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藤
本
（
畠
山
）
箕
山
は
新
町
評
判
記
『
増
草
』
（
満
散
利
久
佐
）
ｌ
明
暦
二
年
夏
開
板

ｌ
序
で
次
の
よ
う
に
先
行
二
書
を
論
難
し
た
。
先
行
二
書
と
は
、
『
嶋
原
集
』
（
桃
源

集
）
、
『
難
波
物
語
』
の
島
原
評
判
記
を
指
す
。

た
う
げ
ん
し
う

人
髪
に
、
遊
女
の
し
な
を
書
た
る
物
と
て
、
嶋
原
集
、
難
波
物
語
な
ど
い
ひ
て
。
わぶん

ら
は
く
の
。
も
て
あ
り
く
草
紙
を
承
る
に
、
前
集
は
（
中
略
）
こ
と
ば
か
た
く
、
文

謝
ふ
つ
上
か
な
り
。
こ
と
に
、
狂
歌
な
ど
は
、
ゑ
ち
を
も
し
ら
ず
。
む
さ
と
、
い
ひ

出
た
る
物
な
れ
ば
。
よ
し
あ
し
の
さ
た
に
及
ば
ず
、
又
狂
歌
に
な
ら
べ
、
本
歌
を
か

き
そ
へ
た
る
は
、
何
ご
と
そ
や
、
此
本
歌
を
し
ら
ぬ
程
の
も
の
は
。
た
と
ひ
、
古
歌

を
よ
く
翻
案
し
た
れ
ぱ
と
て
。
そ
の
あ
ぢ
わ
ひ
を
。
わ
か
ち
し
ら
ん
や
。
こ
れ
を
も

っ
て
、
文
盲
な
る
事
な
り
。
狂
詩
、
後
序
も
、
次
に
い
ら
ぬ
事
な
り
。
こ
れ
ら
の
俗

も
ん
じ
く
た
う

書
を
手
に
ふ
れ
ん
者
、
文
字
の
つ
ｒ
き
・
句
読
の
し
な
。
豈
、
わ
き
ま
へ
し
ら
ん

や
。
当
道
す
こ
し
も
。
し
ら
ぬ
者
の
。
な
す
わ
ざ
な
れ
ば
、
是
非
に
を
よ
ば
ざ
る
次

第
な
り
、
後
集
難
波
物
語
は
。
あ
ら
ま
し
、
道
を
聞
は
つ
り
た
る
者
の
。
書
た
る
物

な
り
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
。
此
書
の
大
意
。
当
道
を
。
む
さ
と
し
か
り
。
い
ま
し

め
て
。
な
に
ご
と
も
。
い
つ
は
り
な
り
、
お
そ
ろ
し
き
道
な
り
と
。
ば
か
り
至
極
せ

り
。
そ
れ
は
大
む
ね
。
た
れ
も
心
え
た
る
。
こ
と
な
り
、
そ
の
こ
こ
ろ
な
ら
ば
、
此

と
う
な
ん

書
を
書
き
て
も
、
何
か
は
せ
ん
、
嶋
難
の
両
集
と
も
に
、
批
判
の
こ
と
ば
。
け
い
せ

い
の
悪
事
悪
相
、
こ
上
を
蕊
ど
か
き
出
し
た
り
。
ｖ

箕
山
が
「
嶋
難
の
両
集
」
論
難
の
筆
を
執
っ
た
の
は
明
暦
元
年
十
二
月
上
旬
で
あ
り
、

ﾛ■■■■

美
遊
の
論
理
序
説

ｌ
『
色
道
大
鏡
』
の
美
学
Ｉ

『
嶋
原
集
』
の
刊
行
年
は
明
暦
元
年
春
と
推
定
さ
れ
（
小
野
晋
編
著
晶
雛
遊
女
評
判
記

集
』
研
究
篇
）
、
『
難
波
物
語
』
ま
た
明
暦
元
年
中
夏
、
『
嶋
原
集
』
に
踵
を
接
し
て
の

刊
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
時
を
移
さ
ず
の
批
難
で
あ
り
、
敏
速
な
批
評
行
為
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
遊
女
評
判
記
に
お
け
る
論
難
返
答
は
、
小
野
晋
氏
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
前
掲
書
）
、
一
般
的
風
潮
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
、
「
尺
八
の

ょ
に
き
こ
へ
・
三
筋
の
糸
の
よ
り
，
Ｉ
、
に
。
絶
ぬ
か
た
ち
人
も
。
こ
れ
か
れ
、
よ
き
と
こ

ろ
。
あ
し
ぎ
と
こ
ろ
。
た
が
ひ
に
な
ん
あ
り
け
る
」
（
『
嶋
原
集
』
序
）
、
「
か
の
か
た
の

め
ん
０
Ｊ
、
の
す
が
た
、
心
の
を
と
り
ま
さ
り
、
一
々
に
、
御
も
の
が
た
り
侍
く
れ
か
し
」

た
う
げ
ん
し
う

（
『
難
波
物
語
』
）
、
「
遊
女
の
し
な
を
書
た
る
物
と
て
、
嶋
原
集
、
難
波
物
語
な
ど
い

ひ
て
。
」
（
『
増
草
』
序
）
の
言
辞
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
遊
女
の
容
姿
才
芸
の
批
評

が
評
判
記
と
呼
称
さ
れ
る
草
紙
の
眼
目
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
評
価
に
客
観
性
を
得
難

く
、
論
難
の
書
の
出
現
は
当
然
と
も
言
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
嶋
原
集
』
は

「
難
桃
源
集
を
待
な
る
べ
し
。
」
と
序
に
そ
の
出
現
を
予
期
し
て
い
た
し
、
事
実
『
増

草
』
は
そ
の
予
期
通
り
に
出
現
し
、
『
増
草
』
自
体
が
刊
行
直
後
に
「
難
増
草
」
と
も
言

え
る
『
美
夜
古
物
語
』
の
出
現
を
承
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
箕
山
の
論
難
は
、
こ
う
し
た
風
潮
の
一
般
性
や
好
悪
の
趣
味
性
か
ら
の
褒
疑

と
対
時
す
る
、
自
己
の
生
存
そ
の
も
の
の
あ
り
か
た
の
認
識
か
ら
発
し
た
批
評
意
識
の
営

為
に
よ
る
。
彼
の
生
存
認
識
と
批
評
意
識
の
実
体
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
『
増

草
』
序
に
自
ら
語
る
次
の
二
つ
の
文
章
が
如
実
に
そ
れ
を
明
か
し
て
く
れ
る
。

(上）

八
わ
れ
こ
の
道
に
入
て
。
世
間
退
出
の
身
と
な
る
事
。
狂
人
に
ひ
と
し
く
、
世
の
入

お
も
へ
り
。
た
と
ひ
ぱ
。
鳥
魚
は
、
林
水
に
あ
か
ず
。
そ
の
こ
こ
ろ
あ
ら
ね
ば
。
そ

三
浦
邦
夫

、

（
昭
和
四
十
八
年
十
月
三
日
受
理
）
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箕
山
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
野
間
光
辰
氏
の
「
藤
本
箕
山
の
生
涯
」
、
「
箕
山
『
大

鏡
』
の
完
本
に
つ
い
て
」
（
野
間
光
辰
編
著
『
轆
色
道
大
鏡
』
所
収
）
に
詳
し
い
。
詳
細

は
こ
れ
に
譲
る
が
、
右
の
序
の
文
章
は
特
筆
す
べ
き
告
白
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
寛
永
期

に
富
裕
な
町
人
の
家
庭
に
生
れ
、
若
く
し
て
父
母
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
家
督
を
相

続
し
、
世
を
渡
る
業
に
心
労
の
な
い
身
と
し
て
、
人
生
の
将
来
性
を
予
約
さ
れ
て
い
な
が

ら
、
彼
に
町
人
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
る
べ
き
「
世
俗
の
業
法
」
と
「
さ
い
し
け
ん
ぞ
く
」

は
か
き
よ
こ
く

と
を
放
棄
さ
せ
、
「
破
家
去
国
」
（
『
増
草
』
序
。
父
の
代
か
ら
の
京
都
居
住
を
破
産
に

よ
っ
て
棄
て
、
大
阪
移
住
の
余
儀
な
き
に
立
ち
至
っ
た
の
は
、
少
く
と
も
正
保
三
、
四
年

頃
と
野
間
氏
は
推
定
し
て
お
ら
れ
る
ｌ
前
掲
論
文
）
「
世
間
退
出
の
身
」
と
な
し
た
も
う

●
●

一
つ
の
現
実
世
界
に
彼
を
投
企
さ
せ
、
「
世
間
退
出
の
身
と
な
る
事
」
（
傍
点
筆
者
）
を

自
ら
選
び
自
ら
に
引
き
受
け
た
こ
と
の
表
明
が
あ
る
。

「
破
家
去
国
」
と
し
て
町
人
の
「
世
間
」
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
人
と
し

て
あ
る
こ
と
の
、
ま
た
、
町
人
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
る
た
め
の
「
世
間
」
を
喪
失
し
な
が

ら
、
そ
れ
を
回
転
装
置
に
し
て
、
「
世
俗
の
業
法
」
と
「
さ
い
し
け
ん
ぞ
く
」
と
言
う

「
世
間
」
の
原
理
を
積
極
的
に
放
棄
す
る
こ
と
で
、
逆
に
「
世
間
退
出
の
身
と
な
る
」
生

存
を
選
択
す
る
こ
と
で
そ
れ
は
あ
っ
た
か
ら
、
「
世
間
」
の
日
常
的
論
理
か
ら
承
れ
ば
、

ざ
い
（
マ
マ
）
れ
つ
ざ

八
十
三
歳
の
あ
き
よ
り
。
此
ゑ
ち
に
列
座
し
て
。
ふ
り
そ
で
の
下
よ
り
。
手
を
し

め
。
目
ぐ
は
せ
な
ど
に
、
も
ま
れ
て
。
翌
年
の
す
ゑ
よ
り
。
ゑ
づ
か
ら
、
脚
灘
雛
批
識

じ
つ
ぶ

の
実
否
を
た
だ
す
。
か
る
が
ゆ
へ
に
。
わ
れ
世
に
出
て
三
十
年
、
道
を
見
る
事
十

ゆ
う

だ
ん
せ
き
？
守
）
し
ゆ
り
し
か
う
し
て

有
八
年
。
旦
夕
断
絶
な
く
。
修
し
て
、
当
道
至
極
の
理
を
し
る
。
而
我
こ
の
道
を

た
て
と
き
に

立
て
。
は
じ
め
て
、
こ
れ
を
色
道
と
名
づ
く
。
干
時
、
ゑ
づ
か
ら
お
は
っ
て
の
ち
。

ぱ
う
じ
ん

た
れ
か
、
色
道
の
開
基
と
な
っ
て
。
若
輩
の
妄
人
を
し
め
さ
ん
や
。
ｖ

力

の
こ
こ
ろ
を
し
ら
ざ
る
。
た
ぐ
ひ
鍬
。
ま
た
、
さ
い
し
け
ん
ぞ
く
を
。
も
ち
て
、
世

‐
げ
う
ぱ
う

を
む
さ
ぼ
る
こ
こ
ろ
の
ゑ
あ
ら
ぱ
、
い
か
で
か
、
世
俗
の
業
法
に
も
れ
ん
や
。
た

だ
、
わ
れ
ひ
と
り
。
か
た
ち
を
風
雲
に
な
ぞ
ら
へ
、
身
を
草
葉
の
露
に
を
く
。
（
中

け
い
し
ん
じ
よ
く
せ

略
）
こ
の
道
に
い
た
り
、
軽
身
を
す
て
ん
事
。
何
お
し
む
く
け
ん
や
。
濁
世
の
風

ほ
む
（
マ
マ
）

俗
、
誉
る
と
も
。
よ
ろ
こ
ば
し
・
そ
し
る
と
も
、
か
な
し
ま
じ
。
た
の
も
し
き
か
な

ｊ
ｒ
、
、
当
道
に
お
い
て
は
、
一
天
四
海
を
。
た
な
ご
こ
ろ
の
。
う
ち
に
。
お
さ
め
を

き
た
り
。
ｖ

そ
の
生
存
は
ま
さ
に
「
狂
人
」
の
あ
り
か
た
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
箕
山
は
、
自
ら
選

択
し
た
、
だ
が
「
世
間
」
誹
諦
の
あ
り
か
た
に
、
「
軽
身
を
す
て
ん
事
。
何
お
し
む
く
け

ん
や
」
と
断
言
し
て
障
ら
な
い
。
こ
の
昂
然
た
る
語
調
は
、
「
烏
魚
は
林
水
に
あ
か
ず
。

そ
の
こ
こ
ろ
に
あ
ら
ね
ば
、
そ
の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
し
ら
ざ
る
。
た
ぐ
ひ
鍬
。
」
と
言
わ
し

む
る
厳
然
た
る
も
う
一
つ
の
生
存
の
原
理
ｌ
「
世
間
」
の
原
理
と
対
時
し
、
さ
ら
に
は
そ

れ
を
否
定
、
飛
散
し
去
る
別
個
の
原
理
が
あ
る
こ
と
へ
の
確
信
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

恐
ら
く
、
こ
の
生
存
の
原
理
が
成
り
立
ち
得
た
瞬
間
か
ら
、
「
狂
人
」
と
言
う
他
者
の
存

在
が
既
存
秩
序
に
対
時
し
て
主
張
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
他
者
が
「
世
間
」
を

批
評
で
き
る
可
能
性
と
し
て
の
聖
性
を
獲
得
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
世
間
」
原
理
と

し
て
の
「
世
俗
の
業
法
」
と
「
さ
い
し
け
ん
そ
く
」
は
、
金
銀
に
象
徴
さ
れ
る
財
産
の
蓄

積
と
、
そ
れ
を
相
続
し
維
持
蓄
殖
す
る
た
め
の
家
と
を
指
示
す
る
。
そ
れ
故
に
、
蓄
財
の

無
限
消
費
と
し
て
、
そ
の
結
果
の
破
産
「
破
家
」
と
し
て
、
「
世
間
」
原
理
を
崩
壊
し
去

る
も
う
一
つ
の
存
在
原
理
は
、
前
者
の
原
理
を
遵
守
し
て
町
人
で
あ
る
こ
と
を
維
持
し
て

い
こ
う
と
す
る
「
世
間
」
の
日
常
性
に
と
っ
て
は
、
「
邪
悪
の
た
は
ぶ
れ
」
（
『
増
草
』

序
）
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
悪
の
原
理
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
箕
山
は
こ
の
悪
の
原

理
を
真
実
の
原
理
に
回
転
さ
せ
る
こ
と
に
情
念
を
燃
焼
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

と
箕
山
は
言
う
。
つ
ま
り
、
「
破
家
去
国
」
と
言
う
「
世
間
」
原
理
の
崩
壊
の
結
果
を

「
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
ざ
し
」
に
貫
か
れ
た
「
道
を
わ
き
ま
へ
し
る
」
究
極
的
目
的
の
た
め

に
、
逆
に
積
極
的
に
そ
の
原
理
（
右
の
文
で
は
「
金
銀
」
の
語
で
言
明
さ
れ
て
い
る
）
を

棄
却
し
て
、
意
志
的
求
道
的
営
為
に
転
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
棄
却
し
た
原
理
に
取

っ
て
替
わ
る
原
理
と
な
し
得
る
こ
と
へ
の
志
向
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
に
お
い
て
、
意
志
的

求
道
的
な
る
が
故
に
、
「
世
間
」
原
理
に
替
っ
て
生
存
そ
の
も
の
の
存
在
根
拠
を
開
示
す

る
こ
と
へ
導
く
は
ず
の
「
道
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
箕
山
の
言
に
従
え
ば
、
そ
れ
は

Ａ
こ
こ
か
し
こ
と
、
こ
ひ
わ
た
れ
ば
。
ひ
ょ
う
き
ん
と
号
し
て
。
う
は
べ
ば
か
り
に

●

も
て
な
し
。
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
ざ
し
に
、
う
け
ず
。
ｖ
（
『
増
草
』
序
）

八
な
く
て
の
人
。
当
道
は
（
中
略
）
金
銀
の
。
ち
か
ら
に
よ
っ
て
、
道
を
わ
き
ま
へ

ば
か
・
き
よ
こ
〆
、

し
る
や
う
に
お
も
へ
り
。
を
ろ
か
な
る
か
な
。
破
家
去
国
の
身
と
な
り
て
も
。
こ
こ

は
く
ぢ
て
い
げ
ど
う
に

ろ
を
つ
け
ず
し
て
。
道
に
長
じ
ぬ
る
人
。
薄
地
底
下
の
童
児
に
お
な
じ
。
ｖ
（
右

同
）

６
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「
当
道
」
の
「
至
極
の
理
」
で
あ
７
、
「
恋
慕
対
談
」
に
列
座
し
「
道
を
見
る
事
十
有
八

年
」
の
体
験
の
累
積
か
ら
体
系
化
さ
れ
普
遍
化
さ
れ
た
「
理
」
な
の
で
あ
る
。
「
道
」
の

語
に
は
へ
こ
う
し
・
た
箕
山
の
意
識
が
如
実
に
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
当

道
」
、
「
こ
の
道
」
の
謂
は
「
色
道
」
（
好
色
の
道
）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
さ

し
く
、
「
恋
慕
対
談
」
の
さ
中
、
そ
の
「
実
否
を
た
だ
」
し
、
「
理
」
と
し
て
の
体
系
化

を
企
て
る
過
程
で
獲
得
し
て
い
っ
た
好
色
へ
の
内
な
る
眼
が
な
し
た
言
葉
で
あ
る
。
先
行

二
書
へ
の
論
難
は
こ
の
内
な
る
眼
か
ら
の
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
『
増
草
』
遊
女
評
で
、
小
太
夫
の
情
の
深
さ
を
「
あ
ま
り
あ
だ
ノ
、
し
き
と

思
ふ
ほ
ど
の
心
」
と
判
じ
な
が
ら
、
「
此
あ
だ
し
き
こ
と
を
、
し
か
る
べ
か
ら
ぬ
や
う

に
」
批
難
し
た
者
の
言
に
つ
い
て
、
小
太
夫
が
「
な
が
れ
の
身
こ
そ
幸
な
れ
。
心
ざ
し
あ

る
と
い
ふ
人
だ
に
あ
ら
ぱ
、
い
か
に
そ
の
心
ざ
し
を
む
な
し
う
せ
ん
や
。
た
と
ひ
偽
て
も

い
へ
、
我
は
を
ろ
そ
か
に
は
き
か
ず
」
と
常
に
語
っ
て
い
た
と
言
う
言
葉
を
援
用
し
て
、

小
太
夫
「
あ
だ
し
き
こ
と
」
へ
の
批
難
は
「
当
道
わ
き
ま
へ
ぬ
心
よ
り
、
い
へ
る
な
る
べ

し
。
け
い
せ
い
た
る
者
の
。
あ
だ
し
心
な
か
ら
ん
は
。
公
家
に
奇
学
な
く
。
も
の
の
ふ
の

武
勇
あ
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
」
と
批
評
す
る
。
「
あ
だ
し
心
」
Ｉ
浮
気
心
、
真
実
の
無
さ

は
、
遊
女
が
遊
女
で
あ
る
こ
と
の
実
体
で
あ
り
、
「
た
と
ひ
偽
て
も
い
へ
」
「
心
ざ
し
あ

る
と
い
ふ
人
だ
に
あ
ら
ぱ
」
そ
の
志
を
広
く
迎
え
入
れ
る
心
情
の
深
さ
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
西
鶴
が
『
諸
艶
大
鑑
』
（
巻
五
の
三
、
死
な
ぱ
諸
共
の
木
刀
）
で
描
き
出
し
て
見

せ
た
遊
女
若
山
と
半
留
の
あ
り
か
た
を
想
起
す
れ
ば
、
箕
山
の
小
太
夫
評
は
了
解
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。

半
留
は
、
若
山
が
寄
せ
る
愛
を
真
実
で
あ
る
と
信
じ
な
が
ら
、
な
お
そ
れ
に
確
か
さ
を

求
め
る
が
故
に
、
心
中
を
擬
装
し
て
ま
で
も
そ
れ
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
半
留
心
中
の

申
し
出
に
応
え
た
時
、
若
山
は
既
に
遊
女
で
あ
る
こ
と
を
捨
て
た
一
人
の
実
の
女
で
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
れ
を
も
半
留
は
拒
否
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。
遊
女
に
実
の
女
の
心
性
を
求
め

た
時
点
か
ら
愛
の
真
実
性
に
対
し
て
疑
惑
と
不
信
の
奈
落
へ
陥
っ
た
半
留
の
姿
を
こ
こ
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
好
色
Ｉ
遊
興
は
こ
こ
で
終
焉
す
る
。

「
世
間
」
原
理
に
反
し
て
、
遊
女
で
あ
る
こ
と
の
心
性
は
浮
気
と
言
う
一
人
へ
の
愛
の

真
実
の
無
さ
に
お
い
て
愛
の
情
の
深
さ
を
賛
美
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
実
体
を
得
る
。
そ
れ
が

好
色
Ｉ
遊
興
の
真
理
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
心
性
の
了
解
の
上
に
好
色
Ｉ
遊
興
は
成
立

す
る
ｐ

箕
山
が
島
原
の
八
千
代
に
言
及
し
て
、
「
嶋
原
集
の
ほ
め
や
う
不
足
な
り
。
難
波
物
語

の
批
難
心
外
な
り
。
き
つ
く
わ
い
也
・
」
と
鳩
難
二
書
を
、
特
に
『
難
波
物
語
』
の
八
千

代
評
を
批
難
し
た
理
由
は
、
遊
女
の
こ
の
心
性
に
対
す
る
評
価
基
準
に
「
世
間
」
原
理
が

顔
を
覗
か
せ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
（
１
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
『
美
夜
古
物

語
』
が
好
色
Ｉ
遊
興
の
実
体
を
「
と
か
く
わ
き
よ
り
を
し
は
か
る
に
を
よ
ば
ぬ
承
ち
成
く

し
」
と
論
定
し
た
こ
と
は
、
‘
言
っ
て
承
れ
ば
、
「
わ
き
」
ｌ
「
世
間
」
の
原
理
の
適
用
を

拒
絶
す
る
別
個
個
有
の
原
理
が
そ
れ
に
は
働
い
て
い
る
事
態
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
お
り
、
遊
女
評
判
記
一
般
の
性
格
を
「
お
ほ
く
は
す
い
り
や
う
。
又
は
人
に
た
づ

ね
て
ぞ
か
か
ん
ず
ら
め
（
中
略
）
人
だ
の
め
に
か
く
は
。
ま
こ
と
成
こ
と
。
す
ぐ
な
か
る

く
し
。
」
と
批
判
し
た
の
は
、
先
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
が
、

こ
の
批
判
を
裏
返
す
な
ら
ば
、
「
ま
こ
と
成
こ
と
」
を
評
判
す
る
こ
と
の
絶
対
的
不
可
能

と
、
敢
て
そ
れ
を
な
す
に
は
絶
え
ざ
る
体
験
の
累
積
と
、
そ
れ
に
裏
づ
け
ら
れ
た
好
色
Ｉ

遊
興
の
普
遍
性
の
認
識
の
要
求
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
箕
山
の
営
為
は
『
美
夜
古
物
語
』

の
絶
対
的
不
可
能
事
と
し
た
こ
と
の
実
践
で
あ
り
、
嶋
難
二
書
論
難
は
こ
の
実
践
か
ら
得

た
「
わ
き
」
な
ら
ざ
る
眼
、
つ
ま
り
内
な
る
眼
か
ら
の
批
評
行
為
で
あ
る
と
断
言
し
う

ヲ
（
》
Ｏ
（
○
⑫
）

と
こ
ろ
で
、
「
破
家
去
国
」
へ
の
危
機
を
確
実
に
孕
む
好
色
Ｉ
遊
興
へ
の
耽
溺
と
、
求

道
的
営
為
と
し
て
生
存
の
存
在
根
拠
へ
超
脱
す
る
こ
と
と
は
、
こ
の
状
態
の
ま
ま
で
は
、

背
理
で
し
か
な
い
。
ま
た
「
破
家
去
国
」
の
結
果
、
「
世
間
」
か
ら
捨
て
ら
れ
「
狂
人
」

と
誹
誇
さ
れ
た
そ
の
「
世
間
」
を
「
濁
世
」
「
凡
俗
」
と
見
倣
し
て
逆
に
切
り
返
し
、

「
世
間
退
出
」
「
軽
身
」
に
仏
教
的
求
道
を
志
向
す
る
脱
俗
性
を
装
っ
た
と
し
て
も
、
先

述
の
両
者
は
決
し
て
同
一
で
あ
り
得
ず
、
外
見
上
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
留
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
性
愛
の
真
実
性
を
虚
構
し
、
技
巧
し
た
「
恋
慕
対
談
」
を
遊
興
と
し
て
遊
ぶ
な
か

で
、
虚
構
の
真
実
性
の
「
実
否
を
た
だ
す
」
こ
と
自
体
空
虚
な
矛
盾
で
あ
り
、
た
か
だ
か

技
巧
の
巧
拙
を
「
た
だ
す
」
結
末
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
背
理
矛

盾
を
敢
て
犯
さ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
好
色
Ｉ
遊
興
の
生
ゑ
出
す
虚
構
さ
れ
た
真
実
性
が
持
つ

鰻
惑
と
、
こ
の
癩
惑
性
に
背
理
矛
盾
の
融
解
を
感
覚
さ
せ
求
道
的
超
脱
を
夢
想
さ
せ
ず
に

は
お
か
ぬ
真
実
性
の
力
と
が
「
色
道
」
の
言
葉
の
根
源
に
息
づ
い
て
い
る
。
箕
山
が
『
増

草
』
の
序
を
「
い
か
ほ
ど
も
。
ゆ
か
し
。
な
つ
か
し
と
。
お
も
は
る
坐
ぞ
、
当
道
の

ほ
ん
い

本
意
な
る
べ
き
」
と
そ
れ
故
に
結
語
し
、
西
鶴
に
「
世
界
の
偽
か
た
ま
っ
て
ひ
と
つ
の
美

遊
と
な
れ
り
」
（
『
西
鶴
置
土
産
』
序
）
と
言
わ
し
め
た
の
も
好
色
Ｉ
遊
興
の
孕
む
背
理
矛

盾
が
生
承
出
し
た
美
学
の
故
で
あ
っ
た
。
箕
山
は
こ
の
故
に
「
色
道
」
の
名
の
下
に
求
道

的
超
脱
を
し
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
実
と
し
て
『
色
道
大
鏡
』
と
言

う
「
類
の
な
い
色
道
百
科
事
典
」
（
『
杲
の
「
道
」
‐
そ
の
源
流
と
展
開
息
蕊
一
》



10

編
所
収
「
色
道
大
鑑
」
松
田
修
）
を
完
成
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
志
す
と
こ
ろ
の
珍

し
さ
と
こ
れ
に
捧
げ
ら
れ
た
努
力
の
真
筆
な
点
と
に
於
て
、
天
下
稀
に
見
る
書
」
（
阿
部

次
郎
著
『
徳
川
時
代
の
芸
術
と
社
会
』
）
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
企
て
の
成
就
の
た
め
に
、
島
原
、
新
町
の
象
な
ら
ず
「
或
は
関
東

に
わ
し
り
、
或
は
中
国
よ
り
九
州
に
わ
た
り
、
其
郭
辺
に
経
歴
し
て
所
々
の
風
儀
を
う
か

が
」
（
『
色
道
大
鏡
』
凡
例
）
い
、
「
六
条
の
過
し
む
か
し
は
、
古
老
の
達
人
に
事
を
尋

ね
て
」
（
同
上
）
「
時
節
の
う
つ
る
に
し
た
が
ひ
、
風
俗
も
か
は
り
も
て
行
ぱ
、
是
を
く

わ
し
く
わ
き
ま
へ
し
ら
ん
が
た
め
に
、
人
の
そ
し
り
を
か
へ
り
見
ず
、
老
年
に
い
た
る
ま

で
、
当
道
に
立
ち
ま
じ
り
、
諸
郭
を
め
ぐ
」
（
同
上
）
っ
て
、
生
涯
を
か
け
て
蕩
尽
し
た

情
熱
ｌ
「
狂
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
道
」
と
し
て
体
系
化
普
遍
化
し
よ

う
と
し
て
「
経
歴
」
す
る
行
動
そ
の
も
の
が
箕
山
の
生
存
の
意
義
で
あ
り
、
「
道
」
へ
の

超
脱
で
あ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
結
果
と
し
て
成
立
し

た
『
色
道
大
鏡
』
が
「
当
道
教
調
の
端
と
も
是
を
見
給
ふ
く
し
」
（
同
上
）
と
も
意
識
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
道
」
と
し
て
超
脱
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
好
色
Ｉ
遊
興
は
そ
の

背
理
矛
盾
の
生
む
擢
惑
と
真
実
性
を
喪
失
し
、
棄
却
し
た
は
ず
の
「
世
間
」
原
理
に
案
外

簡
単
に
密
着
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
面
を
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
点
に
「
色
道
開
祖
を
も
っ
て
自
任
す
る
彼
自
身
が
、
実
は
、

世
間
的
な
好
色
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
」
（
『
日
本
の
「
道
」
』
松
田
修

氏
前
掲
論
文
）
と
の
批
評
が
な
さ
れ
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
色
道
」
の
確
立
へ
と
箕
山
を
駆
り
立
て
た
好
色
Ｉ
遊
興
は
い
か
な

る
原
理
か
ら
「
美
遊
」
と
し
て
の
獺
惑
と
真
実
性
を
獲
得
す
る
の
か
、
こ
の
た
め
に
は

『
色
道
大
鏡
』
で
ど
の
よ
う
に
体
系
化
を
企
て
よ
う
と
し
た
の
か
の
あ
り
か
た
を
、
そ
の

過
程
を
追
跡
し
つ
つ
、
『
色
道
大
鏡
』
の
記
述
そ
の
も
の
か
ら
解
明
す
る
の
が
最
良
の
方

途
で
あ
ろ
う
。

註

て
い

（
１
）
『
難
波
物
語
』
八
千
代
評
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
顔
ち
い
さ
く
、
躰
び
ら
つ

り

き
、
の
っ
し
り
と
し
た
る
所
な
し
、
心
だ
て
、
わ
る
利
こ
ん
に
し
て
、
こ
な
た
の

ち
い
ん
の
事
を
、
あ
な
た
の
知
音
に
か
た
ら
る
坐
事
、
つ
上
ぬ
か
し
也
、
は
り
す

ぐ
な
く
て
、
い
き
も
た
ら
ず
、
け
い
は
く
な
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
て
、
ま
づ
人
の

す
ぐ
風
也
」

（
２
）
箕
山
の
内
な
る
眼
に
対
し
て
「
わ
き
」
か
ら
の
眼
と
言
う
の
は
、
先
蹴
で
あ
る

小
太
夫
評
判
の
批
判
を
通
じ
て
箕
山
が
提
示
し
た
「
あ
だ
し
心
」
は
、
遊
客
が
遊
女
に

求
め
る
遊
女
で
あ
る
こ
と
の
基
本
的
Ｉ
理
想
的
要
件
で
あ
る
の
は
意
味
深
い
。

「
心
ざ
し
あ
る
と
い
ふ
人
だ
に
あ
ら
ぱ
」
そ
の
全
て
の
人
の
志
に
真
実
の
愛
情
を
も
っ

て
深
く
広
く
応
え
報
い
る
心
性
は
、
「
世
間
」
の
観
念
が
肯
定
す
る
唯
一
人
の
志
に
捧
げ

る
純
粋
な
愛
情
の
も
つ
真
実
性
と
の
同
質
を
求
め
ら
れ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
世
間
」
観

念
を
排
除
す
る
こ
と
を
も
要
件
と
し
て
い
る
。
言
っ
て
承
れ
ば
、
純
粋
で
真
実
で
あ
る
こ

と
が
不
実
で
浮
気
で
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
が
「
あ
だ
し
心
」
の
構
造

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
背
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
遊
客
の
求
め
る
遊
女
で
あ
る

こ
と
の
基
本
的
１
理
想
的
要
件
で
あ
る
こ
と
は
、
遊
女
に
愛
情
の
真
実
さ
に
お
い
て
一
人

の
「
世
間
」
の
女
で
あ
る
こ
と
の
役
を
演
じ
さ
せ
、
か
つ
、
「
世
間
」
の
女
で
は
な
い
あ

り
か
た
の
女
で
あ
る
こ
と
を
も
演
じ
さ
せ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
遊
女
で
あ
る
こ
と

の
た
め
に
は
、
如
上
の
両
義
的
あ
り
か
た
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
背
理

で
あ
る
故
を
も
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
否
定
す
る
こ
と
は
先
程
の
要
件
に
反
す
る
結
果

と
な
る
。
つ
ま
り
、
遊
女
は
、
背
理
的
あ
り
か
た
を
並
存
在
さ
せ
る
両
義
的
存
在
の
演
技

者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
世
間
」
の
女
と
言
う
現
実

が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
現
実
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
連
を
保
つ
こ
と

を
基
層
に
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
て
承
れ

ば
、
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
性
が
遊
客
に
忘
却
さ
れ
遊
女
か
ら
消
滅
し
、
先
程
ら
い
述
て
い
る

真
実
性
が
得
ら
れ
て
い
く
倒
錯
を
生
承
出
す
の
が
理
想
的
な
両
義
的
存
在
の
演
技
者
で
あ

る
と
言
え
る
。
し
か
も
、
遊
女
は
廓
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
以
上
、
右
の
よ
う
な
存
在

性
格
の
形
成
を
基
本
的
に
契
機
づ
け
る
も
の
は
廓
の
存
在
構
造
と
そ
の
性
格
に
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

廓
は
「
世
間
」
原
理
の
功
利
的
倫
理
性
に
と
っ
て
、
八
廓
Ｖ
と
し
て
隔
離
す
べ
き
悪
所

『
あ
づ
ま
物
語
』
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
は
「
あ
づ
ま
の
傍
の
一
人
の
お
の

こ
」
の
江
戸
見
聞
記
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
吉
原
見
聞
を
含
承
、
吉
原
案
内
を

す
る
の
が
地
元
「
く
つ
わ
の
お
や
じ
」
と
言
う
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
見
聞
対

象
の
外
に
住
す
る
人
間
が
見
聞
し
案
内
さ
れ
な
が
ら
外
部
の
眼
で
評
判
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
視
点
が
、
遊
女
を
「
金
の
た
め
の
父
母
孝
養
」
と
す
る
儒
的
倫
理
観

か
ら
の
解
釈
を
許
し
、
遊
女
の
「
い
つ
わ
り
」
を
仏
教
的
救
済
の
方
便
と
解
釈
す

る
等
の
、
外
部
の
概
念
附
加
を
導
い
て
く
る
。

二
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八
身
あ
が
り
の
な
い
や
ら
ん
思
ひ
て
（
中
略
）
た
か
ら
を
み
る
と
ひ
と
し
く
、
う
へ

た
る
い
ぬ
の
尾
を
ふ
り
て
ゑ
を
も
と
む
る
よ
り
、
な
を
象
ぐ
る
し
く
む
さ
ぼ
る
べ
き

な
ら
ひ
な
る
ｖ

と
記
し
て
い
る
。
『
も
え
く
ひ
』
は
『
た
き
つ
け
』
、
『
け
し
づ
ゑ
』
と
並
ん
で
延
宝
年

間
評
判
記
中
で
遊
女
を
理
想
的
に
論
述
し
よ
う
と
し
た
書
で
あ
る
が
、
そ
の
理
想
化
を
阻

む
も
の
が
遊
女
を
縛
る
金
銭
の
力
に
他
な
ら
ぬ
と
言
う
厳
然
た
る
現
実
の
事
実
で
あ
る
こ

と
を
『
も
え
く
ひ
』
の
筆
者
は
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
そ
う
し
た
苦
渋
が
こ
の
文

章
に
表
情
と
し
て
浮
ぶ
。
次
の
『
も
え
く
ひ
』
の
文
章
は
こ
の
苦
渋
を
最
も
よ
く
窺
は
せ

ブ
（
》
。 で

あ
り
な
が
ら
、
こ
の
悪
を
否
定
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
渇
仰
さ
れ
る
所
で
あ
っ
て
、
阿

部
次
郎
が
「
さ
ら
ば
破
れ
ぬ
べ
き
勧
善
懲
悪
の
軽
羅
を
申
訳
に
だ
ら
し
な
く
そ
の
身
に
纒

ひ
な
が
ら
、
彼
等
は
そ
の
目
的
と
す
る
美
と
胱
惚
と
の
世
界
に
向
っ
て
足
を
早
め
る
」

（
『
徳
川
時
代
の
芸
術
と
社
会
』
’
二
つ
の
悪
所
場
ｌ
芝
居
と
遊
里
）
と
ま
で
言
い
切
っ

た
存
在
性
格
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
廓
自
体
が
現
実
の
場
に
お
い
て
八
郭
Ｖ
と
し
て
隔
離
的

に
並
存
在
す
る
両
義
的
構
造
を
も
つ
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
八
郭
Ｖ
が
遊
郭
と
し
て

八
遊
ぶ
Ｖ
こ
と
に
存
在
目
的
を
も
ち
、
こ
の
遊
び
が
莫
大
な
金
銭
を
消
耗
す
る
と
言
う
威

力
に
よ
り
「
美
と
洸
惣
」
を
購
い
な
が
ら
、
遊
び
の
入
口
で
そ
の
威
力
を
否
定
す
る
と
言

う
廓
遊
び
の
性
格
を
契
機
に
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。

。

◎

そ
し
て
、
こ
の
性
格
を
契
機
に
し
て
遊
女
が
遊
廓
の
中
の
遊
女
で
あ
る
こ
と
の
次
の
よ

う
な
性
格
を
形
成
す
る
。

そ
れ
は
「
女
郎
は
勤
め
の
身
」
（
『
浪
花
鉦
』
高
橋
の
項
）
と
し
て
廓
に
金
銭
の
力
で

。

束
縛
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
遊
女
と
し
て
こ
の
束
縛
を
否
定
さ
れ
、
遊
女
自
ら
否
定
し
て
遊

び
の
自
在
さ
の
中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
点
で
あ
る
。

延
宝
五
年
刊
の
遊
女
評
判
記
『
も
え
く
ひ
』
は
こ
の
点
に
言
及
し
て
、

八
大
や
う
は
、
た
か
ら
に
な
び
か
ぬ
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
さ
だ
ま
り
て
、
か
な
ら
ず

Ａ
く
ら
ひ
た
か
き
も
、
し
な
ひ
く
ぎ
も
、
し
ゃ
く
せ
ん
の
ふ
ち
に
く
び
た
け
し
づ
ぶ

て
あ
る
物
な
れ
ば
、
う
き
に
う
い
た
る
人
心
の
ひ
や
う
た
ん
な
く
て
は
、
い
づ
れ
の

き
し
べ
も
お
よ
ぎ
つ
く
事
な
る
ま
じ
け
れ
ば
、
た
か
ら
ほ
し
か
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ざ
る

く
し
ｖ

こ
の
現
実
的
事
実
を
理
想
化
し
よ
う
と
し
て
「
（
上
ら
ふ
は
ｌ
筆
者
註
記
）
も
の
ご
と

大
や
う
な
る
ふ
り
な
れ
ば
」
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
）
と
か
、
遊
女
は
商
品
の
値
段
な
ど

●
●
●
●
●

と
言
っ
た
「
世
の
中
は
（
中
略
）
な
に
を
も
か
を
も
し
ら
ず
が
ほ
に
て
、
た
だ
の
っ
た
り

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

と
し
て
、
そ
の
わ
ざ
を
つ
と
め
た
る
こ
こ
ろ
ば
せ
は
、
さ
り
と
て
は
上
ら
ふ
の
ほ
ん
い
」

◎

と
賛
美
し
に
か
か
っ
た
『
も
え
く
ひ
』
の
こ
の
文
は
遊
女
の
根
底
に
「
世
間
」
が
消
し
難

く
存
在
し
て
い
る
の
を
逆
に
証
し
て
い
る
。
遊
女
は
こ
の
事
実
を
否
定
的
契
機
に
し
て

。

「
あ
だ
し
心
」
の
例
に
ゑ
た
よ
う
な
理
想
的
存
在
性
格
を
遊
女
と
し
て
創
造
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
想
像
に
『
も
え
く
ひ
』
が
掲
げ
る
「
大
や
う
」
「
の
っ
た
り
」
、
箕
山
が

お
ほ
な
る

提
示
す
る
「
気
の
大
ど
こ
ろ
成
」
「
わ
っ
さ
り
者
」
「
お
ほ
ち
や
く
者
」
（
『
増
草
』
）
、

『
難
波
物
語
』
の
言
う
「
の
っ
し
り
」
「
の
び
や
か
」
な
ど
の
性
格
は
、
遊
女
の
根
底
に

あ
る
「
世
間
」
を
遊
女
が
「
し
ら
ず
が
ほ
」
に
装
い
「
大
や
う
」
「
の
っ
た
り
」
の
「
ふ

り
」
を
作
り
、
そ
の
「
わ
ざ
を
つ
と
め
る
」
ｌ
そ
の
役
を
演
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の

「
ふ
り
」
「
わ
ざ
」
の
演
技
臭
を
知
覚
さ
せ
ず
生
得
自
然
を
知
覚
さ
せ
る
時
に
、
箕
山
の

「
傾
城
わ
が
物
に
な
り
て
、
少
し
も
お
く
れ
た
る
所
な
し
（
中
略
）
け
い
せ
い
の
道
、
少

し
も
苦
に
せ
ぬ
ば
か
者
也
、
茶
を
ひ
き
て
も
、
苦
に
せ
ず
、
年
を
き
り
ま
し
て
も
。
く
に

ば
ん
か
ず

せ
ず
、
い
や
な
お
と
こ
に
あ
ひ
て
も
。
く
に
せ
ず
、
番
数
さ
せ
て
も
、
・
く
に
せ
ず
。
と

か
く
、
め
い
よ
の
。
い
き
も
の
也
」
（
『
増
草
』
小
藤
の
項
）
と
の
賛
嘆
を
勝
ち
得
る
こ

◎

と
に
な
る
。
以
上
の
演
技
の
理
想
者
が
遊
女
の
女
王
太
夫
で
あ
り
、
そ
の
理
想
的
性
格
が

先
程
の
語
で
あ
り
、
他
に
「
は
り
」
「
い
き
」
「
利
発
利
根
」
「
発
明
」
「
位
高
く
」
と

諸
評
判
記
は
列
記
す
る
。

「
の
っ
た
り
」
「
の
び
や
か
」
「
大
や
う
」
は
「
気
の
大
ど
こ
ろ
成
」
心
性
の
発
現
で

あ
り
、
「
は
り
」
「
位
高
く
」
は
太
夫
と
し
て
の
威
勢
威
厳
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
時
に

は
人
を
「
ふ
る
」
（
「
ふ
り
心
な
り
。
我
が
す
か
ぬ
男
に
あ
ひ
て
、
気
の
ふ
る
と
い
う
儀

な
り
」
と
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
一
名
目
抄
第
五
態
芸
門
に
註
解
す
る
）
こ
と
に
も
な
る
。

「
い
き
」
は
「
心
い
き
の
よ
し
あ
し
也
。
心
の
き
ょ
き
を
い
き
よ
し
と
い
ひ
、
心
の
む

さ
き
を
い
き
の
わ
る
き
な
ど
い
ふ
。
」
（
右
同
第
六
言
辞
門
）
心
性
で
、
心
性
の
潔
さ
を

指
示
す
る
。

「
利
発
利
根
」
「
発
明
」
は
「
客
の
気
を
は
か
る
」
（
右
同
巻
第
四
寛
文
式
下
）
才
能

そ
れ
に
か
た
ぷ
く
に
も
あ
ら
ず
、
ま
づ
は
す
こ
し
た
か
ら
に
な
び
く
と
も
い
ふ
べ
き

（
中
略
）
上
ら
ふ
の
し
よ
さ
つ
と
め
な
れ
ば
な
り
ｖ
と
。
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で
あ
り
「
お
と
こ
に
よ
く
お
も
ひ
入
さ
す
る
」
（
右
同
態
芸
門
）
才
器
で
あ
る
。

「
大
や
う
」
な
ど
の
心
性
は
、
例
え
ば
、
「
兵
作
は
（
中
略
）
す
ぐ
れ
て
発
明
に
て
、

ま
だ
る
き
事
毛
頭
な
く
、
随
分
、
気
味
の
よ
き
け
い
せ
い
な
り
。
」
（
『
増
草
』
土
佐
評

ざ
は
い
（
マ
マ
）

の
判
詞
）
や
「
座
倍
も
ど
か
し
ぎ
所
」
（
『
難
波
物
語
』
小
藤
評
）
の
示
す
よ
う
に
、

「
ま
だ
る
き
事
」
「
も
ど
か
し
き
所
」
の
属
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
利
発
利
根
」

「
発
明
」
と
対
立
し
、
「
気
味
の
よ
き
」
と
こ
ろ
の
無
さ
に
お
い
て
「
い
き
」
に
対
立
し

て
い
る
し
、
ま
た
「
は
り
」
「
位
高
く
」
は
「
ふ
る
」
を
発
現
さ
せ
る
こ
と
で
「
あ
だ
し

心
」
に
背
反
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
対
立
背
反
す
る
心
性
を
並
存
し
得
て
こ
そ
太
夫
は
「
発
明
」
「
利
根
利

発
」
の
才
器
を
発
動
さ
せ
て
心
性
の
対
立
背
反
を
潭
然
一
体
に
表
現
し
得
る
生
得
の
理
想

的
演
技
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
太
夫
に
相
応
し
い
生
れ
つ
ぎ
の
幼

女
を
禿
に
仕
立
て
、
先
輩
遊
女
に
つ
か
せ
、
遊
女
の
所
作
所
業
を
見
習
わ
せ
磨
き
立
て
る

か
ふ
ろ

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
禿
丁
は
女
郎
に
久
し
く
つ
か
へ
た
る
程
よ
し
。
」
（
『
色
道
大

鏡
』
巻
第
三
寛
文
式
上
）
と
箕
山
は
言
う
。
し
か
し
、
「
利
発
利
根
」
を
理
想
的
に
発
揮

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
、
太
夫
で
す
ら
も
遊
女
で
あ
る
こ
と
の
現
実
性
を
白
日
下
に
曝
す
危
機

を
敢
て
犯
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
太
夫
の
姿
を
西
鶴
は
『
好
色
一
代
男
』

（
巻
六
の
六
、
匂
ひ
は
か
づ
け
物
）
に
描
出
し
た
。

こ
の
太
夫
は
、
「
吉
原
の
名
物
。
よ
し
田
と
い
へ
る
。
口
舌
の
上
手
」
と
評
判
さ
れ

「
自
然
と
此
勤
に
そ
な
は
り
し
女
な
り
。
万
か
し
こ
き
事
。
お
も
ひ
の
外
」
で
あ
る
。
こ

の
吉
田
を
「
殊
更
に
不
便
が
ら
せ
」
る
「
山
の
手
の
さ
る
御
方
」
の
心
に
、
吉
田
も
「
指

に
疵
な
ど
つ
け
て
。
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
に
な
っ
て
」
応
え
て
い
た
が
、
こ
の
「
御
方
」
は

「
さ
る
太
夫
を
恋
初
、
よ
し
田
の
ぎ
は
を
。
色
ノ
、
仕
懸
た
ま
へ
ど
も
、
一
つ
も
憎
む
べ

き
事
」
な
く
、
た
め
に
、
あ
る
時
「
難
義
を
申
懸
、
手
を
よ
く
退
き
て
、
あ
そ
び
を
替

る
」
目
論
承
の
座
で
、
様
々
の
横
車
に
吉
田
も
「
は
や
合
点
し
て
、
す
こ
し
も
気
や
ふ
ら

ず
」
応
接
し
て
い
た
が
、
灯
と
も
す
時
分
「
太
夫
、
勝
手
へ
立
さ
ま
に
、
廊
下
を
半
過

て
、
と
り
は
づ
さ
れ
て
、
其
音
に
」
疑
い
な
く
「
天
晴
く
ぜ
つ
の
も
と
だ
て
」
と
待
ち
構

え
る
一
同
の
眼
前
に
、
現
れ
た
吉
田
は
衣
装
を
替
え
桜
一
枝
を
手
に
「
さ
い
ぜ
ん
、
ヘ
を

こ
ぎ
た
る
、
敷
板
ま
で
来
て
、
そ
こ
に
て
、
こ
こ
ろ
を
つ
け
、
障
子
を
あ
け
て
、
畳
の
上

へ
廻
」
り
、
そ
の
後
吉
田
の
方
か
ら
見
事
に
ふ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
利
発
」
に
逆
に

評
判
を
更
に
高
く
し
た
と
言
う
。

生
理
的
必
然
の
現
象
な
が
ら
、
遊
女
で
あ
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
る
事
態
に
直
面
し
一

方
的
な
潮
笑
と
と
も
に
太
夫
の
面
目
も
威
も
一
瞬
に
失
う
危
機
に
瀕
し
て
、
桜
一
枝
の
風

に
描
出
し
た
。

情
に
そ
の
身
を
包
ん
で
、
不
審
気
に
そ
の
場
を
迂
廻
道
を
替
え
た
瞬
発
の
才
器
が
、
吉
田

を
救
い
、
逆
に
太
夫
の
威
を
発
揮
さ
せ
た
の
だ
が
、
一
座
ほ
う
ノ
、
の
態
で
帰
っ
た
後

に
、
廓
中
に
「
こ
き
手
は
此
太
夫
じ
ゃ
」
と
思
い
切
っ
て
の
告
白
が
一
層
に
賛
嘆
を
呼
び

理
想
態
に
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
挿
話
は
遊
女
の
現
実
性
の
露
呈
が
、
遊

女
で
あ
る
こ
と
の
両
義
性
を
契
機
に
理
想
化
し
得
る
と
言
う
逆
説
性
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
ま
た
、
遊
女
の
手
管
は
右
に
述
た
よ
う
な
「
利
発
」
が
生
糸
出
し
た
「
お
と
こ

に
よ
く
お
も
ひ
入
さ
す
」
方
法
と
し
て
意
識
化
さ
れ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
型
で
あ
る
こ
と

も
示
唆
し
て
い
よ
う
。

こ
の
手
管
は
、
遊
女
の
両
義
性
を
形
成
し
て
い
る
一
方
の
極
で
あ
る
「
お
と
こ
う
け
ひ

か
ず
ぱ
、
か
う
し
の
す
ゑ
に
ひ
と
り
身
を
く
づ
お
ら
し
て
な
が
き
日
を
く
ら
し
か
ね
」

（
『
け
し
づ
ゑ
』
）
る
勤
の
身
と
言
う
現
実
性
を
契
機
に
「
お
と
こ
に
よ
く
お
も
ひ
入
さ

す
」
た
め
に
「
雑
談
の
中
に
其
男
の
け
し
き
心
む
け
を
う
か
が
ひ
、
き
に
入
た
る
か
い
ら

ざ
る
か
を
見
た
て
」
（
『
色
道
大
鏡
』
寛
文
式
下
）
、
客
に
嫌
わ
れ
ぬ
た
め
に
「
口
に
て

男
は
い
か
や
う
に
も
い
ふ
物
な
れ
ば
、
心
を
見
る
事
を
せ
ん
」
（
右
同
）
と
し
「
短
気
を

も
出
さ
ず
、
う
か
い
時
も
う
き
ｊ
、
と
し
て
、
客
の
気
を
は
か
る
べ
き
」
（
右
同
）
才
知

手
腕
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
間
の
事
態
を
箕
山
は
『
色
道
大
鏡
』
寛
文
式
下
に
、

と
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
手
管
（
箕
山
は
「
手
立
」
と
言
う
）
を
表
わ
し
た
形
態
に

関
す
る
言
葉
が
誕
生
し
て
く
る
。
次
に
掲
げ
る
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
一
の
第
五
態
芸
門
か

ら
の
言
葉
は
、
「
利
発
」
と
手
管
の
関
連
を
よ
く
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
ょ

差
ハ
ノ
◎

あ
ひ
て

八
せ
か
す
る
と
い
ふ
は
、
合
手
の
せ
く
べ
き
や
う
を
お
も
ん
ぱ
か
り
、
こ
な
た
よ
り

事
を
こ
し
ら
へ
て
せ
か
す
る
な
り
。
男
女
共
に
、
せ
か
す
る
と
い
ふ
は
智
謀
な

り
。
ｖ
（
以
下
傍
点
筆
者
）

八
日
此
は
、
ゆ
か
し
ぐ
も
し
の
ば
し
く
も
お
も
は
ざ
り
つ
る
女
郎
に
、
ふ
と
出
あ
ひ

ざ
の

て
一
座
す
る
に
、
心
ざ
ま
ゆ
う
に
気
だ
て
さ
え
Ｊ
１
、
と
あ
い
さ
つ
あ
り
て
、
一
座
と

り
ま
は
し
よ
き
女
郎
な
れ
ば
、
ふ
か
く
か
ん
じ
ら
れ
て
、
俄
に
は
な
し
た
く
も
な

り
、
又
は
人
に
も
ほ
め
き
か
せ
、
か
さ
ね
て
の
一
座
を
ま
つ
程
に
お
も
ひ
ょ
ら
る
る

事
も
、
傾
城
の
り
は
つ
ゆ
へ
な
り
。
ｖ

八
と
ば
す
る
む
か
ふ
よ
り
し
た
ひ
く
る
を
、
我
心
に
う
け
ぬ
ふ
り
し
て
、
と
び
の

7
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て
い

そ
し
て
、
遊
女
評
判
記
が
「
座
敷
の
躰
・
は
り
あ
ひ
の
。
い
き
ご
承
。
く
ぜ
つ
の
し

な
。
あ
い
さ
つ
の
こ
と
ば
な
ど
、
か
き
て
（
中
略
）
を
し
へ
」
（
『
美
夜
古
物
語
』
）
る

こ
と
を
目
的
に
、
『
秘
伝
書
』
『
ね
物
が
た
り
』
な
ど
の
諸
分
物
と
称
さ
れ
る
一
群
を
発

生
さ
せ
、
こ
れ
が
一
因
と
な
っ
て
先
程
の
手
管
を
型
と
し
て
分
類
す
る
意
識
を
育
成
す
る

結
果
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
ね
物
が
た
り
』
か
ら
幾
つ
か
の
用
語
を

て
ま
り
す
ず
め
の
こ
が
い
き
や
ら
の
ま
き
そ
で
の
つ
ゆ

示
す
と
、
「
二
人
拍
毬
」
「
雀
子
飼
」
「
伽
羅
巻
」
「
袖
露
」
な
ど
の
雅
的
名
称
を
こ

れ
ら
は
与
え
ら
れ
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
一
つ
「
雀
子
飼
」
と
言
う
の
は
、
座

で
食
事
を
せ
ぬ
の
を
徒
と
す
る
遊
女
が
客
の
眼
を
離
れ
た
揚
屋
の
居
間
で
髪
結
い
直
し
の げ

ん

Ａ
や
き
で
、
当
道
の
や
き
で
と
い
ふ
は
、
人
の
よ
ろ
こ
ぶ
や
う
に
い
ひ
き
か
す
る
言

ぎ
よ語

の
事
也
。
や
き
で
の
て
は
、
よ
き
手
を
う
つ
心
也
・
ｖ

八
ぬ
れ

て
い
ふ
。

は
か
り
ご
と

八
ふ
づ
く
る
当
道
の
ふ
づ
く
り
は
、
謀
を
も
っ
て
人
を
た
ぶ
ら
か
す
事
を
い

ふ
。
ｖ

り

八
も
が
る
是
も
ね
だ
る
心
に
か
よ
ふ
（
中
略
）
理
を
う
る
た
く
ゑ
な
ど
す
る
者

を
、
か
く
い
ふ
也
Ｖ

ひ
び
き
め
ん
だ
ん

人
響
の
そ
だ
て
面
談
に
て
い
は
ず
、
か
げ
に
て
誉
め
感
ず
る
を
、
人
伝
に
其
人
へ

●は
か
り
こ
と

き
こ
え
て
、
よ
ろ
こ
ば
す
る
謀
を
云
。
ｖ

●

か
た
ち

八
の
す
る
其
者
の
満
足
か
る
や
う
に
い
ひ
な
し
て
、
よ
ろ
こ
ば
す
る
貌
を
い

ふ
。
ｖ

Ａ
ま
く
い
や
な
る
者
を
、
そ
れ
と
い
は
ず
に
其
座
を
た
た
せ
、
又
来
る
べ
き
者

●

．
・
・
・
・
か
た
ち

を
、
こ
ぬ
や
う
に
し
か
け
た
る
貝
を
い
ふ
。
ｖ

か
す
る
や
う
に
し
な
す
を
い
ふ
ｖ

ほ
れ
か
た
ち
。
。
。
Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ

網
た
る
貝
な
り
。
お
も
ひ
よ
り
た
る
風
情
を
し
な
し
い
ひ
な
す
処
を
さ
し

ｖ

時
な
ど
に
「
あ
げ
や
の
か
か
か
・
又
は
や
り
て
か
。
ち
や
わ
ん
に
ゆ
づ
け
い
た
し
（
中

略
）
さ
れ
ば
、
め
し
の
ほ
と
び
た
る
に
て
。
そ
だ
つ
る
故
。
す
ず
め
の
子
が
い
」
と
言
う

と
遊
女
勝
山
が
或
人
の
問
い
に
答
え
る
形
式
で
明
か
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
手
管
は
明
か
ら
さ
ま
な
露
呈
を
忌
む
も
の
、
秘
匿
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
故
に
、
秘
術
化
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
遊
興
と
し
て
の

「
酒
宴
雑
談
」
の
座
で
の
座
配
の
「
手
立
」
か
ら
性
愛
の
床
の
「
手
立
」
ま
で
の
全
過
程

の
「
手
立
」
は
、
好
色
Ｉ
遊
興
の
陶
酔
と
慌
惚
の
境
に
導
き
そ
こ
に
惑
溺
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
手
立
」
性
を
消
滅
さ
せ
、
な
お
か
つ
遊
び
の
知
覚
を
も
眩
量
さ
せ
て
、
は
じ

め
て
遊
び
を
遊
び
と
し
て
成
立
さ
せ
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
手
管

は
好
色
Ｉ
遊
興
を
自
在
に
演
出
創
造
す
る
魔
術
的
性
質
を
も
つ
。
そ
の
意
味
で
、
遊
女
は

演
技
者
で
あ
る
と
同
時
に
演
出
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
演
出
さ
れ
た
遊
興
の
中
で
自
か
ら
も

。

遊
ぶ
演
戯
者
で
あ
っ
て
、
客
は
遊
客
と
し
て
こ
の
遊
興
の
演
戯
者
の
役
で
参
加
し
、
陶
酔

と
慌
惚
の
世
界
を
創
出
し
、
こ
の
世
界
を
賞
味
す
る
享
受
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
遊
女

は
、
遊
客
が
賞
味
し
た
遊
び
の
体
験
累
積
と
こ
れ
か
ら
自
得
し
た
遊
び
に
つ
い
て
の
遊
び

か
た
の
熟
練
度
に
応
じ
て
、
つ
ま
り
『
け
し
づ
ゑ
』
の
筆
者
が
「
上
ら
ふ
は
お
と
こ
の
く

ら
ゐ
ノ
、
に
あ
し
ら
ふ
も
の
な
れ
ば
」
と
言
う
遊
客
の
所
謂
粋
の
程
度
に
応
じ
て
、
手
管

の
才
器
を
自
在
に
尽
し
て
客
に
遊
び
を
堪
能
さ
せ
、
遊
客
は
己
れ
の
粋
の
程
度
に
お
い
て

遊
女
の
手
管
Ｉ
演
技
の
「
実
否
を
た
だ
」
し
て
、
遊
女
が
「
懇
志
な
る
や
う
に
手
だ
て
を

尽
」
（
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
一
第
五
）
し
、
遊
女
を
「
し
こ
む
」
（
右
同
）
こ
と
に
よ
っ

て
、
遊
女
の
手
管
Ｉ
演
技
Ｉ
演
戯
を
賞
味
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
両
者
が
互
に
互
の

手
管
を
検
証
賞
味
し
自
足
を
得
る
と
こ
ろ
に
遊
ぶ
人
と
し
て
の
遊
び
の
主
体
性
を
得
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
手
管
は
ま
さ
に
遊
び
の
さ
中
に
お
い
て
、
手
管
で
あ
る
こ
と
を
検
証
さ
れ

手
管
性
を
露
呈
し
つ
つ
、
遊
び
の
陶
酔
と
晄
惚
を
得
る
演
出
法
と
し
て
即
興
性
と
自
在
性

の
発
揮
を
求
め
ら
れ
て
遊
び
の
中
に
秘
匿
さ
れ
て
い
く
両
義
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
手
管
に
関
し
て
の
魔
術
性
を
生
承
、
こ
こ
か
ら
手
管
の
秘
術
化
が
意
識
さ
れ
て
く
る
。

諸
分
物
が
教
え
の
名
目
で
手
管
を
暴
露
的
に
記
述
し
な
が
ら
も
「
ひ
す
く
し
ノ
、
」

（
『
秘
伝
書
』
）
「
此
品
数
多
有
内
、
あ
ら
あ
ら
此
に
し
る
し
侍
る
」
（
『
ね
物
が
た

り
』
）
「
秘
説
た
る
に
よ
っ
て
註
釈
を
し
る
さ
ず
」
（
『
色
道
大
鏡
』
）
と
秘
術
化
を
促

し
て
遊
興
へ
の
魔
術
的
魅
惑
を
喧
動
す
る
役
目
を
担
う
の
も
右
に
指
摘
し
た
性
格
を
反
映

し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
外
面
で
は
「
世
間
」
の
原
理
を
説
教
し
な
が
ら
、
そ
の
底
意
は

遊
興
へ
の
勧
誘
と
も
解
釈
で
き
る
『
難
波
物
語
』
の
よ
う
な
二
重
性
格
の
書
を
も
生
み
落

す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
も
同
じ
事
情
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
や
手
管
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
命
名
さ
れ
た
雅
的
名
称
は
右
の
秘
術
性
に
由
来
し
て

い
よ
う
。

ま
た
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
手
管
に
ゑ
た
秘
術
化
を
契
機
づ
け
て
い
る
秘
匿
性
は
、
遊
客

が
廓
中
に
入
る
際
に
深
網
笠
着
用
で
顔
を
か
く
す
こ
と
、
廓
中
で
替
名
を
使
う
こ
と
、
遊

女
が
廓
名
を
も
つ
こ
と
な
ど
に
広
く
基
底
で
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
替
名
、
廓

名
の
秘
匿
性
は
、
遊
び
の
世
界
で
遊
ぶ
人
の
役
柄
を
演
ず
る
た
め
の
契
機
で
あ
り
、
現
実

世
界
の
侵
犯
を
排
除
す
る
契
機
で
あ
る
。
だ
が
、
替
名
に
お
い
て
は
現
実
社
会
の
名
前
の

一
部
を
取
っ
て
称
す
る
と
言
う
あ
り
か
た
を
考
え
る
な
ら
ば
、
遊
び
の
役
を
演
ず
る
名
で

あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
現
実
の
一
部
を
留
め
て
い
る
と
言
う
両
義
性
を
こ
の
場
合
に
も
承

ら
れ
、
替
名
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
性
を
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基

底
に
は
現
実
と
の
関
係
を
カ
ッ
コ
づ
け
て
保
留
し
て
い
る
遊
廓
の
八
郭
性
Ｖ
を
承
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
要
約
し
得
る
こ
と
は
、
好
色
Ｉ
遊
興
は
、
そ
の
両
義
的
存
在
構

造
を
こ
の
遊
び
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
と
様
態
と
に
お
い
て
も
ち
、
さ
ら
に
は
こ
の
構
造
が

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
と
様
態
を
相
互
に
性
格
づ
け
る
基
本
的
契
機
と
し
て
作
用
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
と
様
態
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
関
連
づ
け
て
、
遊
び
の
魔
術
的
魅
惑
を
発
現
さ

せ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

箕
山
が
『
色
道
大
鏡
』
に
夢
想
し
た
美
遊
の
世
界
は
以
上
考
察
し
て
き
た
好
色
Ｉ
遊
興

の
両
義
性
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
号

に
お
い
て
さ
ら
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
註
）
遊
戯
の
存
在
論
的
意
義
を
開
示
し
た
の
は
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
イ
ン
ク
の
『
遊
戯
の
存

在
論
ｌ
幸
福
の
オ
ァ
シ
ス
ー
』
（
石
原
達
二
訳
せ
り
か
書
房
）
で
あ
る
。
拙
稿
の

両
義
性
の
視
座
は
こ
の
書
か
ら
の
示
唆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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