年
）
が
前
述
の
準
備
稿
弓
い
き
」
の
本
質
」
と

大
差
な
い
見
取
図
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
現
れ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
九
鬼
に
多
少
の
転
回
が
は
っ
き
り
と
見

受
け
ら
れ
る
の
は
、
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
「
日
本
的
性
格
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
九
鬼
が
歴
史
性
へ
の
配
慮
に
目
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９
 

３
こ
れ
ら
の
引
用
は
詮
な
『
山
鹿
語
類
』
巻
第
一
一
十
一
「
士
道
」
か
ら
の
、
も
の
で
あ
る
が
、
九
鬼
の
関
心
が
い
ず
こ
に
あ
る
か
は
大
方
の

さ
て
、
「
日
本
的
性
格
」
に
お
い
て
、
九
鬼
は
日
本
文
化
を
構
成
す
る
三
契
機
の
ひ
と
つ
は
、
武
士
道
精
神
と
し
て
の
「
意
気
」
で

あ
る
と
し
、
こ
れ
は
山
鹿
素
行
の
言
う
「
志
気
」
に
当
た
る
と
述
べ
て
い
る
Ｐ
九
鬼
は
素
行
の
『
山
鹿
語
類
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
『
甲
陽
軍
艦
』
で
も
『
葉
隠
』
で
も
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
は
、
九
鬼
が
引
用
し
た
素
行
の
言
葉
を
い
く
つ
か
順
に

眺
め
て
承
よ
う
。

覚
め
た
な
ど
と
全
く
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
留
学
時
代
と
は
違
っ
て
、
日
本
文
化
の
一
一
一
契
機
を
は
っ
き
り
と
見
定
め
諺
歴

史
的
視
点
に
立
っ
て
特
定
の
期
間
の
武
士
道
を
考
察
の
対
象
に
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
あ
る
。

大
丈
夫
の
世
に
立
つ
、
正
直
な
ら
ず
ん
ば
有
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
義
あ
る
と
こ
ろ
は
守
っ
て
更
に
変
ぜ
ざ
る
の
調
な
り
。

そ
の
親
疎
貴
賎
に
因
ら
ず
、
そ
の
政
む
く
ぎ
と
こ
ろ
を
改
め
、
緋
す
べ
き
こ
と
を
た
型
し
て
、
人
に
談
は
ず
世
に
従
は
ざ
る
の
調
な

り
。 志
気
と
云
ふ
は
大
丈
夫
の
志
す
と
こ
ろ
の
気
節
を
云
へ
り
。
大
丈
夫
た
ら
ん
屯
の
少
し
き
処
に
志
を
極
く
と
き
は
そ
の
為
す
と
こ

ろ
、
そ
の
学
ぶ
と
こ
ろ
皆
至
て
徴
に
し
て
大
な
る
器
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

大
丈
夫
の
世
に
在
る
誕
剛
操
の
志
あ
ら
ざ
れ
ぱ
心
を
存
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
剛
は
よ
く
剛
毅
に
し
て
物
に
屈
せ
ざ
る
を
謂

ふ
な
り
。
操
は
わ
が
義
と
す
志
を
守
っ
て
、
い
さ
さ
か
変
ぜ
ざ
る
の
心
な
り
。

へ
Ｄ
Ｊ
グ

(2) 

（
５
）
 

（
③
ｌ
二
七
八
）
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4０ 
察
し
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
素
行
が
こ
の
「
士
道
」
鰯
に
お
い
て
武
士
に
求
め
た
の
は
ま
ず
お
の
れ
の
職
分
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
素
行

イ
ウ

オ
モ
ウ

マ
ジ
ワ
ツ

ゾ
ツ
シ
ソ

に
よ
れ
ば
、
「
几
ソ
士
ノ
職
卜
云
〈
、
其
身
ヲ
顧
二
、
主
人
ヲ
得
テ
奉
公
ノ
忠
ヲ
尺
シ
、
朋
輩
二
交
テ
僧
ヲ
厚
ク
シ
、
身
ノ
独
リ
ヲ
襖

モ
プ
パ
ラ

デ
義
ヲ
専
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
さ
れ
、
「
一
一
一
民
（
Ⅱ
農
、
工
、
商
）
ノ
間
筍
ク
モ
人
倫
ヲ
ミ
ダ
ラ
ン
鞭
ヲ
。
〈
速
―
―
罰
シ
テ
、
以
テ
天
下

（
６
）
 

二
天
倫
ノ
正
シ
キ
ヲ
侍
シ
」
と
さ
れ
る
。
武
士
の
職
分
は
人
倫
の
道
を
天
下
に
実
現
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
七
の
た
め
に
は
武
士

は
道
徳
的
人
格
を
形
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
素
行
が
ま
ず
要
求
す
る
の
は
、
「
大
丈
夫
の
気
節
」
を
高
く
す
る
こ
と
と
、

道
義
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
大
事
を
成
す
た
め
に
は
常
に
志
を
高
く
し
、
世
間
に
あ
っ
て
は
「
正
直
」
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
「
正
」
と
は
義
の
あ
る
と
こ
ろ
を
守
っ
て
そ
の
態
度
を
変
じ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
「
直
」
と
は
、
親
疎
・
貴
賎
の
違
い
や
相

手
の
社
会
的
地
位
に
よ
っ
て
自
分
の
態
度
を
変
え
ず
、
人
に
へ
つ
ら
わ
ず
、
世
の
な
り
ゆ
き
に
従
わ
ず
、
そ
の
改
め
る
べ
き
を
改
め
、

正
す
べ
き
こ
と
を
正
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
理
想
の
実
現
に
は
不
屈
の
精
神
、
「
剛
操
」
と
い
う
道
義
的
な
強
さ
が
必
要
で
あ
る
。

九
鬼
が
素
行
の
思
想
の
中
に
上
述
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
ス
ト
ア
的
精
神
、
カ
ン
ト
主
義
と
い
っ
た
超
俗
的
理
想
主
義
を
読
糸
取
ろ
う

と
し
て
い
た
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
て
九
鬼
が
素
行
に
共
感
し
た
の
は
、
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の
道

義
的
強
さ
を
い
か
に
用
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
そ
の
「
剛
操
」
と
い
う
道
義
的
な
強
さ
も
恋
意
的

に
用
い
る
の
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
九
鬼
が
引
用
し
て
い
る
素
行
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
命
に
安
ん
ぜ
ず
し
て
は
、
し
ひ
て
妄
動

し
妄
作
せ
ん
こ
と
、
大
丈
夫
の
甚
だ
慎
し
む
べ
き
と
こ
ろ
な
り
」
（
③
’
二
八
五
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
命
に
安
ん
ず
ろ
を
以
て
存

心
の
工
夫
と
致
す
」
（
同
前
）
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
九
鬼
が
素
行
に
最
も
共
感
し
た
の
は
、
実
は
こ
の
「
命
に
安
ん
ず
る
」
と
い
う

ナ
ス

点
で
は
な
い
か
。
素
行
に
よ
れ
ば
、
「
几
ソ
命
卜
指
処
〈
、
人
ノ
造
為
シ
ー
プ
不
し
叶
、
天
自
然
二
其
形
ヲ
ナ
シ
、
其
理
其
事
ア
ラ
シ
ム
ル
、

（
７
）
 

こ
と
わ
り

是
ヲ
命
卜
云
ヘ
リ
」
。
天
然
自
然
の
理
、
人
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
、
そ
れ
が
「
命
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
よ
そ
世
の

中
の
出
来
事
は
す
べ
て
「
命
」
で
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
「
命
に
安
ん
ず
ろ
」
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
人
は
軽
挙
妄
動
に
走
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
道
義
に
生
き
る
武
士
に
と
っ
て
、
死
と
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
行
に
よ
れ
ば
、

ス
ナ
ワ
チ
（
８
）

「
其
身
二
失
ア
ラ
ズ
義
ヲ
タ
ガ
ヘ
ザ
レ
ド
モ
、
時
ノ
災
難
一
一
力
、
ル
ハ
、
是
則
命
」
で
あ
る
。
自
分
の
身
に
過
ち
が
あ
っ
た
の
で
も

な
け
れ
ば
、
義
に
た
が
う
行
い
を
し
た
の
で
も
な
い
の
に
災
難
が
降
り
か
か
っ
て
く
る
の
が
「
命
」
で
あ
る
。
養
生
を
つ
く
し
て
も
病

Hosei University Repository



４
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
運
命
と
は
「
人
間
の
生
存
に
至
大
な
意
味
を
有
っ
て
ゐ
る
偶
然
」
（
⑤
ｌ
一
一
五
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と

１
 

い
か
ん
と
も
し
難
く
、
生
命
を
こ
こ
に
終
わ
ら
ん
と
す
る
と
き
、
な
す
べ
き
義
を
つ
く
せ
ば
死
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
こ
れ
が
「
命
」

で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
素
行
に
お
い
て
は
、
死
と
は
道
義
の
実
践
の
途
上
に
待
ち
受
け
て
い
る
災
難
で
あ
る
と
一
一
一
回
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。
武
士
は
死
に
抗
う
こ
と
な
く
、
従
容
と
し
て
死
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
命
に
安
ん
ず
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
死
の
覚
悟
を
そ
の
思
想
の
核
心
と
し
、
「
武
士
道
と
云
は
、
死
ぬ
事
と
見
付
た
り
」
と
す
る
『
葉
隠
』
の
武
士
道
と

は
か
な
り
質
を
異
に
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
九
鬼
が
「
武
士
道
が
死
を
顧
薙
な
い
と
い
う
ふ
裏
面
に
は
死
を
あ
っ
さ
り
諦

め
て
い
る
と
い
ふ
知
見
が
頚
は
れ
る
」
（
③
－
’
一
八
五
）
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
素
行
の
士
道
論
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
上
の
引
用
に
続
い
て
、

れ
て
』
所
収
）
お
い
て
九
鬼
は
、

と
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
命
に
安
ん
ず
る
」
こ
と
に
関
し
て
、
九
鬼
が
素
行
の
知
見
を
越
え
て
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
見
出
そ
う

としている様子を看取できるだろう・実際、「日本的性格」と同じ頃の作品と思われる「偶然と迦鑓」（『をりにふ

一
般
に
「
死
へ
の
存
在
」
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
「
諦
念
を
基
礎
と
す
る
意
気
」
と
い
ふ
形
で
明
瞭
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
◎
死
は

生
を
殺
す
も
の
で
は
な
い
。
死
が
生
を
本
当
の
意
味
で
生
か
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

め
い

山
鹿
素
行
ｊ
も
武
士
は
命
に
安
ん
ず
べ
こ
き
こ
と
、
す
な
は
ち
運
命
に
安
ん
ず
べ
き
こ
と
を
教
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
安
ん
ず

る
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
更
に
運
命
と
一
体
に
な
っ
て
運
命
を
深
く
愛
す
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
自

分
の
運
命
を
心
か
ら
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
溌
刺
た
る
運
命
を
自
分
の
ｊ
も
の
と
し
て
新
た
に
造
り
出
し
て
行
く
こ
と
さ
へ
も
で
き

ろ

（
③
ｌ
二
八
五
）

（
⑤
－
三
五
）
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4２ 

九
鬼
は
「
偶
然
」
な
い
し
「
偶
然
性
」
の
概
念
の
解
明
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
「
定
言
的
偶
然
」
、
「
仮
説
的
偶
然
」
、
「
離
接
的
偶

然
」
に
分
け
て
論
を
進
め
て
い
る
。
ま
ず
、
「
定
言
的
偶
然
」
と
は
一
般
概
念
や
一
般
法
則
の
当
て
は
ま
ら
な
い
個
物
と
し
て
の
実
存

が
有
す
る
偶
然
で
あ
る
。
次
に
、
「
仮
説
的
偶
然
」
と
陸
一
つ
の
別
個
の
因
果
系
列
の
遜
遁
に
よ
っ
て
生
起
す
る
偶
然
的
事
象
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
「
運
命
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
九
鬼
の
態
度
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
九
鬼
は
『
偶
然
性
の
問
題
』
（
昭
和
十
年
）

の
序
文
の
中
で
、
偶
然
性
に
関
す
る
問
題
は
「
実
存
の
中
核
に
触
れ
て
ゐ
る
問
題
」
（
②
’
三
）
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
九
鬼
に
よ

れ
ば
、
「
哲
学
と
は
存
在
一
般
の
根
源
的
会
得
」
（
③
’
一
○
六
）
で
あ
り
、
そ
の
「
会
得
が
存
在
一
般
の
会
得
で
あ
り
な
が
ら
一
実
存

者
の
実
存
性
に
於
て
な
さ
れ
る
会
得
で
あ
る
点
に
哲
学
の
尽
き
ざ
る
生
命
が
あ
る
」
（
③
’
二
○
）
の
で
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、

な
ま

一
実
存
者
の
主
観
的
な
体
験
垈
口
白
そ
の
も
の
が
哲
学
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
体
験
存
在
が
生
の
ま
ま
に
掴
ま
れ
、
論
理
的
体
系
と
し

て
組
織
化
さ
れ
て
そ
こ
に
初
め
て
哲
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
（
③
’
一
一
二
）
。
従
っ
て
、
「
哲
学
問
題
が
問
題
と
し
て
投
げ
ら
れ

る
の
は
実
存
の
地
平
の
上
に
」
（
③
’
八
九
）
で
あ
り
、
「
存
在
一
般
へ
の
通
路
を
通
路
し
得
る
存
在
は
実
存
を
措
い
て
外
に
は
な
い
」

（
同
前
）
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
存
の
地
平
に
開
示
さ
れ
る
現
実
の
事
態
そ
の
も
の
に
直
面
す
る
こ
と
、
即
ち
、
「
実
存
的
事
態
へ
の

腿
進
」
（
③
’
九
三
）
と
い
う
こ
と
こ
そ
哲
学
の
方
法
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
九
鬼
に
と
っ
て
、
哲
学
と
は
す
ぐ
れ
て
実
存
哲
学
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
『
偶
然
性
の
問
題
』
が
実
存
哲
学
の
榊
築
を
目
ざ
し
た
九
鬼
の
主
署
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

一
見
す
る
と
古
め
か
し
い
形
式
論
理
学
の
判
断
の
分
類
に
範
を
と
っ
た
部
立
て
を
有
す
る
こ
の
著
作
の
意
義
を
見
落
と
し
て
は
た
ら
な

い
だ
ろ
う
。

き
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
素
行
の
士
道
論
は
九
鬼
の
偶
然
性
に
関
す
る
考
察
と
避
遁
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
九
鬼
の
言
う
武
士

道
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
た
超
俗
的
理
想
主
義
と
は
違
っ
た
形
で
、
彼
の
哲
学
の
質
と
い
っ
た
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
側
面
が

見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

(3) 

〆
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4３ 

要
す
る
に
「
離
接
的
偶
然
」
と
は
、
そ
う
あ
る
こ
と
の
必
然
的
根
拠
が
な
い
こ
と
と
し
て
の
「
無
」
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
無
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
の
「
驚
異
の
情
緒
は
実
存
に
と
っ
て
運
命
を
通
告
す
る
」
（
②
’
一
一
五
四
）
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
種
類
の
偶
然
に
関
す
る
九
鬼
の
分
析
は
、
詳
細
か
つ
明
断
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
偶
然
を
引
き
受
け
る
実
存
が
そ

れ
ら
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
九
鬼
の
意
図
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
定
言
的
偶
然
」
、
「
仮
説
的

偶
然
」
、
「
離
接
的
偶
然
」
と
い
う
三
種
類
は
、
第
一
の
も
の
は
第
二
の
も
の
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
第
一
一
の
も
の
は
第
一
一
一
の
も
の

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、

し
か
し
、
避
遁
し
た
二
つ
の
因
果
系
列
を
遡
っ
て
い
く
と
き
、
両
者
に
共
通
の
原
因
が
見
出
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
偶
然

と
は
言
え
な
い
。
「
仮
説
的
偶
然
」
は
よ
り
高
次
の
必
然
的
関
係
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
因
果
系
列
を
無
限

に
遡
っ
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
は
因
果
関
係
に
よ
っ
て
は
も
は
や
説
明
の
で
き
な
い
究
極
の
原
因
、
即
ち
、
「
原
始
偶
然
」
な
る
も
の

が
想
定
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
「
離
接
的
偶
然
‐
｜
で
あ
る
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、

「
個
物
お
よ
び
個
々
の
事
象
」
の
核
心
的
意
味
は
．
の
系
列
と
他
の
系
列
と
の
遜
遁
」
と
い
ふ
シ
」
と
に
存
し
、
避
遁
の
核
心
的

意
味
は
邊
遁
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
す
な
は
ち
「
無
い
こ
と
の
可
能
」
と
い
ふ
こ
と
に
存
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
こ
れ

ら
す
べ
て
を
原
本
的
に
規
定
し
て
ゐ
る
偶
然
性
の
根
源
的
意
味
は
、
一
者
と
し
て
の
必
然
性
に
対
す
る
他
者
の
措
定
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
必
然
性
と
は
同
一
性
す
な
は
ち
一
者
の
様
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
偶
然
性
は
一
考
と
他
者
の
二
元
性
の
あ
る
と
こ
ろ
に
初
め

て
存
す
る
の
で
あ
る
。

離
接
的
偶
然
の
核
心
的
意
味
は
「
無
い
こ
と
の
可
能
」
と
し
て
「
無
い
こ
と
の
必
然
」
へ
近
迫
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
偶
然
性
は

不
可
能
性
の
無
の
性
格
を
帯
び
た
現
実
で
あ
る
。
単
な
る
現
実
と
し
て
戯
れ
の
如
く
現
在
の
瞬
間
に
現
象
す
る
。
現
在
の
「
今
」
現

象
し
た
離
接
肢
の
現
実
性
の
背
景
に
無
を
目
賭
し
て
驚
異
す
る
の
が
偶
然
で
あ
る
。

（
②
’
二
五
一
一
一
’
二
五
四
）
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4４ 

偶
然
を
成
立
せ
し
め
る
こ
の
一
者
と
他
者
と
の
一
一
元
的
対
立
こ
そ
、
「
到
る
と
こ
ろ
に
間
主
体
性
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
源
的

社
会
性
を
構
成
す
る
」
（
②
ｌ
一
一
五
九
）
の
で
あ
り
、
「
間
主
体
的
社
会
性
に
於
け
る
汝
を
実
存
す
る
我
の
具
体
的
同
一
性
へ
同
化
し
内

面
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
理
論
に
於
け
る
判
断
の
意
味
も
あ
っ
た
や
う
に
、
実
践
に
於
け
る
行
為
の
意
味
も
存
す
る
」
（
同
前
）
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
九
鬼
の
言
う
「
偶
然
の
実
践
的
内
面
化
」
（
②
ｌ
一
一
五
八
）
で
あ
り
、
先
の
「
偶
然
と
運
命
」
に
お
け
る
一
‐
運

命
と
一
体
と
な
っ
て
運
命
を
深
く
愛
す
る
こ
と
」
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
溌
刺
た
る
運
命
を
自
分
の
も
の
と
し
て
新
た
に
造
り

出
し
て
行
く
こ
と
」
の
真
意
は
こ
こ
に
存
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
「
道
徳
が
単
に
架
空
な
も
の
で
な
く
、
力
と
し
て

現
実
に
妥
当
す
る
た
め
に
は
、
与
え
ら
れ
た
偶
然
を
跳
躍
板
と
し
て
内
面
性
へ
向
っ
て
高
踏
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
（
②
ｌ

二
五
九
）
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
死
を
諦
め
て
従
容
と
し
て
受
け
入
れ
る
素
行
の
士
道
論
を
越
え
て
、
「
死
が
生
を
本
当
の
意
味

で
生
か
し
て
ゐ
る
」
と
言
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
「
命
に
安
ん
ず
る
」
の
承
な
ら
ず
、
運
命
を
も
積
極
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
、

、
、

即
ち
、
「
諦
念
を
基
礎
と
す
る
意
気
」
な
る
も
の
が
、
九
鬼
自
身
の
生
き
方
の
指
針
と
し
て
、
彼
の
哲
学
的
営
為
の
底
流
を
成
し
て
い

る
思
い
が
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
九
鬼
が
武
士
道
と
言
う
と
ぎ
最
も
共
感
を
寄
せ
る
の
は
素
行
の
士
道
論
で
あ
り
、
そ
の
中
に
九
鬼
が
プ
ラ

ト
ン
主
義
、
ス
ト
ア
的
精
神
、
カ
ン
ト
主
義
と
い
っ
た
超
俗
的
理
想
主
義
の
契
機
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
実
際
に
は
上
述
の
よ
う
に
、
単
に
「
命
に
安
ん
ず
る
」
こ
と
以
上
の
積
極
的
な
生
き
方
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
九
鬼
は
真
に
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
の
武
士
道
の
側
か
ら
は
発
想
を
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
り
、
ま
さ
に
は

じ
め
に
武
士
道
的
理
想
主
義
あ
り
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
日
本
的
性
格
」
と
い
う
論
文
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
「
日
本
的
性
格
に
つ
い

て
」
と
い
う
講
演
の
中
で
、
九
鬼
嬉

(4) 

（
③
’
二
四
四
’
二
四
五
）
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4５ 

と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
に
お
い
て
は
歴
史
上
の
「
武
士
の
美
談
」
は
す
べ
て
理
想
主
義
の
名
の
も
と
に
裁
断
さ
れ
、
再
話
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
彼
の
言
う
武
士
道
的
理
想
主
義
を
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ト
ン
的
意
味
で
の
イ
デ
ア
だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
上
の
「
武
士
の
美
談
」

は
イ
デ
ア
の
幻
影
に
過
ぎ
な
い
。
上
杉
謙
信
と
武
田
信
玄
の
話
、
源
義
家
と
安
倍
貞
任
の
話
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
我
七
は
「
武
士
の

美
談
」
を
読
ん
で
理
想
的
な
武
士
の
徳
目
を
想
起
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
イ
デ
ア
と
そ
の
幻
影
に
よ
る
想
起
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
的
構
図
は
そ
の
ま
ま
「
「
い
き
」
の
構
造
」
（
「
思
想
」

誌
掲
戦
）
の
結
論
部
分
に
も
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
九
鬼
は
、
「
い
き
」
が
西
洋
の
文
化
に
移
植
さ
れ
る
可
能
性
を
説
き
、
さ

ら
に
そ
れ
が
日
本
へ
逆
輸
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
九
鬼
は
「
い
き
」
の
西
洋
へ
の
移
植
、
そ
し
て
日
本
へ
の
逆
輸
入
と
い
う
こ
と
を
一
時
期
は
本
気
で
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ

諭
法
、
「
い
き
」
の
幻
影
に
出
会
っ
て
、
か
つ
て
我
☆
の
精
神
が
見
た
も
の
を
想
起
す
る
こ
と
は
日
本
に
い
る
我
々
に
と
っ
て
こ
そ
必

要
で
あ
る
と
九
鬼
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
「
い
き
」
と
は
江
戸
時
代
も
後
期
の
化
政
期
、
し
か
も
江
戸
の

町
人
の
美
的
理
想
で
あ
り
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
九
鬼
は
そ
の
「
い
き
」
を
「
わ
が
民

族
に
独
自
な
「
生
き
」
か
た
の
一
つ
」
（
①
’
一
一
一
）
と
看
破
し
た
。
も
と
よ
り
九
鬼
が
正
面
切
っ
て
「
い
き
」
の
存
続
を
要
求
す
る
こ

ア
ナ
ム
ネ
シ
ス

。
。
。
Ｃ
Ｏ

其
時
、
我
々
は
「
い
き
」
を
我
と
の
Ｊ
も
の
と
し
て
想
起
し
且
つ
再
認
識
す
る
こ
し
」
が
出
来
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
想
起
と
再

認
識
の
可
能
性
を
何
に
由
っ
て
繋
ぐ
こ
と
が
出
来
る
か
。
我
盈
の
精
神
的
文
化
を
忘
却
の
中
に
葬
り
去
ら
な
い
こ
と
に
由
る
よ
り
外

は
な
い
・
我
だ
の
理
想
主
義
的
非
現
実
的
文
化
に
対
し
て
熱
烈
な
る
エ
ロ
ス
を
有
ち
続
け
る
よ
り
外
は
な
い
。

意
気
即
ち
気
節
を
立
て
る
と
い
ふ
理
想
主
義
は
日
本
的
性
格
の
重
要
な
一
面
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
日
本
文
化
の
著
し
い
特
色
の
一

つ
で
あ
る
。
主
ど
こ
ろ
か
ら
生
れ
た
自
己
犠
牲
の
精
神
に
結
晶
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
歴
史
に
あ
っ
て
武
士
の
美
談
と
し
て
数

へ
切
れ
な
い
ほ
ど
に
残
っ
て
ゐ
る
。

（
③
ｌ
三
八
四
）

（
別
Ｉ
一
○
三
）

Hosei University Repository



4６ 

屯
不
思
議
で
は
な
い
。

（
辺
）

「
書
斎
漫
筆
」
（
「
を
り
に
ふ
れ
て
』
所
収
）
の
中
で
、
九
鬼
は
門
口
分
が
そ
れ
ま
で
に
深
い
印
象
を
受
け
た
本
を
七
冊
ほ
ど
挙
げ
て
論

じ
て
い
る
。
そ
の
最
初
に
九
鬼
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
を
挙
げ
、
「
こ
の
醤
は
我
々
を
或
る
高
き
も
の
へ
引
き
つ
け
る
強
烈
な
魅
力

を
有
っ
て
ゐ
る
」
（
⑤
’
四
六
）
と
述
べ
、
。
饗
宴
』
を
初
め
て
綴
い
た
頃
の
こ
と
、
外
交
官
志
望
の
私
が
哲
学
志
望
へ
ま
で
転
向
し

た
高
等
学
校
時
代
の
こ
と
を
思
ひ
浮
べ
て
感
慨
ふ
か
い
も
の
が
あ
る
」
（
同
前
）
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
プ
ラ
ト
ン

は
九
鬼
の
哲
学
的
営
為
の
最
も
早
い
時
期
か
ら
の
導
き
の
糸
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
思
考
様
式
が
九
鬼
の
精
神
に
消

し
難
い
刻
印
を
残
し
、
彼
の
哲
学
的
営
為
の
途
上
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
彼
の
思
索
を
形
あ
る
も
の
に
す
る
鋳
型
と
し
て
現
れ
て
く
る
の

い
で
あ
ろ
う
か
。

と
ば
な
い
が
、
「
外
来
語
所
感
」
（
昭
和
十
一
年
発
表
、
『
を
り
に
ふ
れ
て
』
所
収
）
に
お
け
る
外
来
語
の
侵
入
に
対
す
る
苛
立
ち
ぶ
り

（
、
）

を
見
れ
ば
、
九
鬼
の
日
本
的
な
も
の
へ
の
愛
着
が
い
か
に
強
い
か
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
イ
デ
ア
と
そ
の
幻
影
に
よ
る
想
起
と
い
う
樵
図
は
、
九
鬼
の
思
考
に
ぬ
ぐ
い
難
い
ほ
ど
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る

わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
九
鬼
の
武
士
道
に
関
す
る
議
論
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
背
景
に
あ
る
九
鬼
自
身
の
哲
学
者
と
し
て

の
気
質
、
傾
向
性
と
い
っ
た
も
の
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
留
学
時
代
の
「
東
洋
的
時
間
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
回
帰
的
時
間
か
ら
の
主
意
主
義
的
内
在
的
解
脱
と
い
う
形

で
九
鬼
の
武
士
道
は
現
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
の
武
士
道
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
ス
ト
ア
的
精
神
、
カ
ン
ト
主
義
と
い
っ
た
も
の
を
そ

の
契
機
と
す
る
超
俗
的
理
想
主
繊
で
あ
り
、
の
ち
の
「
日
本
的
性
格
」
に
お
け
る
山
鹿
素
行
の
士
道
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
前
者
に
お
い
て
は
永
却
回
帰
的
な
時
間
を
め
ぐ
っ
て
東
洋
の
時
間
概
念
の
特
質
が
語
ら
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
単
に
「
命

に
安
ん
ず
る
」
だ
け
で
な
く
、
運
命
を
内
面
化
し
て
生
き
る
力
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、

こ
の
武
士
道
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
九
鬼
自
身
の
精
神
の
質
と
い
っ
た
も
の
が
か
な
り
直
裁
的
に
表
面
に
出
て
い
る
と
言
え
な

ま
た
、
九
鬼
は
『
那
先
比
丘
経
』
も
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
経
」
と
い
っ
て
も
仏
説
で
は
な
く
、
。
〈
ク
ト
リ
ア
王
で
あ
る
弥
蘭

（
ミ
リ
ン
ダ
）
と
仏
教
の
学
僧
で
あ
る
那
先
（
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
）
と
の
対
論
書
で
あ
る
。
永
却
回
帰
、
輪
廻
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
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4７ 

最
後
に
九
鬼
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
『
遺
訓
』
で
あ
る
。
「
こ
の
書
を
読
ん
だ

か
読
ま
な
か
つ
た
か
で
私
の
生
涯
は
恐
ら
く
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
」
（
⑤
’
五
五
）
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
、
こ
の
書
物
へ
の
九

鬼
の
思
い
入
れ
は
強
い
。
そ
し
て
、
「
私
が
学
問
の
道
に
あ
っ
て
比
較
的
独
立
独
行
で
人
に
頼
ら
な
い
で
進
ん
で
来
た
こ
と
や
、
万
事

に
つ
け
て
世
間
を
顧
慮
し
な
い
で
自
ら
信
ず
る
と
こ
ろ
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
も
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
か
ら
学
ん
だ
ス
ト
ア
精
神
に
よ
る

の
だ
と
思
ふ
」
（
同
前
）
と
い
う
言
葉
に
出
会
う
と
き
、
九
鬼
周
造
そ
の
人
の
生
き
方
と
彼
の
語
る
武
士
道
と
が
忽
然
と
重
な
り
合
う

思
い
が
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
九
鬼
の
言
う
武
士
道
の
内
実
な
ら
び
に
彼
の
哲
学
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
九
鬼
の
武
士
道
は
彼
の
実
人
生
の
生
き
方
も
含
め
た
哲
学
者
と
し
て
の
気
質
と
い
っ
た
も
の
の
現
れ
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
九
鬼
が
武
士
道
を
問
題
に
す
る
と
き
、
真
に
歴
史
的
な
意
味
で
の
武
士
道
の
側
に
身
を
置
く
こ
と
な
く
、
常
に
自
ら

の
理
想
の
側
か
ら
発
想
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
彼
の
理
想
主
義
は
歴
史
と
い
う
結
構
に
真

に
根
ざ
す
こ
と
な
く
、
』
」
と
あ
る
ご
と
に
発
動
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
支
那
事
変
に
関
し
て
し
た
た
め
ら
れ
た
「
時
局
の
感
想
」
（
『
を
り

に
ふ
れ
て
』
所
収
）
に
お
い
て
、

（
⑤
’
五
二
）
と
述
べ
－

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

る
が
、
先
の
「
東
洋
的
時
間
に
つ
い
て
」
に
も
引
用
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
九
鬼
の
言
う
東
洋
的
時
間
概
念
の
下
敷
に
な
っ
て
い
る
書
物

で
あ
る
。
九
鬼
は
輪
廻
の
問
題
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
一
般
の
人
々
は
「
永
遠
を
想
ひ
無
窮
を
迫
ふ
こ
と
が
余
り
に
無
さ
す
ぎ
る
」

（
⑤
’
五
二
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
九
鬼
の
目
指
す
道
徳
的
理
想
主
義
が
「
永
遠
を
想
ひ
無
窮
を
迫
ふ
こ
と
」
な
し
に
は
胚
胎
し
な
い

我
々
日
本
人
は
支
那
に
勝
つ
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
哲
学
の
精
神
を
彼
等
支
那
人
に
明
確
に
教
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
武
士
道
の
形
を
取

結
語
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4８ 

と
九
鬼
が
述
べ
る
と
き
、
そ
の
言
葉
の
底
流
に
あ
る
の
は
当
時
の
状
況
に
迎
合
す
る
偏
狭
な
国
粋
主
義
で
は
な
く
、
あ
の
理
想
主
義
と

非
歴
史
性
と
の
不
幸
な
る
結
合
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
九
鬼
の
一
言
う
武
士
道
と
し
て
の
理
想
主
義
は
、
日
本
思
想
の
研
究
ば
か
り
で
な
く
彼
の
哲
学
的
営
為
の

中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
神
道
や
仏
教
を
も
含
め
た
日
本
思
想
全
体
に
対
す
る
九
鬼
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
稿

を
改
め
て
論
じ
た
い
。

つ
た
理
想
主
義
の
哲
学
を
彼
等
の
肺
鵬
に
感
銘
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等
の
祖
国
の
再
興
に
精
神
的
助
力
を
与
へ
る
こ
と
が
我
を

日
本
人
の
重
要
な
文
化
史
的
課
題
で
は
あ
る
ま
い
か

注（
１
）
九
鬼
の
文
章
の
引
用
は
岩
波
識
店
版
『
九
鬼
周
造
全
集
』
か
ら
と
し
、
引
用
文
の
あ
と
に
巻
数
と
頁
数
と
を
示
し
た
。
例
え
ば
、
③
ｌ
二
八

一
は
第
三
巻
二
八
一
頁
を
表
す
。
江
潴
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
２
）
九
鬼
の
日
本
文
化
に
対
す
る
姿
勢
に
関
し
て
は
拙
論
「
九
鬼
同
造
に
お
け
る
比
較
文
化
の
問
題
」
（
法
政
大
学
教
誕
部
「
紀
要
」
第
七
十
四

号
、
一
九
九
○
年
一
一
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
こ
の
訳
文
は
「
東
洋
的
時
間
」
か
ら
採
っ
た
も
の
だ
が
、
原
文
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
忠
実
な
翻
訳
で
あ
る
場
合
は
以
下
も
同
様
。

（
４
）
奈
良
本
辰
也
氏
は
、
成
立
期
の
武
士
の
徳
月
と
し
て
は
、
勇
敢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
強
い
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
条
件
で
あ
っ
た

と
し
、
義
家
と
貞
任
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
そ
し
て
『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
源
為
刺
を
感
嘆
さ
せ
た
敵
の
勇
者
金
子
十
郎
家
忠
の
話
を
踏
ま
え

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
為
。
「
こ
こ
に
は
、
勇
者
を
敵
な
が
ら
あ
っ
ば
れ
と
し
て
見
逃
す
気
持
と
、
敵
た
る
そ
の
勇
者
を
、
勝
利
の
の
ち

に
は
自
分
の
配
下
に
組
み
入
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
》
」
の
戦
さ
に
勝
ち
ぬ
く
ぞ
と
い
う
心
意
気
と
何
の
矛
盾
も
な
く
同
居
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
…
…
武
士
は
一
一
君
に
仕
え
ず
と
い
う
よ
う
な
倫
理
は
、
そ
の
初
期
に
鐙
い
て
は
一
一
＄
だ
出
て
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
（
『
武
士
道
の
系

譜
』
、
中
公
文
庫
、
三
一
頁
）
。
奈
良
本
氏
の
見
解
に
筆
者
も
基
本
的
に
は
賛
成
で
あ
り
、
た
と
え
義
家
と
貞
任
の
話
が
史
実
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
義
家
の
行
為
が
側
隠
の
情
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
の
余
地
は
多
い
に
残
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
九
鬼
の
思
考
を
鎧
お
っ
て

い
る
避
け
難
い
ほ
ど
の
非
歴
史
性
と
い
っ
た
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
５
）
原
文
は
漢
文
で
あ
る
が
、
九
鬼
が
用
い
た
読
薙
下
し
文
を
そ
の
歯
霊
用
い
た
。

（
⑤
’
三
八
）

Hosei University Repository



4９ 
（
６
）
『
山
鹿
素
行
』
（
『
日
本
思
想
大
系
』
一
一
一
十
二
岩
波
書
店
）
一
一
一
二
頁
。

（
７
）
同
前
、
四
五
頁
。

（
８
）
同
前
、
四
六
頁
。

（
９
）
全
集
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
偶
然
と
運
命
」
は
昭
和
十
二
年
一
月
一
一
十
三
日
に
行
っ
た
ラ
ジ
オ
識
淡
を
そ
の
ま
ま
活
字
化
し
た
も
の
の

由
で
あ
る
。
九
鬼
の
素
行
へ
の
関
心
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
素
行
へ
の
言
及
は
「
偶
然
と
運
命
」
、
「
日
本
的
性
格
」

、
、
、
、
、
、
、

以
外
に
は
な
い
。
た
だ
、
素
行
的
な
る
も
の
へ
の
関
心
と
い
う
》
」
と
に
な
る
と
、
「
日
本
的
性
格
」
に
お
い
て
も
、
吉
田
松
陰
の
「
士
規
七
則
」

か
ら
「
士
の
逆
は
義
よ
り
大
た
る
は
蕊
し
。
義
は
切
に
因
っ
て
行
わ
れ
、
勇
体
義
に
因
っ
て
提
ず
」
（
③
’
二
七
八
）
と
い
う
引
用
も
あ
っ
て
、

も
う
少
し
幅
を
持
た
せ
た
系
譜
的
な
考
察
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
梁
に
松
陰
は
六
才
に
し
て
山
鹿
流
の
兵
学
師
範
吉
田
家
を
嗣
ぎ
、
十

八
才
で
山
鹿
流
軍
学
の
免
許
皆
伝
を
受
け
、
そ
の
翌
年
独
立
の
師
範
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
素
行
と
乃
木
将
軍
と
を
結
び
つ
け
る
系

譜
も
存
在
す
る
と
言
っ
た
と
し
た
ら
、
い
さ
さ
か
突
飛
で
あ
ろ
う
か
。
乃
木
の
明
治
天
皇
に
対
す
る
殉
死
に
つ
い
て
は
本
文
で
述
べ
た
が
、
そ

の
乃
木
が
心
酔
し
て
い
た
の
が
山
鹿
素
行
で
あ
っ
た
。
乃
木
は
素
行
に
正
四
位
を
噸
る
べ
く
宮
内
省
筋
に
運
動
し
、
明
治
四
十
年
に
｝
」
と
が
成

就
し
た
際
に
は
、
牛
込
宗
三
寺
の
素
行
の
蕊
前
に
報
告
し
て
、
「
山
鹿
素
行
を
祭
る
文
」
を
読
象
あ
げ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
素
行
を
讃
え
た

巷
ゾ
カ

ア
オ
ド

あ
と
で
、
「
希
典
幼
時
師
父
ノ
教
へ
二
従
上
、
先
生
ノ
逝
著
ヲ
論
ミ
、
窃
二
高
風
ヲ
鉄
シ
、
仰
テ
以
テ
浄
武
士
ノ
典
型
ト
ナ
サ
ン
コ
ト
ヲ
期
セ
シ

ニ
…
…
」
（
『
山
鹿
素
行
』
、
『
日
本
の
名
著
』
十
一
一
、
中
央
公
論
社
、
一
二
頁
）
と
あ
る
。
乃
木
の
殉
死
が
明
治
の
終
わ
り
か
ら
大
正
に
か
け
て

の
い
わ
ゆ
る
国
民
道
徳
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
乃
木
も
素
行
の
｝
」
と
を
鬮
粋
的
な
国
民
道
徳
論
の
系
譜

に
お
い
て
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
九
鬼
が
こ
の
素
行
ｌ
乃
木
と
い
う
系
譜
に
ど
れ
繕
ど
倒
覚
的
に
接
し
て
い
た
か
健
定
か
で
は
な
い
が
、

九
鬼
が
生
き
た
時
代
（
明
治
国
家
の
発
展
期
か
ら
大
東
亜
戦
争
へ
）
を
考
え
る
と
、
九
鬼
も
ま
た
時
代
の
子
で
あ
っ
た
と
い
う
感
が
深
い
。

（
、
）
本
文
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
『
「
い
き
」
の
機
造
』
（
決
定
積
）
に
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
「
「
い
き
」
の
織
造
」
（
－
，
思
想
」
誌
掲
戦
稿
）
、

「
「
い
き
」
の
本
質
」
（
準
術
稿
）
と
い
う
二
つ
の
テ
キ
『
〈
卜
が
存
在
す
る
。
坂
部
恵
氏
は
こ
れ
ら
の
結
論
部
分
の
叙
述
に
関
し
て
、
決
定
穂
と

「
思
想
」
誌
掲
救
稿
・
準
伽
稲
と
の
間
に
は
麺
大
な
差
異
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
。
い
き
」
が
民
族
の
特
殊
的

な
存
在
規
定
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
軌
を
一
に
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
準
備
積
と
思
想
錫
域
稿
が
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
異
文
化
と
の
開
か
れ

た
二
元
的
な
緊
張
関
係
な
い
し
独
立
の
二
元
の
邊
遁
の
関
係
の
う
ち
に
講
い
て
捉
え
、
そ
の
移
出
な
い
し
移
植
の
可
能
性
に
つ
い
て
す
ら
、
積

極
的
に
語
る
の
に
た
い
し
て
、
決
定
稲
ほ
、
も
は
や
そ
の
二
元
的
な
緊
張
を
大
禰
に
失
っ
て
、
む
し
ろ
（
シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ー
ー
ズ
ム
と
い
わ
ぬ
童
で

も
、
そ
れ
へ
の
耐
性
の
き
わ
め
て
低
い
）
閉
釧
的
な
文
化
特
殊
主
義
な
い
し
単
な
る
文
化
的
ナ
シ
国
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
傾
斜
を
あ
き
ら
か
に
見
せ

る
の
で
あ
る
」
（
「
九
鬼
鬮
造
の
世
界
ｌ
『
「
い
き
」
の
祷
造
』
ｌ
」
〈
「
ア
ス
テ
イ
ォ
ン
」
第
十
一
号
、
一
九
八
九
年
冬
、
一
二
二
賀
〉
・
坂
部

氏
の
言
う
よ
う
に
、
各
テ
キ
ス
ト
を
比
較
す
る
と
い
う
課
題
が
十
分
に
成
り
立
つ
が
、
今
回
は
プ
ラ
ト
ソ
の
イ
デ
ア
説
と
の
関
係
と
い
う
点
に
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（
ｕ
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
で
あ
る
が
、
「
伝
統
と
進
取
」
と
い
う
未
発
表
随
筆
の
中
で
、
自
分
が
ひ
た
す
ら
伝
統
の
匂
い
を
か
い
で
事
足
れ
り
と

す
る
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
非
難
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
点
は
私
は
全
面
的
に
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
『
「
い

き
」
の
溝
造
』
を
書
い
た
頃
は
マ
ル
ク
ス
主
義
全
盛
の
頃
で
ｙ
私
は
四
面
楚
歌
の
感
が
あ
っ
た
。
数
年
経
っ
て
「
外
来
語
所
感
」
を
発
表
し
た

こ
う
ど
う

こ
の
ご
ろ
は
、
外
囲
の
事
情
が
全
く
反
対
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
或
る
読
者
に
は
私
が
現
時
流
行
の
日
本
主
義
に
阿
諌
荷
台
す
る
か
の
や
う
な
感

を
与
へ
た
か
も
知
れ
な
い
。
『
「
い
き
」
の
樵
造
』
か
ら
「
外
来
語
所
感
」
に
至
る
ま
で
私
に
あ
っ
て
は
同
一
の
信
念
の
同
一
の
流
れ
で
あ
る
。

変
化
し
た
の
は
外
囲
の
事
情
で
あ
る
」
（
⑤
’
二
○
八
）
。
鯖
そ
ら
く
九
鬼
は
生
涯
、
日
本
的
な
る
も
の
に
対
す
る
熱
烈
な
る
エ
ロ
ス
を
持
ち
続

け
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
エ
ロ
ス
が
決
し
て
偏
狭
な
日
本
主
裟
に
傾
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
注
（
２
）
の
拙
稿
で
論
じ
て
お
い
た
。

（
辺
）
こ
の
中
で
本
文
の
文
脈
に
沿
う
も
の
と
し
て
言
及
し
た
の
は
以
下
の
三
冊
で
あ
る
が
、
他
の
四
冊
は
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
『
小
さ
き
花
』
、
デ

カ
ル
ト
『
方
法
奴
説
員
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
形
而
上
学
入
門
』
、
藤
原
籏
成
『
歌
経
標
式
』
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
九
鬼
の
思
想
の
系
譜
を
論
ず
ろ
際

に
重
要
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
鰯
、
そ
の
点
に
関
す
る
論
述
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

話
を
し
ぼ
る
た
め
、
全
体
の
論
の
迦
ぴ
と
の
関
係
に
お
い
て
諭
旨
の
明
快
さ
を
欠
く
決
定
稲
よ
り
も
、
「
思
想
」
誌
掲
戦
稿
の
方
か
ら
引
用
す

る
こ
と
に
し
た
。
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