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5５

本
稿
の
目
的
は
、
大
国
隆
正
の
思
想
上
重
要
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
、
「
な
か
」
の
思
想
が
言
語
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
造
化
一
一
一
神
を

中
心
と
し
た
神
観
念
が
天
照
大
御
神
を
重
視
し
た
思
想
構
造
の
根
幹
に
根
ざ
す
も
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

隆
正
の
思
想
に
つ
い
て
、
田
原
嗣
郎
氏
は
「
大
国
の
思
想
が
独
立
し
て
と
り
あ
げ
る
ほ
ど
の
価
値
を
も
た
な
い
と
一
般
に
思
量
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
」
と
い
み
じ
く
も
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
「
と
り
あ
げ
る
価
値
を
も
た
な
い
」
の
で
は
と
一
般
的
に
思
わ
れ
が

ち
で
あ
る
た
め
、
名
声
に
比
し
て
、
隆
正
自
身
の
思
想
構
造
に
関
わ
る
論
考
が
少
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
今
一
度
隆
正
の
一
連

の
著
作
中
、
神
観
念
や
言
語
解
釈
の
テ
ク
ス
ト
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隆
正
の
思
想
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
筆
者
は
考

の
著
作
中
、

え
て
い
る
。

１
は
じ
め
に

大
国
隆
正
の
神
観
念
に
つ
い
て
の
一
試
論

上
西
亘
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本
稿
執
筆
の
動
機
の
背
景
に
は
、
近
世
・
近
代
思
想
史
上
に
お
け
る
隆
正
の
思
想
と
一
連
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
先
行
研
究
が

成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
近
代
日
本
思
想
の
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
隆
正
の
思
想
を
問
う
論
考
や
、
幕
末
維
新
期
の
代
表
的
な
思
想
家
と
し

て
の
大
国
隆
正
の
動
向
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
な
ど
が
充
実
し
て
は
い
る
が
、
隆
正
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
言
語
学
を
視
野
に
入

れ
つ
つ
隆
正
の
思
想
を
考
察
す
る
も
の
が
殊
の
外
少
な
い
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。

だ
が
、
勘
い
な
が
ら
も
、
岡
田
貴
氏
、
阪
本
健
一
氏
、
平
田
厚
史
氏
、
内
山
宗
昭
氏
、
松
浦
光
修
氏
ら
の
一
連
の
論
考
は
隆
正
の
思
想

と
言
語
学
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

岡
田
氏
は
長
崎
遊
学
を
境
と
し
て
隆
正
の
言
語
学
研
究
を
出
発
点
と
み
な
し
た
噴
矢
と
い
え
よ
う
。
特
に
、
岡
田
氏
は
隆
正
が
五
十
音

（
１
）

図
を
根
底
に
し
た
説
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
見
出
し
て
い
る
。
阪
本
氏
も
同
様
に
、
隆
正
の
一
一
一
一
口
語
学
が
隆
正
の
学
問
の
根
底
と

（
２
）

な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
平
田
氏
は
一
一
一
一
口
語
学
的
思
想
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
は
し
て
い
な
い
が
「
な
か
」
の
思
想
や
天

（
３
）

之
御
中
主
神
に
対
す
る
隆
正
の
研
究
姿
勢
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
を
試
み
て
い
る
。
内
山
氏
は
、
教
学
面
か
ら
隆
正
の
思
想
を
論
じ
、
隆

正
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
本
教
」
の
理
念
を
教
育
思
想
史
の
側
面
か
ら
言
及
し
て
い
る
。
松
浦
氏
は
未
翻
刻
の
新
資
料
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
り
、
初
期
の
隆
正
の
学
問
姿
勢
が
五
十
音
図
に
依
拠
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
和
歌
に
対
す
る
研
究
が
初
期
学
問
形

（
４
）

成
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。
ま
た
、
松
浦
氏
は
隆
正
の
天
皇
観
を
時
代
ご
と
に
区
分
し
、
佐
幕
派
で
あ
っ
た
隆
正
が
、
時
代

（
５
）

の
画
期
に
お
い
て
朝
廷
と
幕
府
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

言
語
学
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
嘉
永
か
ら
慶
応
期
の
国
内
外
の
周
辺
状
況
が
隆
正
の
思
想
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

（
６
）

斎
し
た
の
か
、
理
論
的
か
つ
詳
細
に
論
じ
た
武
田
秀
章
氏
の
論
考
も
一
一
一
一
口
語
学
と
比
較
検
討
す
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
他
、
広
く
国
学
者
の
言
語
学
研
究
に
お
い
て
、
国
学
者
が
「
儒
学
者
な
ど
と
の
思
想
闘
争
の
拠
点
が
言
語
学
を
も
と
に
し
た
宇
宙

（
７
）

観
や
世
界
観
の
構
築
で
あ
っ
た
」
こ
と
に
言
及
す
る
相
原
耕
作
氏
の
論
考
も
大
変
興
味
深
い
。
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5７

か
か
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、
隆
正
の
言
語
学
研
究
の
特
質
を
再
確
認
し
、
天
皇
総
帝
論
に
代
表
さ
れ
る
隆
正
の
天
皇
論
と

（
８
）

一
一
一
一
口
語
研
究
と
の
連
関
性
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
隆
正
の
思
想
と
一
一
一
一
口
語
学
と
の
連
関
性
を
い
か
に
捉
え
る
か
を
目
的
と
す
る
。

上
田
氏
は
隆
正
を
維
新
期
の
神
道
思
想
家
の
中
で
も
特
に
顕
著
な
特
異
性
を
も
っ
た
人
物
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
思
想
的
特
色
を
論

じ
て
い
る
。
ま
ず
上
田
氏
は
、
隆
正
の
天
皇
論
に
つ
い
て
着
目
し
、
「
神
武
創
業
の
古
へ
を
理
想
と
し
た
こ
と
は
単
に
、
歴
史
の
始
原
に

帰
っ
て
、
国
土
統
治
の
理
念
を
再
確
認
す
る
と
い
っ
た
風
の
意
図
に
の
み
発
し
た
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
彼
の
著
作
を
通
じ
て
読
み
取
り
得

る
と
こ
ろ
で
は
、
建
武
の
中
興
を
理
想
と
す
る
こ
と
へ
の
反
対
自
づ
と
其
処
に
導
い
た
の
だ
と
解
釈
す
る
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
こ
と
を

知
り
得
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
隆
正
の
天
皇
論
の
出
発
点
と
な
る
も
の
は
、
建
武
中
興
の
際
の
天
皇
の
位
置
づ
け
に

疑
問
を
抱
き
、
「
国
依
さ
し
の
神
勅
」
に
よ
っ
て
天
皇
た
ら
し
め
た
時
代
が
神
武
即
位
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
上
田
氏
は
そ
の
天
皇
位
の
「
嫡
流
」
を
隆
正
が
重
要
視
し
て
い
た
事
へ
の
特
異
性
を
述
べ
る
。
隆
正
の
著
作
で
あ
る
『
学
運
論
』

の
一
文
を
引
き
、
「
神
武
天
皇
や
ま
と
に
う
つ
り
た
ま
ひ
し
後
も
、
地
を
住
民
に
わ
か
ち
あ
た
へ
て
み
つ
ぎ
の
さ
た
も
な
く
、
み
こ
こ
ろ

ひ
ろ
く
お
は
し
ま
し
け
り
。
た
だ
宝
詐
を
だ
に
ま
も
り
た
ま
へ
は
、
皇
祖
神
霊
へ
の
御
孝
行
は
た
つ
も
の
な
り
。
」
と
い
う
隆
正
の
結
論

が
一
種
の
天
皇
象
徴
性
を
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
上
田
氏
の
論
の
概
略
を
敢
え
て
紹
介
す
る
に
終
始
し
た
が
、
隆
正
の
天
皇
観
を
主
と
し
て
天
皇
の
重
要
性
と
神
聖
性
を
歴
史
的

の
一
大
国
隆
正
の
田
裳

て
い
る
論
考
で
あ
る
。

上
記
に
掲
げ
た
隆
正
の
思
想
を
語
る
上
で
注
目
す
べ
き
先
行
研
究
の
他
に
、
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
考
と
し
て
、
上
田
賢
治
氏

（
９
）

「
大
国
隆
正
の
田
心
想
体
系
と
そ
の
基
本
的
性
格
」
が
あ
る
。
隆
正
の
思
想
構
造
と
学
究
態
度
に
つ
い
て
特
に
詳
細
に
検
討
、
整
理
さ
れ

２
隆
正
の
「
な
か
」
の
思
想
と
天
之
御
中
主
神
の
再
検
討

大国隆正の神観念についての一試論



だ
が
、
隆
正
の
思
想
構
造
の
検
証
を
難
し
く
し
て
い
る
も
の
は
、
や
は
り
隆
正
の
著
し
た
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
難
解
さ
で
あ
ろ
う
。
隆
正

の
古
典
解
釈
は
、
し
ば
し
ば
独
自
に
提
唱
し
た
言
語
に
対
す
る
姿
勢
と
密
接
不
可
分
に
混
在
し
、
読
者
に
難
解
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か

し
、
隆
正
の
言
語
論
と
神
観
念
を
別
々
に
論
じ
る
こ
と
は
、
生
涯
に
亙
っ
て
五
十
音
図
と
か
な
文
字
一
音
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
た
隆

正
の
学
問
姿
勢
を
考
え
る
に
「
片
手
落
ち
」
と
な
ろ
う
。
前
稿
で
は
、
隆
正
が
文
字
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
加
し
て
い
っ
た
か

（
皿
）

を
雑
駁
な
が
ら
論
じ
た
。
そ
の
際
隆
正
の
著
作
に
頻
出
す
る
語
句
で
あ
る
「
な
か
」
の
思
想
に
つ
い
て
一
一
一
一
口
及
し
た
が
、
こ
の
「
な
か
」
の

思
想
は
、
天
之
御
中
主
神
に
対
す
る
神
観
念
が
内
在
化
し
て
お
り
、
同
時
に
ム
ス
ビ
の
神
や
天
照
大
御
神
、
天
皇
（
隆
正
の
述
べ
る
所
の
「
国

釈
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

て
い
る
。

②
か
つ
垂

と
な
ろ
う
。

背
景
に
基
づ
き
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
肯
定
で
き
る
論
考
と
み
な
せ
よ
う
。
上
田
氏
の
論
点
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
り
、
殊
更

に
言
及
す
る
必
要
が
無
い
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

改
め
て
、
上
田
氏
が
指
摘
す
る
隆
正
の
天
皇
論
を
整
理
す
る
と
、

①
隆
正
は
建
武
中
興
の
治
世
で
は
な
く
、
国
依
さ
し
の
神
勅
に
立
ち
返
る
こ
と
を
理
想
と
し
、
「
宝
称
無
窮
」
の
神
勅
を
特
に
重
視
し

し
か
し
上
田
氏
の
論
考
を
熟
読
す
る
に
一
つ
の
疑
問
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
隆
正
は
天
皇
位
の
重
要
性
と
至
尊
性
の
根
拠
を
「
国
依
さ

し
の
神
勅
」
ま
で
遡
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
は
、
隆
正
が
ど
の
よ
う
に
天
皇
と
い
う
存
在
を
受
容
し
、
考
証
・
研
究
し
、
数
々
の
著
作
に
お
い
て
結
論
付
け
た
か
を
、
順
を
追
っ

て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
量
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
『
古
伝
通
解
』
な
ど
、
隆
正
が
神
観
念
に
対
し
て
言
及
す
る
著
作
と
再
度
解

か
つ
我
が
国
を
知
る
し
食
す
人
物
は
、

国
依
ざ
し
の
神
勅
を
受
け
た
嫡
流
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5８



’

○
天
之
御
中
主
神
な
か
と
い
ふ
こ
と
ば
に
三
つ
の
こ
こ
ろ
あ
り
、

な
り
。
此
の
三
つ
の
な
か
う
ち
あ
ひ
て
円
相
を
な
す
も
の
に
な
ん
。

5９

之
御
中
主
神
」
）
の
位
置
づ
け
と
、
至
尊
性
を
見
出
す
契
機
と
な
っ
た
概
念
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
天
照
大
御
神

を
中
心
と
し
た
神
道
説
を
提
唱
し
た
と
さ
れ
る
の
が
、
隆
正
に
お
け
る
現
在
の
神
観
念
の
定
説
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
も
「
な
か
」

の
概
念
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
定
説
と
さ
れ
る
「
天
照
大
御
神
を
最
も
重
視
す
る
」
と
い
う
隆
正
の
神
観
念
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
が
、
な
ぜ
天
照
大
御

神
を
中
心
と
し
た
神
観
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
少
し
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、
「
な
か
」
の
思
想
と
隆
正

（
Ⅱ
）

独
自
の
天
之
御
中
主
神
観
が
創
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
隆
正
の
天
皇
観
や
神
観
念
、
と
く
に
造
化
三
神
や
天
照
大
御
神
に
関
す
る
概
念
は
、
数
々
の
著
作
を
著
し
た
際
に
獲
得
し
た
、

隆
正
が
独
自
に
編
み
出
し
た
古
典
解
釈
の
方
法
と
森
羅
万
象
あ
ら
ゆ
る
事
象
と
の
整
合
性
の
上
に
立
脚
し
、
獲
得
し
た
思
想
で
あ
る
と
考

（
咽
）

え
て
い
る
。
ま
た
、
「
な
か
」
と
い
う
概
念
も
隆
正
が
用
い
る
一
円
相
を
用
い
た
世
界
観
の
説
明
も
五
十
音
の
理
解
が
な
け
れ
ば
解
く
こ

と
の
出
来
な
い
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
ず
は
、
隆
正
の
「
な
か
」
の
思
想
と
円
を
用
い
た
説
明
に
つ
い
て
改
め
て
概
略
を
紹
介
し
た
い
。

を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
隆
正
の
「
な
か
」

大国隆正の神観念についての一試論

３

「
な
か
」

の
思
想
と
造
化
三
神

の
思
想
と
独
自
の
天
之
御
中
主
神
の
解
釈
を
確
認
す
る
た
め
に
隆
正
の
著
作
『
本
教
神
理
説
』
の
該
当
箇
所

か
た
よ
ら
ぬ
な
か
、
う
ち
を
い
ふ
な
か
、
間
を
い
ふ
な
か
こ
れ

円
相
よ
り
円
相
を
い
だ
し
、
円
々
相
依
り
て
天
地
は
な
れ
る
も



外①
中
心
（
中
点
）
を
示
す
「
な
か
」

②
外
側
と
の
境
界
を
示
す
円
の
外
辺
を
示
す
「
な
か
」

の
に
な
ん
。
ま
づ
こ
れ
を
大
中
小
と
わ
か
り
、
そ
れ
を
ま
た
合
せ
て
、
天
地
の
真
を
し
る
べ
し
。
天
之
御
中
主
神
別
天
神
と
あ
れ
ば
、

緯
星
天
よ
り
と
き
は
じ
む
く
し
。
初
発
之
時
い
ま
だ
中
円
小
円
の
差
別
な
か
り
し
な
り
。
大
円
の
中
点
に
小
円
の
お
こ
り
し
を
天
地

の
は
じ
め
と
す
。
そ
の
小
円
は
じ
め
は
浮
脂
の
ご
と
き
も
の
に
て
あ
り
け
る
が
成
熟
し
て
、
い
ま
の
日
球
と
な
れ
る
も
の
な
り
。
タ

ヵ
マ
ノ
ハ
ラ
ニ
と
あ
る
は
、
そ
の
小
円
を
い
へ
る
も
の
な
り
。

隆
正
に
よ
れ
ば
、

タト

6０

内
。

ｌ

う
ち
外
の
あ
ひ
だ
を
い
ふ
な
か

う
ち
を
い
ふ
な
か

（
凪
）

（
野
村
惇
四
郎
編
『
大
国
隆
正
全
集
第
一
一
巻
』
・
七
頁
）

か
た
よ
ら
ぬ
と
こ
ろ
を
い
ふ
な
か



で
あ
る
。

6１

こ
の
「
な
か
」
の
概
念
が
天
之
御
中
主
神
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
『
斥
儒
仏
』
に
お
い
て
隆
正
は
、
「
い
ま
隆
正
が
神
代
古
事
と

五
十
音
の
言
理
と
に
よ
り
て
さ
と
り
得
た
る
、
神
道
の
大
要
を
と
き
て
き
か
す
べ
し
。
神
道
は
も
と
天
之
御
中
主
神
の
神
の
御
名
に
お
ひ

た
ま
げ
る
な
か
と
い
う
一
言
よ
り
お
こ
り
て
、
天
地
の
間
に
あ
ま
ね
く
い
た
ら
ぬ
か
た
の
あ
ら
ぬ
も
の
な
り
。
こ
れ
に
正
中
・
偏
中
の
和

（
Ｍ
）

価
値
あ
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
天
之
御
中
主
神
と
「
な
か
」
の
概
念
と
の
関
わ
り
は
菖
物
の
生
成
に
密
接
に
関
わ
る
問
題
な
の

③
円
の
内
面
「
な
か
」
の
三
つ
の
「
な
か
」

が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
、
各
々
の
「
な
か
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
円
相
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
う
し
て
出
来
た
様
々
な
円
が
構
成
さ
れ
、

大
小
様
々
な
円
に
よ
っ
て
世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
隆
正
の
思
想
の
淵
源
が
見
て
取
れ
る
。

加
え
て
、
こ
の
三
つ
の
「
な
か
」
の
概
念
を
、
隆
正
は
『
古
博
通
解
』
で
も
使
用
し
、
「
天
之
御
中
主
」
の
注
釈
に
お
い
て
詳
細
に
論

じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
三
つ
の
「
な
か
」
の
う
ち
中
点
を
し
め
す
「
か
た
よ
ら
ぬ
な
か
」
に
、
さ
ら
に
細
か
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
論

じ
て
、
「
な
か
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
を
さ
ら
に
肉
付
け
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

大|玉I隆正の神観念についての一試論

隆
正
は
『
神
理
一
貫
書
』
に
お
い
て
、
天
之
御
中
主
神
の
神
格
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

れ
な
り
。

べ
き
か
つ
ｈ
ノ

か
た
よ
ら
ぬ
な
か
に
ま
た
四
つ
の
こ
こ
ろ
あ
り
。
う
ご
か
ぬ
な
か
、
な
か
に
つ
く
な
か
な
か
に
つ
か
ぬ
な
か
、
つ
ら
ぬ
く
な
か
、
こ

れ
な
り
。
ま
づ
こ
れ
ら
の
差
別
を
と
き
て
、
な
か
と
い
ふ
こ
と
の
こ
こ
ろ
を
く
は
し
く
し
り
、
中
は
道
の
も
と
な
る
こ
と
を
さ
と
る

（
『
全
集
六
』
・
六
十
一
一
頁
）



こ
れ
を
見
て
さ
と
る
べ
し
。
高
天
原
は
天
地
の
核
に
て
、
菖
物
は
み
な
こ
れ
よ
り
お
ひ
い
で
た
る
も
の
な
れ
ば
、
皆
そ
の
根
本
の
形

を
具
へ
て
中
黙
あ
る
な
り
。
高
天
原
に
お
き
て
は
、
こ
の
神
を
天
之
御
中
主
神
と
い
ふ
く
く
、
菖
物
に
あ
り
て
は
、
各
そ
れ
の
御
中

主
神
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
米
に
は
米
之
御
中
主
神
あ
り
。
塵
に
は
塵
之
御
中
主
神
あ
る
べ
し
。
一
粒
一
塵
ご
と
に
中
黙
あ
り
て
、
そ

こ
に
御
中
主
の
神
霊
お
は
し
ま
せ
ば
、
或
は
く
だ
け
て
葛
と
な
り
、
億
と
な
り
、
或
は
集
り
て
一
一
一
と
な
り
、
一
一
と
な
り
、
一
と
な
り

て
、
お
は
し
ま
さ
ぬ
と
こ
ろ
と
て
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

6２

菖
物
に
中
鮎
な
き
も
の
は
あ
ら
ず
。
菖
物
い
づ
れ
も
そ
の
中
鮎
へ
八
面
を
ひ
き
つ
け
て
形
質
を
た
も
つ
も
の
な
り
。
内
ウ
ッ
ロ
ナ
ル

モ
ノ
ァ
リ
、
盈
ル
モ
ノ
ァ
リ
。
ユ
ガ
メ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
ウ
ッ
ロ
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
ソ
ノ
中
鮎
眼
ニ
ミ
エ
ズ
。
ユ
ガ
メ
ル
モ
ノ
モ
亦
、
１

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ガ
メ
ル
マ
マ
ニ
中
鮎
ハ
ア
ル
ナ
リ
。

○
Ｄ
、
瞳

勉
陣
Ｄ
○

米
ヲ
砕
キ
テ
粉
ト
ス
レ
バ
、
一
粒
々
々
二
、
御
中
主
神
分
レ
タ
マ
フ
ナ
リ
。
ソ
レ
ヲ
集
メ
テ
園
子
ノ
中
鮎
ニ
ウ
ッ
リ
テ
ー
ッ
一
一
集
リ

タ
マ
フ
ナ
リ
。
米
ヲ
俵
ニ
ッ
ク
レ
バ
、
一
俵
ノ
御
中
主
ア
リ
。
百
石
積
メ
バ
、
百
石
ノ
御
中
主
ト
ナ
リ
テ
、
大
小
手
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
、

天
之
御
中
主
神

破
れ
ば
わ
る
に
し
た
が
ひ
、
砕
け
ば
く
だ
く
ま
に
ま
に
中
鮎
は
そ
の
わ
れ
、
そ
の
く
だ
け

に
別
れ
う
つ
る
。

そ
の
わ
れ
、
そ
の
く
だ
け
を
よ
せ
合
す
れ
ば
、
よ
せ
合
す
る
に
ま
か
せ
て
、
そ
の
中
鮎
は

も
と
へ
か
へ
る
な
り
。



6３

隆
正
に
よ
れ
ば
、
天
之
御
中
主
神
は
万
物
全
て
に
宿
り
、
森
羅
万
象
す
べ
て
の
中
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
の
他
の
神
と
天
之
御
中
主
神
は
ど
の
よ
う
な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
け
て
隆
正
は
「
う
ご
か
ぬ
な
か
」
が

生
ま
れ
る
根
拠
と
し
て
高
御
産
巣
日
神
と
神
産
巣
日
神
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
す
る
。

（
『
全
集
五
』
・
二
一
七
～
一
一
一
八
頁
）

高
御
産
巣
日
神

た
か
は
た
け
・
た
く
と
は
た
ら
き
て
、
そ
の
中
鮎
よ
り
お
こ
り
て
、
か
ぎ
る
と
こ
ろ
ま
で
の
ぴ
ゆ
く
を
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。

く
る
、
夜
の
た
く
る
、
背
の
た
く
る
な
ど
、
み
な
そ
の
中
央
よ
り
そ
の
か
ぎ
り
ま
で
の
び
ゆ
く
を
い
ふ
こ
と
ば
な
ら
ず
や
。

た
ら
き
を
鵠
言
に
し
て
た
け
と
い
ひ
、
そ
の
た
け
を
た
か
と
う
つ
し
つ
づ
け
て
い
ふ
は
、
酒
を
酒
瓶
、
船
を
船
板
な
ど
と
』

く
、
四
を
一
に
う
つ
す
合
語
の
格
な
り
。
む
す
び
は
中
黙
を
と
り
て
外
漫
へ
む
す
び
た
る
を
い
ふ
。
さ
れ
ば
こ
の
神
霊
は
、

集
散
時
ニ
ョ
リ
テ
、
定
マ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
オ
ハ
シ
マ
サ
ヌ
カ
タ
ハ
ア
ラ
ヌ
ナ
リ
・
」

は
た
ら
き
て
、
そ
の
中
軸
よ
り
お
こ
り
て
、
か
ぎ
る
と
こ
ろ
ま
で
の
び
ゆ
く
を
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
日
の
た

背
の
た
く
る
な
ど
、
み
な
そ
の
中
央
よ
り
そ
の
か
ぎ
り
ま
で
の
び
ゆ
く
を
い
ふ
こ
と
ば
な
ら
ず
や
。
こ
の
は

た
け
と
い
ひ
、
そ
の
た
け
を
た
か
と
う
つ
し
つ
づ
け
て
い
ふ
は
、
酒
を
酒
瓶
、
船
を
船
板
な
ど
と
い
ふ
ご
と

合
語
の
格
な
り
。
む
す
び
は
中
鮎
を
と
り
て
外
遥
へ
む
す
び
た
る
を
い
ふ
。
さ
れ
ば
こ
の
神
霊
は
、
中
点
よ

り
お
こ
り
て
外
遥
ま
で
の
び
ゆ
く
、
根
元
の
露
に
て
お
は
し
ま
す
。

神
産
巣
日
神

か
む
は
四
方
八
面
よ
り
中
点
を
お
す
を
い
ふ
。
噛
も
下
歯
に
て
上
歯
を
お
す
な
り
。
鼻
を
か
む
も
左
右
よ
り

中
を
お
す
を
い
ふ
。
被
る
は
上
よ
り
下
を
お
し
つ
、
む
な
り
。
さ
れ
ば
こ
の
か
み
は
外
豊
よ
り
中
点
を
唾
し

た
ま
ふ
神
な
り
。
む
す
び
は
外
逼
を
中
点
へ
む
す
ぴ
た
ま
ふ
に
よ
り
て
い
ふ
な
り
。

こ
の
三
神
に
よ
り
て
、
無
心
の
回
形
活
路
を
得
る
な
り
。
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こ
れ
ら
の
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
隆
正
は
再
び
天
之
御
中
主
神
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

「
た
か
・
か
む
の
二
神
も
ま
た
、
一
米
一
塵
の
す
ゑ
ま
で
も
、
つ
き
そ
ひ
お
は
し
ま
す
な
り
」
と
隆
正
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
万

物
を
象
る
全
て
の
現
象
に
は
、
天
之
御
中
主
神
と
ム
ス
ヒ
の
一
一
神
、
即
ち
造
化
三
神
の
力
が
働
い
て
初
め
て
成
立
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て

わ
が
御
中
主
神
ば
か
り
に
は
あ
ら
ず
。
た
か
・
か
む
の
二
神
も
ま
た
、
一
米
一
塵
の
す

ゑ
ま
で
も
、
つ
き
そ
ひ
お
は
し
ま
す
な
り
。
〈
『
全
集
五
」
・
一
一
一
八
頁
～
二
一
九
頁
〉

い

る５
○

造
化
三
神
と
「
な
か
」
の
思
想
と
の
連
関
性
を
隆
正
の
一
円
図
に
当
て
は
め
る
と
次
の
と
お
り
と
な
ろ
う
。

6４

外
辺

中
点

よ
り
中
点
を
圧
す
高
御
産
巣
日
神

よ
り
外
周
に
広
が
り
形
を
象
る
高
御
産
巣
日
神

万
物
の
中
心
と
し
て
の
天
之
御
中
主
神



6５

こ
れ
ら
の
論
は
、
一
見
「
汎
神
論
」
と
も
見
受
け
ら
れ
る
天
之
御
中
主
神
と
高
御
産
巣
日
神
と
神
産
巣
日
神
の
神
格
で
あ
る
が
、
隆
正

（
略
）

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ム
ス
ビ
の
神
も
天
之
御
中
主
神
の
荒
御
魂
・
和
御
魂
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
隆
正
の
造
化
三
神
の
神
格

を
ま
ず
理
解
し
な
け
れ
ば
、
『
古
伝
通
解
』
や
『
天
地
人
神
名
考
』
に
お
け
る
神
の
概
念
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
「
な
か
」
の
概

念
が
ど
の
よ
う
に
隆
正
の
思
想
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
か
は
、
隆
正
の
思
想
の
全
て
の
出
発
点
と
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

ま
た
、
天
照
大
御
神
に
つ
い
て
隆
正
は
、
こ
れ
ら
「
な
か
」
の
思
想
か
ら
出
発
し
て
な
ぜ
天
照
大
御
神
が
至
尊
の
存
在
で
あ
る
か
を
『
候

録
』
に
お
い
て
、
「
日
は
緯
星
天
の
中
黙
に
あ
る
も
の
な
り
。
そ
の
中
極
に
天
之
御
中
主
神
お
は
し
ま
す
。
天
之
御
中
主
神
の
分
霊
の
す

（
Ⅳ
）

ぐ
れ
た
る
を
天
照
大
神
と
い
ふ
。
日
球
を
は
じ
め
緯
星
天
を
と
り
す
べ
て
つ
か
さ
ど
り
た
ま
ふ
神
垂
垂
な
り
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
や

こ
れ
に
よ
り
た
ち
か
へ
り
、
天
之
御
中
主
神
の
こ
と
を
く
は
し
く
と
く
べ
き
な
り
。

な
か
と
い
う
こ
と
ば
に
、
三
つ
の
わ
か
ち
あ
り
。
か
た
よ
ら
ぬ
を
い
ふ
な
か
あ
り
。
う
ち
を
い
ふ
な
か
あ
り
。
間
を
い
ふ
な
か
あ
り
。

箱
ノ
ナ
カ
ナ
ド
イ
フ
ハ
、
ウ
チ
ヲ
イ
フ
ナ
リ
。

中
垣
ハ
間
ニ
ア
ル
垣
ヲ
イ
フ
ナ
リ
。
以
後
、
中
・
内
・
間
ト
文
字
ヲ
書
分
テ
、
ソ
ノ

意
ヲ
シ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
。

円
形
は
、
菖
物
、
菖
事
、
菖
物
を
う
み
出
す
と
こ
ろ
に
て
円
形
は
三
つ
の
な
か
あ
ひ
て
な
れ
る
も
の
な
り
。
天
之
御
中
主
神
は
、
か

た
よ
ら
ぬ
な
か
に
あ
た
り
、
高
御
産
巣
日
神
は
、
内
を
い
ふ
な
か
に
あ
た
り
、
神
産
巣
日
神
は
問
を
い
ふ
な
か
に
あ
た
り
た
ま
へ
り
。

こ
れ
に
よ
り
て
考
ふ
れ
ば
、
高
御
産
巣
日
神
は
天
之
御
中
主
神
の
荒
御
魂
に
て
、
神
産
巣
日
神
は
、
和
魂
に
て
お
は
し
ま
し
け
り
。

〈
『
全
集
五
』
・
二
一
九
頁
〉

大国隆正の神観念についての一試論



大
国
隆
正
の
研
究
の
な
か
で
、
着
目
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
天
皇
総
帝
論
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
天
皇
総
帝
論
」
は
、
隆
正

の
政
治
思
想
の
特
質
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
政
治
論
の
枠
を
離
れ
、

隆
正
の
論
じ
た
一
連
の
著
作
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
な
す
べ
き
か
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
例
を
挙

げ
る
な
ら
ば
、
天
皇
の
皇
祖
た
る
天
照
大
御
神
と
の
関
連
性
を
重
視
し
て
、
津
和
野
派
の
思
想
と
い
わ
れ
る
、
「
天
照
大
御
神
を
重
視
し

た
神
道
観
」
を
形
成
す
る
論
証
と
し
て
「
天
皇
総
帝
論
」
と
位
置
づ
け
た
も
の
と
、
隆
正
が
自
ら
の
学
問
で
重
要
と
位
置
づ
け
た
「
な
か
」

の
思
想
と
の
連
関
性
に
つ
い
て
な
ど
で
あ
る
。
隆
正
の
天
皇
論
を
考
察
す
る
上
で
、
こ
れ
ら
の
事
を
述
べ
る
の
は
論
拠
の
絶
対
条
件
で
は

な
い
た
め
、
言
及
し
て
い
る
先
行
研
究
は
殊
の
外
勘
い
。
今
回
は
「
天
皇
総
帝
論
」
に
つ
い
て
の
紹
介
と
、
著
作
中
に
散
見
さ
れ
る
「
天

皇
総
帝
論
」
に
関
わ
る
論
考
と
、
隆
正
の
神
観
念
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

天
皇
を
万
国
の
総
帝
と
し
て
中
心
に
配
置
し
、
全
世
界
を
統
括
す
る
至
尊
の
存
在
と
見
る
隆
正
の
思
想
は
、
多
く
の
先
行
研
究
に
て
指

摘
と
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
松
浦
光
修
氏
は
宣
長
以
来
の
政
治
論
を
、

若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

は
り
、
隆
正
に
と
っ
て
、
天
照
大
御
神
を
説
明
す
る
上
で
も
天
之
御
中
主
神
の
「
な
か
」
の
思
想
が
重
要
で
あ
っ
て
、
分
霊
と
し
て
特
に

優
れ
た
「
天
照
大
御
神
」
が
中
点
と
な
り
、
そ
の
歴
史
性
を
つ
ら
ぬ
く
「
な
か
」
と
し
て
皇
祖
皇
霊
が
存
在
し
、
そ
の
皇
統
を
中
線
に
結

び
、
現
に
国
之
御
中
主
と
し
て
世
界
を
治
め
る
「
天
皇
」
が
存
在
す
る
原
点
と
な
る
こ
と
か
ら
、
「
天
照
大
御
神
」
「
天
皇
」
の
至
尊
性
が

担
保
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
隆
正
の
神
観
念
を
念
頭
に
置
い
て
考
察
を
試
み
る
一
環
と
し
て
、
隆
正
の
代
表
的
な
思
想
で
あ
る
「
天
皇
総
帝
論
」
に
つ
い
て

４
「
天
皇
総
帝
論
」
と
隆
正
の
神
観
念

6６
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盆
弓

（
Ａ
）
万
国
は
天
照
大
御
神
の
恵
み
に
浴
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
万
国
の
統
治
権
は
天
照

大
御
神
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
に
あ
る
。

（
Ｂ
）
そ
の
天
照
大
御
神
が
誕
生
さ
れ
た
の
は
日
本
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
日
本
は
万
国
の

中
で
最
も
優
れ
た
国
で
あ
る
。

と
、
大
き
く
２
点
に
要
点
を
絞
り
、
『
玉
く
し
げ
』
本
文
中
の
「
本
朝
は
、
天
照
大
御
神
の
御
本
国
に
し
て
、
万
国
元
本
大
宗
た
る
御
国

な
れ
ば
、
万
国
共
に
、
こ
の
御
国
を
尊
み
戴
き
臣
服
し
て
、
四
海
の
う
ち
み
な
、
此
ま
こ
と
の
道
に
依
り
遵
は
で
は
か
な
は
ぬ
こ
と
わ
り

な
る
に
」
と
い
う
箇
所
を
引
用
し
て
「
万
国
は
日
本
に
臣
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
日
本
は
「
君
」
の
国

（
肥
）

で
あ
り
、
諸
外
国
は
「
臣
」
の
国
で
あ
る
」
と
い
う
一
旦
長
の
主
張
を
纏
め
て
い
る
。

大国隆正の神観念についての一試論

こ
れ
を
受
け
て
松
浦
氏
は
、
隆
正
の
天
皇
論
を
嘉
永
六
年
以
前
と
以

後
、
安
政
二
年
の
主
張
の
一
一
一
期
に
分
け
て
論
じ
、
宣
長
の
説
を
祖
述
す

る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
隆
正
の
政
治
論
が
次
第
に
「
帝
爵
の
国
」
や

（
旧
）

「
総
王
」
・
「
総
帝
」
の
概
念
を
獲
得
し
た
経
緯
を
纏
め
て
い
る
。

松
浦
氏
に
よ
る
と
安
政
二
年
以
前
に
は
天
皇
総
帝
論
は
完
成
し
、
将

軍
を
外
国
の
王
の
上
に
位
置
づ
け
て
い
た
自
説
を
、
諸
外
国
の
王
と
将

軍
を
同
等
に
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
日
本
独
自
の
「
大
帝
爵
の
国
体
」
と

し
て
、
天
皇
と
将
軍
に
よ
る
二
重
統
治
の
体
制
を
論
理
的
に
整
合
さ
せ

た
と
し
て
い
る
。
安
政
二
年
頃
成
立
の
『
古
伝
通
解
』
を
見
る
と
、
依

然
と
し
て
将
軍
家
を
外
国
の
諸
王
の
上
位
に
位
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
が



こ
れ
ま
で
、
隆
正
の
「
な
か
」
の
思
想
の
中
核
を
支
え
る
天
之
御
中
主
神
を
中
心
と
す
る
造
化
三
神
の
働
き
と
、
隆
正
の
世
界
観
を
表

す
「
な
か
」
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
現
実
世
界
と
連
関
性
を
以
っ
て
説
か
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
隆
正
の
最
晩
期

の
著
作
で
あ
る
画
筆
院
大
畢
所
蔵
本
『
音
図
神
解
』
を
紹
介
し
つ
つ
、
隆
正
の
五
十
音
図
と
神
の
概
念
に
つ
い
て
少
々
触
れ
て
い
き
た
い
。

『
音
図
神
解
』
は
『
古
事
記
』
の
注
釈
を
試
み
た
『
古
伝
通
解
』
と
並
び
、
隆
正
の
主
著
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
『
音
図
神
解
』
は
、

隆
正
の
五
十
音
図
に
基
づ
く
言
語
学
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

同
著
は
安
政
二
年
頃
に
成
立
し
た
も
の
が
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
隆
正
は
安
政
二
年
以
降
も
「
音
図
神
解
」
と
名
を
冠
し
た
箸

〈
「
全
集
六
』
・
一
六
三
頁
〉

此
の
図
に
よ
れ
ば
隆
正
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
万
物
を
一
円
相
内
で
９
つ
の
円
に
分
け
外
側
か
ら
金
石
土
砂
・
草
木
穀
藷
・
禽
獣
録

魚
の
３
つ
を
「
物
」
と
位
置
づ
け
次
に
万
国
の
人
・
日
本
国
之
人
・
知
道
之
人
と
位
置
づ
け
こ
れ
を
「
人
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
際
、
同

格
に
あ
る
も
の
と
し
て
堂
上
大
小
名
は
万
国
王
を
、
大
将
軍
家
は
大
政
府
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
一
連
の
隆
正
の
言
説
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
隆
正
が
天
皇
論
を
述
べ
る
上
で
重
視
し
た
こ
と
は
、
将
軍
家
と
天
皇
の
二

重
統
治
を
正
当
付
け
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
神
代
の
中
線
」
を
伝
え
る
日
本
と
（
隆
正
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
）
「
本
教
」

の
伝
わ
る
「
日
本
」
こ
そ
、
世
界
の
「
な
か
」
た
る
べ
き
国
で
あ
り
、
世
界
の
「
中
点
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
日
本
を
統
く
る
「
園
之
御
中

主
」
、
す
な
わ
ち
天
皇
が
世
界
を
統
治
す
る
の
が
、
世
界
の
「
ま
こ
と
の
道
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
、
と
隆
正
が
論
じ
て
い
る
と
解
釈

す
る
ほ
う
が
よ
り
正
確
に
隆
正
の
天
皇
観
を
見
い
だ
せ
る
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

見
て
取
れ
る
。

〈
「
全
集
六
』
．

５
国
畢
院
大
事
所
蔵
本
慶
応
版
『
音
図
神
解
』
に
見
ら
れ
る
隆
正
の
神
観
念

6８
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（
皿
）解

』
の
自
筆
稿
本
で
あ
る
。

（
釦
）

作
を
数
冊
上
梓
－
し
て
い
る
。

本
文
構
成
と
し
て
は
、
安
政
一
一
年
版
の
よ
う
な
完
成
さ
れ
た
書
籍
の
形
態
を
取
ら
ず
、
さ
な
が
ら
隆
正
の
言
語
学
に
関
す
る
日
記
形
式

の
「
学
問
ノ
ー
ト
」
の
よ
う
な
形
式
で
あ
る
。
ま
た
、
各
冊
毎
に
年
月
日
が
錯
綜
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
一
気
阿
成
に
描
き
上
げ
た
も
の

を
再
構
成
し
て
冊
子
形
態
に
纏
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
資
料
で
も
隆
正
の
著
作
の
特
徴
で
あ
る
一
円
相
な
ど
図
版
を
駆
使
し
て
説
明
を
試
み
る
執
筆
形
態
も
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
隆
正
が

没
す
る
数
ヶ
月
前
ま
で
執
筆
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
隆
正
の
五
十
音
図
と
言
語
学
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
学
問
的
興
味
が
見
て

取
れ
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
隆
正
の
思
想
が
見
ら
れ
る
基
礎
的
資
料
を
提
出
し
、
神
観
念
を
考
察
す
る
一
助
と
す
る
こ
と
を
本
項
の
目
的
と

す
る
。

①
慶
雁
一
一
年
丙
寅
三
月

ア
、
『
音
図
神
解
』
文
中
に
見
る
言
語
学
的
主
張
と
世
界
観
の
模
索

第
一
巻
目
で
あ
る
『
本
義
』
冒
頭
の
部
分
に
、
「
神
道
の
ま
こ
と
」
と
題
し
て
天
皇
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
、
言
語
学
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
は
未
だ
模
索
の
段
階
に
あ
る
こ
と
が
、
後
述
す
る
同
様
の
文
章
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
出
来
る
。
和
歌
を
神
道
と
結
び

つ
け
論
じ
た
国
学
者
が
い
た
よ
う
に
、
隆
正
の
最
終
目
標
は
神
道
と
五
十
音
の
正
し
い
理
解
が
学
問
の
真
髄
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い

た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

本
資
料
は
隆
正
最
晩
年
の
慶
雁
一
一
（
一
八
六
六
）
年
か
ら
明
治
四
（
一
八
七
一
一
）
に
か
け
て
記
さ
れ
た
園
単
院
大
畢
図
書
館
蔵
豆
臼
図
神

大国隆正の神観念についての一試論



あ
い
う
え
お

○
五
十
音
図
の
ま
こ
と

「
神
道
の
ま
こ
と
」
に
見
ら
れ
る
思
想
は
嘉
永
・
安
政
期
に
見
ら
れ
る
著
作
の
思
想
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
積
極
的
に
言
語
学
と
の

関
連
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
晩
年
の
隆
正
の
意
気
込
み
が
見
て
取
れ
る
。

安
政
期
は
「
あ
」
と
「
わ
」
の
言
葉
に
の
み
言
語
の
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
慶
応
期
の
著
作
に
お
い
て
は
五
十
音
全
て
に

お
い
て
意
味
付
け
を
し
て
、
持
論
で
あ
る
五
十
音
と
森
羅
万
象
と
の
関
わ
り
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
所
に
着
目
し
た
い
。

次
は
、
神
道
の
ま
こ
と
の
対
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
五
十
音
図
の
ま
こ
と
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

神
道
の
ま
こ
と

音
ハ
万
国
同
し
く
し
て
こ
と
は
閲
万
国
同
し
か
ら
す
道
は
万
園
同
し
く
し
て
教
は
万
国
同
し
か
ら
す
こ
と
は
の
同
し
か
ら
ぬ
徴
は
古
事

記
序
に
も
重
訳
と
い
ふ
こ
と
あ
る
を
も
て
し
る
へ
し
道
の
同
し
き
あ
か
し
は
忠
孝
仁
義
を
わ
る
し
と
す
る
く
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
し
か
あ
り

て
わ
か
日
の
本
は
と
っ
く
に
蚤
す
ぐ
れ
て
と
ふ
と
き
こ
と
あ
る
な
り
み
ち
の
す
く
れ
て
あ
る
こ
と
は
神
代
よ
り
天
皇
の
大
み
す
ち
さ
ら
に

か
は
り
た
ま
わ
す
こ
と
の
す
く
れ
て
あ
る
こ
と
は
あ
い
う
え
お
を
こ
と
は
の
下
い
つ
か
わ
す
て
ら
り
る
れ
ろ
を
こ
と
は
の
上
に
お
か
す
上

下
の
分
別
よ
く
き
は
中
か
に
わ
か
り
て
あ
ら
ル
る
か
み
よ
の
こ
と
は
を
も
て
さ
と
る
へ
し
こ
れ
を
も
て
わ
か
く
に
は
く
に
の
も
と
に
わ
か

す
め
ら
き
は
ょ
ろ
つ
の
く
に
の
も
と
つ
大
き
み
に
お
は
し
ま
し
て
よ
る
つ
の
固
の
園
王
と
も
は
そ
な
み
や
川
と
く
に
と
ま
を
し
く
み
つ
き

と
た
て
ま
つ
る
へ
き
も
の
に
て
あ
り
け
る

問

（
『
音
図
神
解
一
本
義
』
三
丁
表
～
四
丁
表
）

ほ
同
一
で
あ
る
が
、
積
極
的
に
言
語
学
と
の

7０
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身
よ
り
入
る
ひ
と
つ
に
な
る
の
こ
り
の
こ
り
て
う
つ
る
わ
す

か
き
く
け
こ

よ
り
か
は
る
つ
ら
ぬ
く

さ
し
す
せ
そ

と
り
の
け
と
、
く
し
た
か
ふ
し
た
か
ハ
す

た
ち
っ
て
と

あ
ひ
、
く
あ
ひ
よ
る
と
ほ
る
と
ほ
ら
す

わ
ゐ
う
ゑ
を

と
ど
む
と
蟹
ま
る
う
つ
る
へ
き
も
の
う
つ
ら
す

は
ひ
ふ
へ
ほ

底
よ
り
い
つ
わ
か
つ
わ
か
る
わ
か
れ
て
わ
か
れ
す

ま
み
む
め
も

並
に
向
ふ
お
し
て
ひ
く

な
に
ぬ
れ
の

し
た
か
ふ
し
た
か
は
し
む

ら
り
る
れ
ろ

の
こ
さ
す
の
こ
ら
す
う
つ
る
ふ

や
い
ゆ
え
よ

大国隆正の神観念についての一試論



イ
、
造
化
一
．

②
寧

一
ハ
ロ
河
雨
脚
ｈ
】

五
十
音
原
義

あ
へ
た
て
あ
り
あ
は
ん
と
す

え
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
安
政
版
『
音
図
神
解
』
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
「
あ
」
と
「
わ
」
と
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
自
体
を
、
隆
正
が

自
身
の
言
語
学
を
理
解
す
る
上
で
必
須
事
項
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
た
め
上
巻
に
つ
い
て
は
「
あ
」
と
「
わ
」
の
２
語
の
意
義
付
け
に

終
始
し
て
い
た
が
、
五
十
音
図
の
「
縦
糸
」
と
よ
べ
る
あ
行
～
わ
行
に
つ
い
て
の
意
味
を
付
加
し
よ
う
と
し
て
い
る
所
に
着
目
し
た
い
。

一
つ
一
つ
の
意
味
は
容
易
に
判
然
し
難
い
が
、
先
述
の
造
化
三
神
と
「
な
か
」
の
概
念
の
中
核
と
な
る
中
心
と
し
て
の
天
之
御
中
主
神
、

中
点
か
ら
外
辺
を
象
る
高
御
産
巣
日
神
、
外
辺
か
ら
中
点
を
圧
す
る
神
産
巣
日
神
の
概
念
が
各
行
の
説
明
に
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
窺

か
さ
ぬ
か
さ
な
る
う
つ
る
へ
か
ら
め
も
の
う
つ
る

神
代
に
は
し
め
を
に
ご
る
こ
と
（
な
し
つ
ら
な
り
て
に
ご
る
こ
と
あ
り
に
こ
る
と
き
ハ
す
へ
て
し
ひ
た
も
つ
こ
こ
ろ
そ
ふ
な
り

野
之
口
政
大
国
中
隆
正
し
る
す

（
同
四
丁
表
～
五
丁
表
）

同
様
に
、
各
行
に
隆
正
が
試
み
に
神
格
を
付
与
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

造
化
三
神
と
五
十
音
に
つ
い
て
の
言
及

慶
雁
二
年
丙
寅

7２



う
っ
き
つ
き
に
よ
る
む
す
は
る
あ
ら
た
ま
る

7３

ち
あ
り

な
に
ぬ
れ
の
天
之
御
中
主
神

は
ひ
ふ
へ
ほ
タ
カ
ヒ
ム
ス
ヒ

・
あ
い
う
え
お
カ
ム
ム
ス
ヒ
ノ

ひ
と
つ
も
の
ふ
た
つ
に
わ
か
れ
て
へ
た
て
り
ゆ
く
へ
た
て
ら
せ
あ
は
す
あ
ふ
へ
き
す
ち
な
り
い
ま
わ
か
れ
て
あ
り
こ
の
聾
に
あ
ふ
へ
き
す

え
お
よ
ふ
中
よ
り
お
よ
ふ

大国隆正の神観念についての一試論

あ
い
う
え
お

外
よ
り
い
る
ひ
と
つ
よ
り
は
な
す
は
る
か
の
こ
り
の
こ
り
て
も
と
を
た
か
へ
す

此
処
で
注
目
し
た
い
の
が
、
な
行
に
天
之
御
中
主
神
を
、
は
行
に
高
御
産
巣
日
神
を
、
あ
行
に
神
産
巣
日
神
を
そ
れ
ぞ
れ
配
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
安
政
版
豆
臼
図
神
解
』
で
言
及
さ
れ
る
「
あ
」
と
「
わ
」
の
働
き
を
考
え
る
と
、
「
あ
」
は
隔
て
を
作
る
高
御
産
巣
日

神
を
配
し
、
「
わ
」
に
は
「
間
を
い
う
な
か
」
で
あ
る
神
産
巣
日
神
を
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
行
は
「
な
か
」
の
思
想
の
根
底
を

示
す
天
之
御
中
主
神
を
配
し
て
お
り
、
は
行
に
つ
い
て
は
安
政
版
豆
日
図
神
解
」
下
巻
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
な
げ
き
」
の
こ
え
と
「
ゑ

お
す
ゑ
に
つ
く
も
と
に
つ
く

四
十
五
音
も
ま
た
底
に
こ
の
い
て
の
こ
こ
ろ
あ
り

い
う
つ
す
て
う
つ
と
る

タ
カ
ヒ
ム
ス
ヒ
ノ
カ
ミ

制
川
引
到
‐
刃
川
引
刈
州
馴
訓

（
同
八
丁
表
～
八
丁
裏
）



五
十
音
原
義

酒
マ
ヘ

ち

つ う
つ
す
て
う
つ
と
る

あ
し
き
を
す
て
よ
き
を
と
る
こ
国
ろ
く
ら
き
も
の
よ
き
を
す
て
あ
し
き
を
と
る

へ
た
て
あ
り
よ
ら
ん
と
す

ひ
と
つ
も
の
ふ
た
つ
に
わ
か
れ
わ
か
れ
た
て
へ
た
て
り
ゆ
く
へ
た
た
い
て
よ
ら
ん
と
す
い
ま
わ
か
れ
て
あ
り
こ
の
ゆ
ゑ
に
へ
た
て
あ
り
も

と
ひ
と
つ
な
り
こ
の
ゆ
ゑ
に
よ
ら
ん
と
す

あ

7４

つ
き
つ
き
に
よ
り
あ
ら
た
ま
る

一
と
き
に
は
あ
ら
た
ま
り
か
た
し
つ
き
つ
き
に
よ
り
て
つ
ひ
に
あ
ら
た
ま
る

い ウ
、
天
皇
総
帝
の
言
語
学
説
上
の
言
及
点

慶
雁
二
年
丙
寅
八
月

（
犯
）

み
」
の
こ
え
、
即
ち
「
人
が
初
め
て
獲
得
し
た
表
現
」
に
高
御
産
巣
日
神
を
充
て
て
お
り
、
「
言
葉
の
は
じ
め
の
声
、
五
十
音
の
始
ま
り

の
言
葉
」
で
あ
る
あ
行
に
神
産
巣
日
神
を
そ
れ
ぞ
れ
充
て
て
い
る
所
は
興
味
深
い
。

周



お

7５

③
丁
卯
五
月

天
地
の
こ
と
は
わ
か
神
代
古
統
と
五
十
音
園
と
に
こ
も
り
て
も
る
る
こ
と
な
し
神
代
古
統
ハ
造
化
の
を
は
り
人
事
の
は
し
め
む
五
十
音
圏

ハ
正
対
互
対
奇
対
経
緯
表
裏
善
悪
の
も
と
出
て
互
に
を
あ
は
せ
り

日
月
は
正
対
な
り
偶
な
り
こ
れ
に
地
球
を
ま
し
ふ
れ
は
奇
対
と
な
る
日
地
反
対
な
り
て
地
月
も
た
反
せ
り
日
は
外
陽
内
陰
な
り
地
は
外
陰

内
陽
に
日
は
経
星
に
し
て
地
は
緯
星
な
り
日
中
に
善
世
界
あ
り
こ
た
ま
の
原
と
い
ふ
地
下
に
悪
世
界
あ
り
よ
そ
の
く
に
と
い
ふ
人
間
は
表

な
り
鬼
神
の
世
界
を
う
ら
と
す
こ
れ
ら
の
理
五
十
音
圏
に
こ
も
り
て
と
け
は
と
か
る
る
も
の
に
な
ん

上
の
巻
に
も
い
へ
る
こ
と
く
大
日
本
国
は
万
国
の
総
本
国
に
て
わ
か
天
皇
は
世
界
の
総
帝
に
て
お
は
し
ま
せ
と
も
日
本
国
の
人
こ
れ
を
し

ら
す
し
ら
ぬ
に
よ
り
呉
園
の
所
説
を
本
と
し
わ
か
古
説
を
そ
れ
よ
り
下
に
お
き
て
と
く
に
神
道
家
国
畢
家
歌
畢
家
と
い
は
る
る
人
も
ま
た

と
き
に
い
た
ら
さ
り
け
れ
は
に
や
こ
れ
を
し
ら
す
日
本
国
の
も
と
の
こ
と
し
て
と
く
な
り
ひ
ら
く
へ
き
と
き
そ
き
く
そ
こ
に
は
し
め
て
東

す
ゑ
に
つ
く
も
と
に
つ
く

か
り
の
な
か
は
す
ゑ
な
り
ま
こ
と
の
な
か
は
本
な
り
わ
か
天
皇
は
ま
こ
と
の
中
に
て
お
は
し
ま
す
五
十
音
圏
は
人
の
こ
と
は
の
ま
こ
と

の
中
な
り
、
こ
れ
に
ま
こ
と
の
神
道
は
こ
も
り
て
あ
り
、
わ
か
く
に
に
つ
た
え
た
ま
へ
る
あ
め
つ
ち
い
て
き
は
し
め
給
ふ
る
こ
と
は
も
と

大国隆正の神観念についての一試論

お
よ
ふ
中
よ
り
お
よ
ふ

の
中
国
な
り
、
こ
れ
に
ま
こ
と

の
ま
こ
と
の
ふ
る
こ
と
．
な
り

周
中
に
ま
こ
と
の
な
か
あ
り
か
り
の
な
か
あ
り
か
り
の
中
よ
り
お
よ
ふ
ハ
わ
る
し
ま
こ
と
の
中
よ
り
お
よ
ふ
を
よ
し
と
す

（
同
十
丁
表
～
十
一
丁
表
）



ｅ
む
す
び
に
か
え
て

隆
正
独
自
の
天
之
御
中
主
神
観
を
ま
ず
理
解
し
な
け
れ
ば
、
単
に
天
照
大
御
神
重
視
の
神
観
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
隆
正
の
数
々
の

著
作
か
ら
見
え
る
も
の
は
、
「
な
か
」
の
概
念
で
あ
り
、
「
汎
神
論
」
的
な
天
之
御
中
主
神
観
か
ら
展
開
さ
れ
る
「
も
と
」
「
す
ゑ
」
の
思
想

な
ど
、
種
々
に
類
別
さ
れ
る
「
な
か
」
の
概
念
が
根
底
に
あ
る
。
全
て
の
事
象
、
理
は
「
な
か
」
と
い
う
隆
正
独
自
の
点
と
線
に
よ
っ
て

導
き
出
さ
れ
る
「
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
」
で
あ
る
こ
と
を
隆
正
は
主
張
し
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
は
、
隆
正
に
と
っ
て
は
、
全
て
の

モ
ノ
が
「
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
」
で
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
の
特
に
優
れ
た
「
分
霊
」
が
天
照
大
御
神
で
あ
り
、
そ
の
「
中
線
」
の
先
に
、
世
界

「
な
か
」
の
概
念
に
用
い
ら
れ
る
、
造
化
三
神
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
各
々
正
対
す
る
事
象
を
当
て
は
め
て
、

世
界
の
真
理
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
よ
う
と
す
る
処
に
、
隆
正
の
世
界
観
を
形
成
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
丁
卯
五
月
（
慶
応
３
年
）
の
段

階
に
お
い
て
も
、
天
皇
を
世
界
の
総
帝
と
し
て
お
り
、
論
ず
る
と
こ
ろ
の
典
拠
に
安
政
期
に
成
立
し
た
『
古
伝
通
解
』
や
『
音
図
神
解
』

を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
世
界
観
の
形
成
は
変
わ
り
が
な
い
。
隆
正
は
早
期
か
ら
考
究
し
て
い
た
言
語
が
指

し
示
す
世
界
観
・
宇
宙
観
と
、
嘉
永
・
安
政
期
に
獲
得
し
た
政
治
論
・
外
交
論
等
他
の
言
説
と
の
整
合
性
が
あ
る
こ
と
を
最
後
ま
で
示
そ

（
認
）

う
と
試
み
て
い
た
事
が
見
て
取
れ
よ
う
。

満
大
人
真
淵
大
人
宣
長
大
人
篤
胤
大
人
四
説
を
一
部
て
わ
り
古
道
家
を
お
こ
し
た
ま
へ
り
そ
の
四
大
人
の
功
お
の
お
の
得
た
る
と
こ
ろ
あ

り
て
ひ
く
し
か
ら
ね
と
も
わ
か
く
に
の
忠
臣
な
り
又
お
の
お
の
誤
き
と
こ
ろ
あ
り
て
い
ま
た
つ
く
さ
せ
す
こ
れ
に
よ
り
隆
正
こ
れ
を
大
成

せ
ん
と
し
る
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
り
こ
こ
ろ
さ
し
は
の
り
み
て
か
た
ら
す
さ
れ
ど
も
古
博
通
解
音
圏
神
解
を
あ
ら
は
し
て
そ
の
あ
ら
ま
し
を
い

は
ん
と
す
又
こ
の
ふ
み
を
み
て
そ
の
大
鉢
を
し
る
へ
き
な
り

（
同
十
六
丁
表
～
十
六
丁
裏
）
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ま
た
、
言
葉
を
と
く
に
神
聖
視
し
て
い
る
面
も
安
政
期
の
著
作
か
ら
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
、
慶
応
版
『
音
図
神
解
』
か
ら
も
見
て
取

れ
る
。
前
述
の
「
な
か
」
の
概
念
に
基
づ
き
、
五
十
音
の
行
に
造
化
三
神
を
あ
て
は
め
よ
う
と
試
み
た
姿
勢
は
大
変
興
味
深
い
。

一
つ
の
著
作
に
お
い
て
通
読
す
る
と
難
解
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
追
っ
て
思
想
的
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
体
系
化
し

理
解
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
筆
者
は
思
量
す
る
。

今
後
は
他
の
国
学
者
の
言
語
学
、
と
り
わ
け
言
語
解
釈
に
神
道
や
神
の
概
念
を
盛
り
こ
も
う
と
試
み
る
著
作
を
調
査
し
隆
正
の
言
語
学

と
の
相
違
点
を
見
出
し
、
幕
末
維
新
期
の
思
想
史
に
お
け
る
言
語
哲
学
的
研
究
に
さ
ら
な
る
考
究
を
加
え
る
事
を
目
標
と
す
る
。

ほ
か
、
隆
正
の
「
本
教
」
を
受
容
し
た
国
学
者
（
福
羽
美
静
な
ど
）
や
、
見
解
が
相
違
し
て
い
る
平
田
派
国
学
者
は
隆
正
の
神
観
念
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
今
回
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
比
較
対
象
と
す
れ
ば
、
幕
末
維
新
期
の
霊
魂
観
や
天
体
説
の
受
容
な
ど
、
新

た
な
視
点
が
生
ま
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
次
回
の
課
題
と
し
た
い
。

の
中
心
に
位
置
す
る
国
之
「
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
」
で
あ
る
皇
祖
皇
霊
が
あ
り
、
現
在
の
「
国
之
御
中
主
」
で
あ
る
天
皇
を
と
り
わ
け
尊
崇
し
た
。

こ
れ
が
隆
正
の
神
観
念
、
天
皇
観
な
の
で
あ
る
。

「
天
之
御
中
主
神
重
視
」
か
「
天
照
大
御
神
重
視
」
か
峻
別
を
試
み
る
と
、
か
え
っ
て
隆
正
の
神
観
念
を
煩
雑
な
も
の
と
し
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。

（
１
）
例
え
ば
岡
田
貴
氏
の
『
大
国
隆
正
』
を
見
て
も
長
崎
遊
学
が
隆
正
に
与
え
た
影
響
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

而
し
て
隆
正
は
、
長
崎
に
遊
阜
す
る
こ
と
五
閲
月
に
及
び
、
其
の
期
間
必
ず
し
も
長
い
と
は
云
へ
な
い
が
、
長
崎
で
得
る
と
こ
ろ
は
遍

註

大国隆正の神観念についての一試論



だ
多
か
つ
た
め
で
あ
る
。
専
ら
吉
尾
権
之
助
に
就
い
て
西
洋
の
理
畢
を
単
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
隆
正
が
後
年
蕊
表
せ
る
論
著
に
、
泰
西

の
窮
理
的
要
素
を
巧
に
取
り
入
れ
て
、
古
典
の
解
鐸
に
前
人
未
到
の
新
天
地
を
開
拓
し
得
た
の
も
、
こ
の
長
崎
遊
畢
の
賜
で
あ
る
と
云

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
他
悌
教
関
係
の
文
献
も
渉
猟
す
る
所
が
あ
っ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
青
年
隆
正
が
異
国
情
緒
の
極
め
て
濃
厚

な
長
崎
の
街
、
蘭
人
や
清
国
人
の
匂
ひ
漢
へ
る
中
に
、
好
奇
の
眼
を
輝
や
か
し
乍
ら
、
貧
る
や
う
に
新
し
い
知
識
の
吸
収
に
日
も
こ
れ

足
ら
ぬ
様
で
あ
っ
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。
一
日
隆
正
は
、
清
園
人
某
に
就
い
て
書
法
に
関
す
る
話
を
試
み
た
。
清
国
人
某
の
隆
正
に

教
へ
て
い
ふ
や
う
、
貴
国
に
は
貴
国
の
書
法
が
あ
り
、
清
固
に
は
清
圃
の
書
法
が
あ
る
。
貴
下
が
如
何
に
刻
苦
勉
励
し
て
清
嗣
の
書
法

を
単
ん
で
も
、
そ
の
技
能
た
る
や
到
底
我
れ
に
及
ぶ
こ
と
は
困
難
で
あ
ら
う
。
そ
れ
彼
我
各
樹
の
長
所
と
す
る
所
を
異
に
す
る
が
故
で

あ
る
と
。
隆
正
は
こ
の
一
言
に
よ
っ
て
深
く
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。
既
に
し
て
隆
正
は
長
崎
を
去
っ
て
、
郷
国
津
和
野
に
入

り
、
次
い
で
江
戸
に
蹄
っ
た
の
で
あ
る
が
、
爾
来
、
皇
朝
諸
名
家
の
筆
蹟
を
単
ん
で
遂
に
一
家
の
書
風
を
立
て
る
や
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
頃
、
隆
正
自
詠
の
歌
に
、

た
て
そ
む
る
こ
関
ろ
ざ
し
た
に
た
ゆ
ま
す
は
た
つ
の
あ
き
と
の
玉
も
と
る
へ
し

と
。
心
中
深
く
立
志
の
念
禁
じ
難
く
、
や
が
て
は
そ
の
大
な
る
目
的
も
達
成
せ
ず
ん
ぱ
止
ま
ざ
る
の
気
塊
を
示
し
て
ゐ
る
。
長
崎
遊
畢

は
隆
正
の
畢
間
的
生
活
に
、
一
つ
の
韓
磯
を
喬
ら
し
め
た
や
う
で
あ
る
。
江
戸
に
戻
っ
て
か
ら
と
い
ふ
も
の
、
従
来
の
文
人
墨
客
と
の

交
際
は
断
然
止
め
ら
れ
た
。
而
し
て
漸
く
思
を
我
が
神
代
の
故
事
に
潜
め
、
我
が
神
代
の
故
事
は
、
濁
皇
園
の
み
に
止
ま
ら
な
い
、
唐

く
地
球
菖
園
に
亙
る
神
理
で
あ
っ
て
、
我
が
皇
統
の
天
地
と
共
に
窮
り
無
き
は
、
偶
然
で
は
な
い
旨
を
貴
り
、
ま
た
五
十
音
圏
に
係
る

諸
害
を
讃
破
し
、
五
十
音
圏
の
絶
妙
大
理
を
閏
溌
す
る
に
至
っ
た
。
か
の
大
著
『
古
博
通
解
』
の
稿
を
起
す
に
至
っ
た
の
も
、
此
の
頃

で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
（
一
六
頁
～
一
七
頁
参
照
）

（
２
）
「
同
十
一
一
年
（
寛
政
十
二
年
“
筆
者
注
）
庚
申
（
一
八
○
○
）
九
歳
。
父
秀
馨
に
よ
り
い
ろ
は
歌
を
更
に
享
和
一
一
年
（
一
八
○
一
一
）
五
十
音

7８
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（
４
）
松
浦
氏
が
儒
学
期
か
ら
固
畢
的
和
歌
へ
と
転
換
し
た
と
主
張
す
る
劃
期
の
具
体
的
文
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
当
時
の
隆
正
が
、
漢
土
の
文
化
の
盲
目
的
な
崇
拝
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
時
の

隆
正
は
、
清
国
人
か
ら
直
接
、
い
わ
ば
「
本
場
」
の
書
道
を
習
ぼ
う
と
し
て
、
長
崎
に
出
向
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
長
崎
で
の

書
道
の
師
は
、
金
均
光
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
書
道
の
修
行
の
た
め
「
工
に
命
じ
て
板
を
削
ら
し
め
、
之
に
害
し
て
学
習
」

（
『
奉
公
事
跡
』
）
す
る
こ
と
ま
で
し
て
い
た
隆
正
で
あ
る
か
ら
、
均
光
に
就
学
し
て
か
ら
の
隆
正
は
、
か
な
り
熱
心
に
修
行
を
つ
づ
け
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
上
達
せ
ず
、
焦
燥
し
た
隆
正
は
、
し
ば
し
ば
均
光
の
も
と
へ
、
質
問
に
出
向

い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
げ
く
、
均
光
は
隆
正
に
、
こ
ん
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
。
「
書
は
、
一
小
技
と
い
え
ど
も
、
お
の
ず

か
ら
そ
の
国
風
あ
り
て
、
他
国
人
の
そ
の
特
色
に
な
ら
は
ん
と
欲
す
る
も
、
到
底
、
そ
の
風
致
に
は
お
よ
ぶ
べ
き
も
の
な
ら
ず
。
さ
れ

ば
君
は
、
君
が
本
国
に
特
有
な
る
学
問
、
技
芸
を
研
磨
し
て
、
そ
の
名
を
な
す
の
優
れ
る
に
し
か
じ
」
含
木
園
福
羽
美
静
小
伝
』
）
。

図
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
が
、
彼
は
大
い
に
そ
の
音
韻
の
神
妙
不
測
な
る
を
知
り
、
我
が
国
音
、
僅
か
に
五
十
の
子
母
音
で
、
其
の
活

用
変
化
の
妙
理
に
至
っ
て
は
、
宇
宙
の
間
、
万
有
の
神
理
を
包
含
す
る
本
源
で
あ
る
と
感
悟
し
た
と
い
は
れ
る
。
と
も
か
く
こ
の
音
韻

に
つ
い
て
の
学
問
が
生
涯
に
一
旦
り
、
所
謂
大
国
学
の
根
抵
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
」

『
神
道
文
化
叢
書
２
大
国
隆
正
』
（
神
道
文
化
会
昭
和
四
十
年
）
を
参
照
。

（
３
）
平
田
厚
志
「
大
国
隆
正
の
神
道
思
想
」
（
『
日
本
の
社
会
と
宗
教
－
千
葉
乗
隆
博
士
還
暦
記
念
論
集
』
同
朋
舎
出
版
昭
和
五
十
六
年
）

に
供
司

参
昭
ｊｂｂ，

○

こ
こ
に
お
い
て
、
隆
正
は
、
何
か
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〃

惰
一
訓
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そ
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（
下
線
部
は
筆
者
）

「
大
風
隆
正
全
集
第
八
巻
』
所
収
「
大
国
隆
正
の
思
想
と
生
涯
」
三
一
○
～
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

（
５
）
『
大
国
隆
正
の
研
究
』
大
明
堂
平
成
十
三
年
参
照
。

（
６
）
「
ペ
リ
ー
来
航
と
大
国
隆
正
」
含
神
道
学
』
百
四
十
平
成
元
年
）
参
照
。

（
７
）
『
日
本
思
想
史
講
座
３
１
近
世
』
所
収
「
国
学
・
言
語
・
秩
序
」
参
照
相
原
氏
は
「
言
語
は
儒
学
者
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
場

で
あ
っ
た
。
」
と
し
、
特
に
国
学
者
が
言
語
学
を
研
究
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
秩
序
構
造
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
日
本

語
を
め
ぐ
る
国
学
者
の
秩
序
構
造
は
、
特
に
世
界
観
・
宇
宙
観
と
も
連
動
し
て
い
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
筆
者
の
着
目
す
る
五
十
音

９

〃

8０

＃
，

■
■

文
化
十
一
年
、
一
一
十
三
歳
の
こ
ろ
、
隆
正
が
編
慕
に
参
加
し
た
『
柿
本
社
奉
納
和
歌
集
』
と
い
う
も
の
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
。
そ
の

こ
ろ
隆
正
は
、
ま
だ
漢
土
の
文
化
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
和
歌
に
関
し
て
は
、
す
で
に
か
な
り
の
素
養
を
も
っ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
素
養
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
均
光
か
ら
の
、
そ
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、

隆
正
の
学
問
思
想
は
、
そ
の
中
心
を
儒
学
か
ら
和
歌
の
学
問
へ
、
い
わ
ば
歌
学
的
国
学
へ
と
移
し
て
い
っ
た
、
と
筆
者
は
見
て
い
る
が
、

こ
れ
は
隆
正
の
学
問
思
想
に
お
け
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

く
る

Ｏ

ｰ

こ
ろ
か
ら
学
ん
で
い
た
和
歌
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

”
ノ
．
壬

〃
ゾ
ー
ノ
」
。
》
Ｅ
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ソ

２
だ
Ｉ
Ｚ
り

Ｚ
院

□
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７
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ｊ

リ

同
川
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３
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詞
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『
〕
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ｒ
Ｉ
Ｊ
０
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型
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図
研
究
に
つ
い
て
は
、
「
国
学
者
が
儒
学
者
に
対
し
て
仕
掛
け
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
学
者
内
部
の
闘

争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
場
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
８
）
岡
田
氏
と
松
浦
氏
は
同
様
に
隆
正
の
長
崎
遊
学
を
学
問
の
画
期
と
し
て
お
り
、
両
者
の
論
ず
る
と
こ
ろ
に
大
差
は
無
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
問
題
は
隆
正
が
幼
少
時
か
ら
並
々
な
ら
ぬ
興
味
を
持
っ
て
い
た
「
五
十
音
図
」
に
つ
い
て
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
松
浦
氏
は

隆
正
が
『
柿
本
社
奉
納
和
歌
集
』
編
纂
に
参
加
し
た
と
い
う
点
か
ら
学
問
動
向
を
そ
の
ま
ま
歌
学
に
直
結
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
岡

田
氏
は
隆
正
の
生
涯
の
テ
ー
マ
と
す
る
「
五
十
音
図
」
の
研
究
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
相
違
は
恐
ら
く
『
津
和
野
藩
士
奉
公
事
跡
』
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
物
で
あ
る
と
考
え
る
。
松
浦
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
『
津
和
野
藩
士
奉
公
事
跡
』
に
は
伝
記
と
し
て
不
備
が
見
ら
れ
る
が
、
「
此
よ
り
後
、
文
人
の
交
際
を
止
め
、
専
ら
神

代
の
古
事
・
「
五
十
音
図
」
に
係
る
諸
書
を
攻
め
、
遂
に
、
「
神
代
の
古
事
は
、
独
、
皇
国
の
み
に
止
ま
ら
ず
。
広
く
地
球
万
国
に
一
旦
る

神
理
に
し
て
、
我
皇
統
の
窮
（
き
わ
ま
）
り
無
き
は
、
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
」
を
覚
知
し
、
又
、
「
五
十
音
図
」
の
絶
妙
大
理
を
開
発
し
、

『
古
伝
通
解
』
、
及
『
倭
屋
一
家
言
』
（
「
得
経
談
」
、
「
服
観
談
」
、
「
為
寝
談
」
、
「
融
通
談
」
、
「
変
革
談
」
、
「
談
余
」
、
「
言
霊
発
」
、
「
倭
屋
記
」
）

の
稿
を
起
す
。
」
と
い
う
箇
所
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

松
浦
氏
の
研
究
の
画
期
的
な
所
は
、
隆
正
の
初
期
の
著
作
を
翻
刻
し
、
そ
の
結
果
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
新
た
に
翻

刻
し
た
著
作
の
大
半
が
「
歌
学
」
に
関
す
る
物
で
あ
る
為
、
「
歌
学
的
国
学
」
期
と
こ
の
時
期
の
隆
正
を
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
歌
学
」
か
「
五
十
音
」
か
い
ず
れ
に
せ
よ
初
期
の
隆
正
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
は
今
一
度
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
９
）
『
神
道
宗
教
』
昭
和
二
十
九
年
七
月
号
、
昭
和
一
一
一
十
年
四
月
号
を
参
照
。

（
皿
）
拙
稿
「
大
国
隆
正
の
言
語
学
研
究
序
説
」
（
『
神
道
宗
教
』
一
一
一
七
号
平
成
一
一
十
二
年
）
を
参
照

（
Ⅱ
）
「
な
か
」
の
思
想
と
天
之
御
中
主
神
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
前
掲
平
田
論
文
を
参
照
。

大国隆正の神観念についての一試論



（
ｕ
）
『
本
教
神
理
説
』
に
お
い
て
も
隆
正
は
「
わ
が
く
に
の
古
事
に
こ
、
ろ
を
つ
く
し
て
、
こ
れ
を
さ
と
り
、
は
じ
め
て
世
に
あ
ら
は
す

造
化
の
秘
説
な
れ
ば
、
耳
あ
た
ら
し
く
今
の
よ
に
は
、
と
り
用
い
る
人
少
な
か
ら
ん
。
さ
れ
ど
も
天
地
の
負
な
れ
ば
、
つ
ひ
に
み
し

る
人
の
、
し
ら
で
か
な
は
い
大
事
に
な
ん
あ
る
。
こ
の
外
に
、
こ
の
日
本
国
に
て
つ
か
ふ
こ
と
ば
の
、
も
と
を
あ
か
せ
る
こ
と
ば
あ
り
。
」

〈
『
大
国
隆
正
全
集
第
五
巻
』
有
光
社
昭
和
十
四
年
・
二
頁
〉
と
述
べ
、
言
語
が
世
界
観
を
も
表
す
玄
妙
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で

（
旧
）
有
光
社
昭
和
十
四
年
以
下
特
に
断
り
の
な
い
場
合
は
『
大
国
隆
正
全
集
」
を
『
全
集
」
と
明
記
す
る
。

（
Ｍ
）
『
全
集
四
』
・
一
九
○
頁
参
照
。

（
胴
）
天
之
御
中
主
神
を
一
種
の
汎
神
論
的
に
見
る
隆
正
の
造
化
一
一
一
神
に
対
す
る
言
説
は
早
く
か
ら
、
河
野
省
三
博
士
が
『
国
学
の
研
究
』

（
大
岡
山
書
店
昭
和
七
年
）
に
お
い
て
、
特
に
鈴
木
重
胤
の
説
を
中
心
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
ム
ス
ヒ
の
神
の
神
格
に
つ
い
て
も
、
『
神

道
要
語
集
宗
教
篇
』
に
お
い
て
委
曲
を
尽
く
し
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
阪
本
健
一
氏
も
前
掲
の
『
大
国
隆
正
』
に
お
い
て
、
隆
正
の

造
化
三
神
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
「
五
、
天
地
の
は
じ
め
造
化
一
一
一
神
」
と
し
て
、
隆
正
の
天
之
御
中
主
神
観
を
、
「
天
之
御
中
主

神
が
そ
の
真
中
に
お
は
し
ま
す
に
よ
っ
て
、
傾
く
こ
と
が
な
く
、
円
形
を
な
し
て
、
つ
ひ
に
今
日
の
日
輪
に
化
し
た
の
で
あ
る
。
理

の
方
面
か
ら
い
へ
ば
、
儒
家
に
て
は
未
発
之
中
（
允
執
二
其
中
一
）
で
あ
り
、
仏
家
に
て
は
（
天
台
の
中
道
実
相
）
と
い
ひ
、
道
家
に
て

は
道
（
守
中
）
と
観
じ
、
中
を
以
て
教
の
本
と
な
し
て
ゐ
る
、
と
斯
様
に
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
造
化
の
三
神
と
し
て
「
御

中
主
神
の
つ
ぎ
に
、
高
御
産
巣
日
神
、
神
産
巣
日
神
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
中
点
よ
り
長
（
た
け
）
る
気
と
、
中
点
を
さ
し

て
外
辺
よ
り
噛
む
気
と
を
司
ど
り
た
ま
ふ
神
で
あ
る
。
」
と
、
し
か
と
論
じ
て
い
る
。

（
恥
）
隆
正
の
規
定
す
る
「
四
魂
」
に
対
す
る
位
置
づ
け
つ
い
て
は
前
掲
内
山
論
文
、
『
神
道
要
語
集
賃
神
道
文
化
会
平
成
二
十
五
年
）

所
収
の
「
荒
魂
」
、
「
幸
魂
・
奇
魂
」
、
「
和
魂
」
、
「
術
魂
」
四
六
○
頁
～
四
七
一
頁
（
何
れ
の
項
目
も
河
野
省
三
稿
）
等
を
参
照
の
こ
と

あ
る
と
力
説
し
て
い
る
。

8２
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（
別
）
安
政
二
年
頃
成
立
『
音
図
神
解
」
の
他
に
、
『
音
図
神
解
総
説
」
と
し
て
学
習
院
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
し
て

今
回
紹
介
す
る
園
畢
院
大
単
図
書
館
蔵
『
音
図
神
解
』
一
○
冊
本
が
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
。
安
政
二
年
頃
成
立
『
音
図
神
解
』
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
大
国
隆
正
著
『
音
図
神
解
』
の
翻
刻
と
紹
介
」
（
『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
復
刻
四
十
六
口
亘
）
を
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
阪
本
健
一
氏
は
『
大
国
隆
正
』
巻
末
に
お
い
て
大
国
隆
正
関
係
文
献
を
ま
と
め
て
お
り
、
［
未
刊
著
作
］
と
し
て
、
豆
日
図
神
解
』

も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
安
政
版
「
音
図
神
解
』
な
ら
ば
上
下
巻
合
わ
せ
て
「
一
一
巻
」
と
記
載
す
る
と
こ
ろ
を
、
「
一
二

巻
」
と
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
安
政
版
『
音
図
神
解
』
二
巻
と
慶
応
版
『
音
図
神
解
』
十
巻
を
合
わ
せ
た
一
一
一
巻
と
見
る
の
が
適

当
で
、
既
に
慶
応
版
豆
日
図
神
解
』
を
看
取
し
た
上
で
、
『
大
国
隆
正
』
を
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
別
）
園
畢
院
大
畢
図
書
館
蔵
（
貴
一
一
一
○
六
～
三
一
五
）
、
現
在
本
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
茸
冒
へ
へ

穴
‐
巴
の
図
・
丙
○
丙
巨
ｍ
呉
ロ
旨
・
胃
・
旨
へ
ｇ
四
画
ミ
ョ
ｇ
屋
の
へ
白
ロ
関
三
・
三
日
』

（
〃
）
こ
れ
は
、
安
政
版
『
音
図
神
解
下
巻
』
に
詳
細
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
隆
正
の
考
え
る
人
間
の
創
出
し
た
原
初
の
声
は
、
は
－
（
あ
）
、

ひ
－
（
い
）
ふ
－
（
う
）
へ
－
（
え
）
ほ
－
（
お
）
と
発
す
る
「
な
げ
き
の
こ
ゑ
」
で
あ
り
、
文
字
を
逆
に
す
る
と
「
ゑ
み
」
の
声
に
変
じ
る
。

隆
正
に
と
っ
て
は
行
と
あ
行
は
対
と
な
る
言
葉
で
も
あ
る
。
参
考
に
安
政
版
『
音
図
神
解
』
の
該
当
箇
所
を
紹
介
す
る
。

あ
い
う
え
お
、
は
ひ
ふ
へ
ほ
、
く
ミ
あ
へ
ば
、
ゑ
ミ
の
こ
ゑ
と
な
り

は
な
れ
て
長
く
ひ
け
（
な
げ
き
の
聾
と
な
る
こ
と
人

の
せ
さ
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
お
の
づ
か
ら
し
か
い
ふ
も
の
也

（
肥
）
註
５
に
同
じ
。

（
田
）
註
５
に
同
じ
。

（
Ⅳ
旨
全
集

○
頁
』
参
照
。

大国隆正の神観念についての一試論



は
ひ
ふ
へ
ほ

あ
は
壁
い
ひ
蚤
う
ふ
嵐
え
へ
国
お
ほ
国

あ
ァ
い
ィ
う
ゥ
え
ェ
お
ォ

は
ァ
ひ
ィ
ふ
ゥ
ヘ
エ
ほ
ォ

い
づ
れ
も
な
け
く
こ
ゑ
な
り
（
前
掲
「
大
国
隆
正
著
「
音
図
神
解
』
の
翻
刻
と
紹
介
」
を
参
照
。

（
脇
）
こ
の
半
年
後
に
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
『
古
伝
通
解
』
に
て
触
れ
た
大
将
軍
家
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
こ
こ
で
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
隆
正
は
自
ら
が
考
え
る
天
皇
中
心
の
世
界
観
を
現
実
問
題
と
整
合
性
を
付
け
る
た
め
に
、
大
将
軍
家
の
項
を
創

出
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
妥
当
な
政
治
体
制
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
を
読
み
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
此
の
点
に
つ
い

あ
い
う
え
お

て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

8４


