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宮
野
真
生
子
は
論
考
「
日
常
・
間
柄
・
偶
然
」
の
中
で
、
九
鬼
周
造
と

和
辻
哲
郎
を
鮮
や
か
に
対
照
し
て
い
る
。

「
九
鬼
周
造
と
和
辻
哲
郎
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
同
級
生
で
あ
り
、
と

も
に
一
時
期
京
都
帝
国
大
学
で
同
僚
と
し
て
働
い
た
。大
き
く
み
れ
ば
、

二
人
と
も
京
都
学
派
の
一
員
で
あ
る
が
、
西
田
・
田
辺
ら
の
哲
学
と
は

少
し
距
離
が
あ
る
。
そ
し
て
、
九
鬼
と
田
辺
の
思
想
は
し
ば
し
ば
対
照

的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
か
た
や
非
日
常
の
偶
然
性
を
論

理
的
に
分
析
し
、
か
た
や
日
常
の
事
実
か
ら
間
柄
を
生
き
る
倫
理
を
語

る
。
生
の
不
安
定
性
を
見
つ
め
る
九
鬼
と
、
人
間
社
会
の
安
定
性
の
基

『「
い
き
」
の
構
造
』
は
倫
理
学
の
書
か
、
美
学
の
書
か

藤
野
　
寛

盤
を
探
る
和
辻
。
偶
然
の
出
会
い
の
刹
那
に
永
遠
の
今
を
見
る
九
鬼
を

「
垂
直
の
思
考
」
と
呼
び
、
信
頼
を
社
会
の
基
本
と
し
て
他
者
と
の
共

同
性
か
ら
論
を
始
め
る
和
辻
を
「
水
平
の
思
考
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
の
生
活
で
も
、
結
婚
生
活
に
失
敗
し
、「
い
き
」

な
世
界
に
遊
ん
だ
九
鬼
と
、
恋
愛
で
結
ば
れ
た
夫
婦
の
「
二
人
共
同
体
」

を
生
き
た
和
辻
は
、
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る（
１
）。」

　

た
だ
し
、
宮
野
は
そ
こ
か
ら
「
彼
ら
の
思
想
は
相
補
的
な
も
の
と
読
ま

れ
る
べ
き
も
の
だ
」（
90
頁
）
と
い
う
方
向
に
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
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「
し
か
し
、
非
日
常
／
偶
然
／
出
会
い
の
哲
学
と
、
日
常
／
間
柄
／
共

同
性
の
倫
理
学
は
背
反
す
る
立
場
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
出
会
い
だ
け

を
繰
り
返
し
て
生
き
る
の
で
も
、
安
定
し
た
日
常
だ
け
を
生
き
る
の
で

も
な
い
。
日
常
の
な
か
に
出
会
い
は
あ
り
、
起
こ
っ
た
出
会
い
は
日
常

へ
と
繰
り
込
ま
れ
て
い
く
。ど
ん
な
非
日
常
も
日
常
に
な
っ
て
い
く
し
、

一
方
で
日
常
の
安
定
が
あ
る
か
ら
こ
そ
非
日
常
が
強
い
輝
き
を
放
つ
。」

（
同
90
頁
）

　

宮
野
に
よ
る
こ
の
対
照
化
に
触
れ
て
、
け
れ
ど
も
、
私
の
中
で
は
、
尋

常
で
な
い
と
い
う
九
鬼
の
思
考
の
側
に
こ
そ
強
く
振
り
子
が
振
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
─
と
り
わ
け
、
和
辻
の
思
考
の
当
た
り
前
さ
、
凡
常
さ
と
の

際
立
つ
対
比
に
お
い
て
。
そ
し
て
、
そ
の
点
は
、
九
鬼
の
言
論
界
へ
の
デ

ビ
ュ
ー
作
と
な
っ
た
『「
い
き
」
の
構
造
』
に
お
い
て
既
に
、
い
や
そ
こ

で
こ
そ
と
り
わ
け
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
九
鬼
周
造
の
思

考
は
異
常
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
点
が
あ
か
ら
さ
ま
に

な
る
の
は
と
り
わ
け
そ
の
倫
理
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、『「
い
き
」

の
構
造
』
は
九
鬼
の
─
美
学
で
は
な
く
─
倫
理
学
の
著
作
で
あ
る
。
そ
れ

を
美
学
の
著
作
と
し
て
解
す
る
こ
と
は
、
こ
の
書
の
異
常
さ
を
後
景
に
追

い
や
り
、
人
畜
無
害
化
す
る
結
果
に
つ
な
が
り
、
の
み
な
ら
ず
、
的
を
は

ず
し
て
い
る
。
こ
の
見
通
し
の
も
と
に『「
い
き
」
の
構
造
』を
異
常
な
倫

理
学
の
書
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
、そ
れ
が
以
下
の
論
述
の
目
的
と
な
る
。

【
１
】　
「
い
き
」
は
「
美
的
概
念
」
か
？

　

論
考
「
恋
愛
・
い
き
・
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
宮
野
は
次
の
よ
う
に
無
造
作

に
書
き
起
こ
す

「
さ
て
、「
粋
」
は
江
戸
時
代
の
遊
郭
に
お
い
て
成
立
し
た
美
的
概
念
で

あ
り（
２
）」

　
「
美
的
概
念
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
的
」
と
い
う
漢
字
は
何
を
意

味
す
る
の
か
。
例
え
ば
「
理
想
的
」
で
あ
れ
ば
、
理
想
「
と
い
う
性
質
を

具
え
る
」
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。「
主
観
的
」
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
解
す

る
こ
と
が
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
主
観
「
に
由
来

す
る
」
と
い
う
方
向
に
具
体
化
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。「
カ

ン
ト
的
」
の
場
合
、「
い
か
に
も
」
カ
ン
ト
「
ら
し
い
」
ぐ
ら
い
の
意
味
か
。

　

さ
て
、
美
的
概
念
だ
が
、
こ
れ
は
美
と
い
う
性
質
を
具
え
る
概
念
、
と

い
う
意
味
で
は
あ
り
え
な
い
。
概
念
が
美
し
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
美
に

関
係
す
る
、
と
い
う
意
味
で
、
宮
野
は
お
そ
ら
く
こ
の
四
文
字
熟
語
を
書

き
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
美
学
に
関
わ
る
、
と
い
う
意

味
で
。



『「いき」の構造』は倫理学の書か、美学の書か─ 107 ─
　

ま
さ
に
そ
の
意
味
で
こ
そ
、
し
か
し
、
九
鬼
は
「
い
き
」
を
美
的
概
念

と
は
捉
え
て
い
な
い
。「
い
き
」概
念
を
構
成
す
る
三
つ
の
属
性
の「
媚
態
」

「
意
気
地
」「
諦
め
」
を
見
る
だ
け
で
、
そ
の
点
は
明
ら
か
だ
。
い
ず
れ
も
、

他
者
に
向
け
ら
れ
る
精
神
の
姿
勢
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
い
ず

れ
も
、倫
理
的
概
念
で
あ
る
。九
鬼
の
規
定
に
従
え
ば
、「
媚
態
」と
は「
一

元
的
の
自
己
が
自
己
に
対
し
て
異
性
を
措
定
し
、
自
己
と
異
性
と
の
間
に

可
能
的
関
係
を
構
成
す
る
二
元
的
態
度
で
あ
る
」（
17
）
し（
３
）、「
意
気
地
」

と
は
「
媚
態
で
あ
り
な
が
ら
な
お
異
性
に
対
し
て
一
種
の
反
抗
を
示
す
強

み
を
も
っ
た
意
識
」（
18
）
で
あ
り
、「
諦
め
」
は
「
運
命
に
対
す
る
知
見

に
基
づ
い
て
執
着
を
離
脱
し
た
無
関
心
」（
19
）
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の

規
定
の
ど
こ
に
「
美
的
」
観
点
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
の
か
。

　

つ
ま
り
、「
い
き
」
を
─
美
的
趣
味
の
問
題
で
は
な
く
─
徹
頭
徹
尾
「
恋

愛
」
論
の
中
に
奪
い
返
そ
う
と
試
み
る
宮
野
で
す
ら
、「
い
き
」
を
美
学

の
言
葉
と
見
な
す
定
説
に
な
お
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
無
理
も
な
い
と
言
う
し
か
な
い
事
情
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。２
０
２
２
年
の
現
在
、「
い
き
」と
い
う
言
葉
は
、ほ
ぼ「
い

き
な
着
こ
な
し
」
と
い
う
風
に
、
美
的
表
現
に
お
い
て
し
か
用
い
ら
れ
な

い
、
と
言
っ
て
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
美
的
（
感
性
的
）」
概
念

と
し
て
の
「
い
き
」、
趣
味
判
断
の
言
葉
と
し
て
の
「
い
き
」
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
九
鬼
が
１
９
３
０
年
に
試
み
て
い
る
の
は
、
そ
れ
と
は
対

照
的
に
、「
い
き
」
を
倫
理
的
概
念
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
以
外
で
は
な

い
の
だ
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
読
め
ば
、
第
３
章
の
「
い
き
の
外
延
的

構
造
」
で
の
論
述
は
、「
い
き
」
を
、
類
似
の
そ
れ
こ
そ
美
的
概
念
─
例

え
ば
「
上
品
」
や
「
地
味
」
─
と
慎
重
に
差
異
化
す
る
試
み
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
象
徴
的
な
の
は
、
例
え
ば
「
洗
練
」
─
異

論
の
余
地
な
く
、
美
的
な
概
念
だ
─
が
、「
序
説
」
に
お
い
て
は
「
こ
の

語
は
「
い
き
」
の
徴
表
の
一
を
な
す
も
の
で
あ
る
」（
12
）
と
認
め
ら
れ

て
お
り
、
一
瞬
、「
い
き
」
の
本
質
的
属
性
で
あ
る
か
の
よ
う
に
話
題
に

さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
は
一
切
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が

な
く
、「
い
き
」
の
概
念
規
定
と
し
て
も
採
用
さ
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
、「
洗
練
」
が
「
美
的
概
念
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
い

き
」
に
と
っ
て
は
美
的
属
性
が
副
次
的
で
し
か
な
い
か
ら
だ
、
と
推
測
せ

ざ
る
を
得
な
い
。

【
２
】　

倫
理
的
特
性
と
し
て
の
「
い
き
」

　

概
念
規
定
か
ら
見
れ
ば
、『「
い
き
」
の
構
造
』
は
、
歴
然
と
、
倫
理
学

の
書
で
あ
る
。「
媚
び
」
に
し
て
も
「
意
気
地
」
に
し
て
も
「
諦
め
」
に

し
て
も
、
い
ず
れ
も
、
あ
る
人
間
が
人
間
関
係
に
お
い
て
他
者
に
対
し
て

採
る
心
の
姿
勢
、
つ
ま
り
は
倫
理
的
姿
勢
を
表
現
す
る
も
の
以
外
で
は
な
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い
。そ
し
て
、そ
の
心
の
姿
勢
は
行
為
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

行
為
に
関
わ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
際
、
そ
の
行
為
は
、
他
者
（
相
手
）
の
─
理
性
的
思
考

に
で
は
な
く
─
感
性
（
的
知
覚
）
に
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
の
で
、
美
的

（ästhetisch

）
構
成
要
素
を
含
む
こ
と
と
も
な
り
う
る
。
つ
ま
り
、
倫

理
的
行
為
が
美
的
特
性
を
帯
び
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
。「
い
き
」
な

心
の
姿
勢
は
、
そ
れ
が
身
体
を
介
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合
に
は
、
つ
ま
り

そ
の
客
観
的
表
現
に
お
い
て
は
、
美
的
（
感
性
的
）
特
性
を
帯
び
う
る
。

し
か
も
、
そ
の
特
性
は
九
鬼
に
よ
っ
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
か
ら
、「
い
き
」
が
美
的
表
現
と
し
て
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
倫
理
的
行
為
が
示
す
美
的
表
現
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
意
気
地
」
や
「
諦
念
」
と
い
う
姿
勢
が
「
美
し
い
」

と
感
じ
取
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
、と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
。そ
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
往
々
に
し
て
、
倫
理
的
性
質
に
安
易
に
も
「
美
し
い
」
と
い

う
形
容
詞
を
付
し
て
し
ま
う
。「
美
し
い
魂
」
は
そ
の
代
表
例
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
し
か
し
、
せ
い
ぜ
い
で
も
副
次
的
に
付
け
加
わ
り
得
る
属
性
に
過

ぎ
な
い
。（
そ
れ
に
比
し
て
、
カ
ン
ト
が
挙
げ
る
倫
理
的
行
為
─
嘘
を
つ

か
な
い
、
と
か
、
困
っ
て
い
る
人
を
見
た
ら
助
け
る
、
と
か
─
に
あ
っ
て

は
、
そ
う
い
う
美
的
構
成
要
素
は
含
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。）

　

そ
れ
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。九
鬼
に
よ
っ
て
、「
い
き
」は
人
間
の
行
為
、

身
体
表
現
を
超
え
出
て
、
人
間
が
産
み
出
す
芸
術
表
現
の
中
に
も
見
出
さ

れ
う
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
自
然
現
象
の
中
に
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、「
い
き
」
の
属
性
の
う
ち
、
も
っ
ぱ

ら
「
二
元
性
」
に
焦
点
を
あ
て
る
議
論
に
な
っ
て
い
く
。「
心
（
意
識
）」

の
属
性
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
も
当
然
と
い
う
し
か
な
い

だ
ろ
う
。

【
３
】　

二
元
的
・
動
的
・
可
能
性
と
し
て
の
「
媚
態
」

　
『「
い
き
」
の
構
造
』
は
、
倫
理
学
と
美
学
が
奇
妙
な
仕
方
で
混
在
す
る

書
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
二
つ
の
異
な
る
分
析
が
強
引
に
合
体
さ
せ
ら

れ
て
い
る
。「
い
き
」に
つ
い
て
の
倫
理
学
的
分
析
と
、美
学
的
分
析
と
が
。

た
だ
し
、よ
り
生
彩
、あ
る
い
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
前
者
で
あ
る
。

両
者
（
倫
理
学
的
分
析
と
美
学
的
分
析
）
の
間
に
共
有
さ
れ
る
論
点
が
あ

る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、「
い
き
」を
構
成
す
る
三
つ
の
意
味
成
分（
媚

態
・
意
気
地
・
諦
め
）
が
両
者
に
お
い
て
同
等
に
作
動
し
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
そ
の
点
が
と
り
わ
け
顕
著
な
の
は
、
第
一
の
意
味
成
分
「
媚
態
」

に
関
し
て
で
あ
る
。

　

媚
態
と
は
何
か
。
再
度
引
用
す
る
。

「
一
元
的
の
自
己
が
自
己
に
対
し
て
異
性
を
措
定
し
、
自
己
と
異
性
と
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の
間
に
可
能
的
関
係
を
構
成
す
る
二
元
的
態
度
で
あ
る
」（
17
）

　

不
必
要
に
晦
渋
な
こ
の
哲
学
的
表
現（

４
）を
普
通
の
言
葉
づ
か
い
に
言
い
換

え
れ
ば
、「
一
人
の
人
間
が
異
性
の
存
在
を
意
識
し
、
そ
の
人
と
の
間
に

仲
良
く
な
る
可
能
性
を
思
い
描
き
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
頑
張
っ
て
、
二

人
の
人
間
の
間
に
構
成
さ
れ
る
態
度
・
振
舞
い
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ

だ
ろ
う
か
（
た
だ
し
今
日
で
あ
れ
ば
、
そ
の
際
「
異
性
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
）。
こ
こ
で
は
「
可
能
的
」

と
い
う
性
質
と
「
二
元
的
」
と
い
う
性
質
が
不
可
欠
で
あ
り
、
だ
か
ら
九

鬼
も
「
こ
の
二
元
的
可
能
性
は
媚
態
の
原
本
的
存
在
規
定
で
あ
っ
て
」

（
17
）
と
念
を
押
す
。
そ
の
際
重
要
な
の
は
、
媚
態
が
可
能
性
を
「
原
本

的
存
在
規
定
」
と
す
る
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
「
現

実
性
」
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
言
わ
れ
る
。

「
異
性
が
完
全
な
る
合
同
を
と
げ
て
緊
張
性
を
失
う
場
合
に
は
媚
態
は

自
ず
か
ら
消
滅
す
る
。
媚
態
は
異
性
の
征
服
を
仮
想
的
目
的
と
し
、
目

的
の
実
現
と
と
も
に
消
滅
の
運
命
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
（
…
）
そ
れ

故
に
、
二
元
的
関
係
を
持
続
せ
し
む
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
可
能
性
を
可

能
性
と
し
て
擁
護
す
る
こ
と
は
、
媚
態
の
本
領
で
あ
り
（
…
）
媚
態
の

強
度
は
異
性
間
の
距
離
の
接
近
す
る
に
従
っ
て
減
少
す
る
も
の
で
は
な

い
。
距
離
の
接
近
は
か
え
っ
て
媚
態
の
強
度
を
増
す
。（
…
）
媚
態
の

要
は
、
距
離
を
出
来
得
る
限
り
接
近
せ
し
め
つ
つ
、
距
離
の
差
が
極
限

に
達
せ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
の
媚
態
は
、
実
に
動
的
可

能
性
と
し
て
可
能
で
あ
る
。（
…
）
け
だ
し
、
媚
態
と
は
、
そ
の
完
全

な
る
形
に
お
い
て
は
、
異
性
間
の
二
元
的
、
動
的
可
能
性
が
可
能
性
の

ま
ま
に
絶
対
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
17-

18
）

　

恋
愛
経
験
に
あ
っ
て
ご
く
当
た
り
前
の
、
誰
に
も
思
い
当
た
る
ふ
し
の

あ
る
こ
と
が
小
難
し
く
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
だ
け
、
と
も
言
え
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
し
つ
こ
く
引
用
し
た
の
は
、
こ
こ
に
言
わ
れ
る
「
動
的
」

と
い
う
契
機
を
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
い
き
」

の
「
客
観
的
表
現
」（
41
）
に
あ
っ
て
は
、
自
然
的
表
現
で
あ
れ
、
芸
術

的
表
現
で
あ
れ
、
こ
の
動
的
性
格
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
じ
る
「
緊
張
性
」

が
影
が
薄
く
な
ら
ず
に
は
す
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
い
き
」

を
最
も
よ
く
表
わ
す
模
様
と
し
て
平
行
線
が
挙
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、「
永

遠
に
動
き
つ
つ
永
遠
に
交
わ
ら
ざ
る
平
行
線
は
、
二
元
性
の
最
も
純
粋
な

る
視
覚
的
客
観
化
で
あ
る
」（
53
）
と
い
う
点
は
、「
二
元
性
」
に
限
っ
て

み
れ
ば
そ
う
言
え
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
「
合
同
の
可
能
性
」
は
存
在

せ
ず
、
従
っ
て
、「
緊
張
性
」
も
存
在
し
得
な
い
。
つ
ま
り
、
縞
模
様
は

─
縦
縞
で
あ
れ
横
縞
で
あ
れ
─
「
媚
態
」
の
「
客
観
的
表
現
」
で
は
あ
り



國學院雑誌　第 123 巻第11号（2022年） ─ 110 ─

え
な
い
は
ず
な
の
だ
。
色
彩
の
場
合
に
、
こ
の
動
的
可
能
性
と
し
て
の
二

元
性
と
い
う
性
質
を
確
認
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
容
易
で
な
く
な
る
こ
と

は
、
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。

　

媚
態
と
し
て
の
「
い
き
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
二
元
性
が
あ
る
だ

け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
動
的
緊
張
が
孕
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
動
的
緊
張
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
「
合
同
」

へ
の
、「
一
元
性
」
へ
の
志
向
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。「
一
元
性
」
故

の
幸
い
と
弛
緩
に
堕
す
る
の
で
も
な
い
が
、「
放
縦
な
る
二
元
性
の
措
定
」

（
43
）
も
ま
た
斥
け
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
「
媚
態
＝
い
き
」
の
「
い
き
」

た
る
所
以
な
の
だ
。「
異
性
へ
の
方
向
を
ほ
の
か
に
暗
示
す
る
」
必
要
が

あ
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
ほ
の
か
な
暗
示
に
は
、「
方
向
」
が
、「
運
動
」

が
、
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　

倫
理
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
の
こ
と

（
可
能
性
と
し
て
の
二
元
性
）
は
、
美
的
表
現
の
問
題
と
さ
れ
る
と
き
、

容
易
に
論
証
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、『「
い
き
」
の
構
造
』

も
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

【
４
】　

趣
味
と
「
い
き
」

　
「
い
き
」
が
本
来
、
美
学
の
問
題
で
は
な
く
、
倫
理
の
問
題
と
し
て
浮

上
し
て
く
る
こ
と
は
、「
い
き
」
を
他
の
類
似
す
る
性
質
と
比
較
す
る
「
第

三
章
：「
い
き
」の
外
延
的
構
造
」の
論
述
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。例
え
ば
、

「
上
品
」
と
い
う
の
は
確
か
に
「
人
間
の
趣
味
そ
の
も
の
の
性
質
を
表
明

す
る
」
言
葉
で
あ
り
、
趣
味
判
断
、
つ
ま
り
は
美
的
判
断
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
い
き
」
も
趣
味
と
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
「
趣
味
の
卓
越
」
と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る
。
そ
の
上
で
、
し
か

し
、「
上
品
」
と
は
次
の
よ
う
に
差
異
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「「
い
き
」
と
上
品
と
の
関
係
は
、
一
方
に
趣
味
の
卓
越
と
い
う
意
味
で

有
価
知
的
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
有
し
、
他
方
に
媚
態
の
有
無
と
い

う
差
異
点
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」（
28
）

　

つ
ま
り
、
趣
味
の
卓
越
と
い
う
美
的
価
値
を
、「
い
き
」
も
ま
た
な
る

ほ
ど
確
か
に
（「
上
品
」
と
共
に
）
備
え
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
副
次
的
属
性
と
し
て
で
あ
っ
て
、
本
質
的
属
性
と
し
て
で
は
な

い
。「
人
間
の
趣
味
そ
の
も
の
の
性
質
を
表
明
す
る
」（
27
）「
上
品
（
と

下
品
）」
と
は
そ
の
点
で
決
定
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
趣
味
」
と
い
う
言
葉
が
第
二
章
─
本
書
の
白
眉
だ
─
に
は
一
度
も
使

わ
れ
な
い
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。「
趣
味
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
現

わ
れ
る
の
は
、
よ
う
や
く
第
四
章
に
な
っ
て
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
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【
５
】　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
と
し
て
の
『「
い
き
」
の
構
造
』

　
『「
い
き
」
の
構
造
』
が
倫
理
学
の
著
作
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
、
そ

れ
が
す
ぐ
れ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
著
作
で
も
あ
る
点
に
は
も
っ
と
光
が
当

て
ら
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。そ
れ
も
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
。第
一
に
、

「
い
き
」
と
い
う
問
題
が
起
こ
る
の
が
「
性
関
係
」
で
あ
る
と
い
う
点
に

お
い
て
。
第
二
に
、「
い
き
」
が
も
っ
ぱ
ら
女
性
に
帰
せ
ら
れ
る
属
性
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
。

　

第
一
の
論
点
は
、「
い
き
」
を
例
え
ば
「
上
品
」
や
「
派
手
」
と
対
比

す
る
次
の
よ
う
な
指
摘
に
お
い
て
確
認
さ
れ
う
る
。

「「
上
品
」
お
よ
び
「
派
手
」
の
属
す
る
も
の
は
人
性
的
一
般
存
在
で
あ

り
、「
い
き
」
お
よ
び
「
渋
味
」
の
属
す
る
も
の
は
異
性
的
特
殊
存
在

で
あ
る
」（
26
）

　

こ
こ
で
は
「
人
間
性
一
般
」
と
「
性
的
関
係
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
「
い
き
」
は
後
者
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

こ
の
特
殊
性
を
「
異
性
」
に
限
定
し
て
考
え
る
必
要
は
（
今
で
は
）
な
い
。

同
性
と
の
間
に
も
「
媚
態
」
が
成
立
し
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本

質
要
件
は
、
二
人
の
人
間
か
ら
な
る
他
者
と
の
性
的
関
係
に
お
け
る
二
元

性
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

第
二
に
、
こ
の
二
元
的
関
係
は
、
遊
郭
と
い
う
「
異
性
間
の
通
路
と
し

て
設
け
ら
れ
て
い
る
特
殊
な
社
会
」（
19
）「
異
性
的
特
殊
性
の
公
共
圏
」

（
32
）
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
き
る
の
が
女
性
の
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
結
果
、（
倫
理
の
問
題
と
し
て
の
）「
い
き
」
が
女
性

の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
必
然
と
な
る
。

　

し
か
し
、
美
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
「
い
き
な
男
」

が
い
て
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
は
ず
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に

九
鬼
が
挙
げ
る
例
は
「
湯
上
り
姿
」（
43
）
で
あ
れ
、「
薄
化
粧
」（
46
）

で
あ
れ
、「
抜
き
衣
紋
」（
47
）
で
あ
れ
、
ど
れ
も
女
性
に
し
か
帰
せ
ら
れ

な
い
例
ば
か
り
で
あ
る
。ま
る
で
、「
い
き
」は
女
性
に
し
か
可
能
で
な
い
、

と
九
鬼
は
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
実
際
そ
う
考
え
て
い
る
と
見

ざ
る
を
え
な
い
。『「
い
き
」
の
構
造
』
は
、
意
図
し
て
の
こ
と
か
は
と
も

か
く
、
女
性
論
な
の
だ
。

　

九
鬼
は
、「
い
き
」
の
具
体
的
実
現
を
、
も
っ
ぱ
ら
女
性
の
も
と
に
見

出
し
て
い
る
。
文
化
文
政
の
江
戸
の
「
特
殊
社
会
」
に
出
生
の
場
を
持
ち

つ
つ
、「
い
き
」
は
も
っ
ぱ
ら
女
性
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ
て
い
る
。
自
ら

を
そ
う
い
う
女
性
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
つ
つ
、
九
鬼
は
こ
の
著
作

の
思
索
を
進
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
『「
い
き
」
の
構
造
』
が
本
来
、
日
本
民
族
論
な
ど
で
は
な
く
、
女
性
論

で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
坂
部
恵
は
書
い
て
い
る
。
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「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
明
確
に
女
声
を
語
り
の
人
称
と
す
る
「
た
を
や
め

ぶ
り
」（
お
望
み
な
ら
ば
「
両
性
具
有
」
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
）
の

哲
学
者
な
い
し
哲
学
は
、
一
貫
し
て
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
が
主
流
を
占

め
た
時
代
思
潮
の
影
響
下
に
あ
る
明
治
以
降
の
日
本
の
哲
学
界
に
お
い

て
は
、
例
外
中
の
例
外
で
あ
る（
５
）。」

　

と
こ
ろ
が
、
九
鬼
は
、
そ
の
特
殊
の
論
理
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か

ら
─
惜
し
い
こ
と
に
─
日
本
民
族
の
特
性
の
表
出
と
い
う
方
向
へ
の
一
般

化
に
転
じ
て
し
ま
う
。

【
６
】　

日
本
文
化
の
特
性
と
し
て
の
「
い
き
」
？

　
「
い
き
」が
日
本
文
化
に
般
通
的
な
特
性
で
あ
る
、と
九
鬼
は
主
張
す
る
。

そ
の
際
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
語
が
「
い
き
」
と
い
う

言
葉
を
持
っ
て
い
る
、
し
か
も
日
本
語
だ
け
が
こ
の
言
葉
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
事
実
に
反
す
る
事
実
も
ま
た
数
多
く
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
九
鬼
自
身
も
強
調
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
と
は
歴
史
的

時
間
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
地
理
的
空
間
に
関
わ
る
。

　

九
鬼
は
「
い
き
」
が
文
化
文
政
の
江
戸
の
遊
郭
に
生
き
る
女
性
に
特
有

の
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
を
様
々
な
実
例
を
挙
げ
て
力
説
し
て
い
る
。
そ
の

際
、
時
間
的
に
、
文
化
文
政
は
元
禄
と
対
比
さ
れ
、
地
理
的
に
、
江
戸
は

上
方
と
対
比
さ
れ
る
。「
野
暮
と
化
物
と
は
箱
根
よ
り
東
に
住
ま
ぬ
」

（
18
）
の
だ
し
、「
文
化
文
政
の
美
人
の
典
型
も
元
禄
美
人
に
対
し
て
特

に
こ
の
点
（
姿
が
ほ
っ
そ
り
し
て
柳
腰
で
あ
る
こ
と
が
、「
い
き
」
の
客

観
的
表
現
の
一
と
考
え
得
る
点
）
を
主
張
し
た
」（
44
）、「
元
禄
の
理
想

の
豊
麗
な
丸
顔
に
対
し
て
、
文
化
文
政
が
細
面
の
瀟
洒
を
善
し
と
し
た
こ

と
」（
44-

45
）、「
江
戸
時
代
に
は
京
阪
の
女
は
妖
艶
な
厚
化
粧
を
施
し
た

が
、
江
戸
で
そ
れ
を
野
暮
と
卑
し
ん
だ
。
江
戸
の
遊
女
や
芸
者
が
「
婀
娜
」

と
い
っ
て
貴
ん
だ
の
も
薄
化
粧
の
こ
と
で
あ
る
」（
46
）、「
西
鶴
の
い
わ

ゆ
る
「
十
二
色
の
た
た
み
帯
、
だ
ん
だ
ら
染
、
友
禅
染
な
ど
元
禄
時
代
に

起
こ
っ
た
も
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
あ
ま
り
雑
多
な
色
取
を
持
つ
こ
と
は

「
い
き
」
で
は
な
い
」（
60
）、「
紫
の
う
ち
で
は
赤
勝
の
京
紫
よ
り
も
、

青
勝
の
江
戸
紫
の
方
が
「
い
き
」
と
看
做
さ
れ
る
」（
62
）
─
例
を
挙
げ

れ
ば
き
り
が
な
い
。

　

つ
ま
り
、
九
鬼
が
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
「
い
き
」
の
文
化
が
、
日
本

社
会
全
体
に
、
し
か
も
歴
史
を
通
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
り
、
そ
の
事
実
を
、「
い
き
」
の
特
性
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
力
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
理
に
、
九
鬼
自
身
が

陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
際
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
江
戸
の
文
化
文
政
と
「
い
き
」
を
関
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係
づ
け
る
議
論
が
、
ほ
ぼ
第
四
章
以
降
の
、「
い
き
」
の
客
観
的
表
現
を

め
ぐ
る
議
論
、
つ
ま
り
は
美
学
的
分
析
の
中
に
し
か
現
わ
れ
な
い
事
実
で

あ
る
。「
い
き
」を
日
本
民
族
の
特
異
性
と
し
て
高
々
と
宣
言
す
る「
序
説
」

の
表
明
と
、
第
四
章
以
降
の
美
学
的
分
析
は
そ
の
意
味
で
も
、
整
合
性
を

欠
く
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、『「
い
き
」
の
構
造
』
は
、
日
本
民
族
の
精
神
の
美

的
表
現
を
分
析
し
、
顕
彰
し
、（
西
洋
）
世
界
に
主
張
す
る
書
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
、
崇
め
奉
ら
れ
て
き
た
。

　

ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
流
布
す
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
九
鬼
の
論

述
そ
の
も
の
の
内
に
そ
の
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
だ
。
と
り
わ
け
、
第

４
章
、
第
５
章
に
お
い
て
九
鬼
の
論
述
は
あ
か
ら
さ
ま
に
「
い
き
」
の
美

的
表
現
の
闡
明
に
傾
斜
す
る
。注
意
す
べ
き
こ
と
に
、そ
れ
は
準
備
稿「「
い

き
」
の
本
質
」
に
は
な
く
、『
思
想
』
発
表
版
に
お
い
て
後
か
ら
付
け
加

え
ら
れ
た
論
述
で
あ
る
点
だ
。

　

な
ぜ
、
九
鬼
の
論
述
が
そ
の
方
向
に
傾
い
た
の
か
、
を
考
え
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
書
の
日
本
文
化
論
と
い
う
特
性

が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
。
こ
の
書
が
、
日
本
文
化
の
─
西
洋
文
化
に
対
す
る

─
自
己
主
張
と
い
う
特
性
を
持
つ
こ
と
は
看
過
不
可
能
な
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
外
国
に
留
学
し
、
あ
る
い
は
研
究
生
活
を
す
る
機
会
を
持
つ
こ

と
に
な
っ
た
学
者
、
思
想
家
が
判
で
押
し
た
よ
う
に
身
を
置
く
（
陥
る
）

こ
と
に
な
る
精
神
状
況
で
あ
る
。
彼
（
女
）
は
、
西
洋
に
対
し
て
日
本
を

代
表
し
て
そ
の
文
化
を
能
う
限
り
肯
定
的
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
せ
ね

ば
と
い
う
心
境
に
囚
わ
れ
ず
に
は
す
ま
な
く
な
る
。そ
の
時
、江
戸
時
代
、

そ
れ
も
文
化
文
政
時
代
の
江
戸
と
い
う
街
の
「
特
殊
社
会
」
に
花
咲
い
た

特
殊
な
、
あ
ま
り
に
特
殊
な
「
い
き
」
な
心
意
気
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が

肯
定
的
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
と
い
う
論
旨
が
─
倫
理
的
な
姿

勢
と
し
て
は
、
そ
れ
は
大
い
に
問
題
含
み
な
も
の
な
の
で
─
む
し
ろ
後
景

に
退
き
、
美
的
な
特
性
を
こ
そ
そ
の
強
み
と
す
る
日
本
文
化
の
本
質
的
特

性
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
心
の
傾
斜
は

十
分
に
追
遂
行
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
し
か
し
、
そ
の
展
開
が
『「
い
き
」
の
構
造
』
の

も
と
も
と
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定

し
よ
う
が
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
書
は
、
あ
く
ま
で
も
倫
理
学
の
書
な
の

で
あ
り
、
そ
れ
も
、「
不
倫
の
場
」
と
い
う
「
特
殊
社
会
」
に
お
い
て
展

開
さ
れ
た
心
意
気
を
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
、
極
め
て
問
題
含
み
の
、
挑
発

的
な
倫
理
学
の
書
、
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
書
が
、
も
し
、
今
日

な
お
読
み
継
が
れ
る
価
値
の
あ
る
古
典
で
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

日
本
文
化
の
美
的
独
自
性
の
顕
彰
の
書
な
ど
と
し
て
で
は
な
く
、
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
「
不
倫
」
で
し
か
な
い
倫
理
的
姿
勢
の
顕
彰
、
と
い
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う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
論
点
を
通
し
て
で
あ
る
、
と
主
張
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。『「
い
き
」
の
構
造
』
は
、
言
う
な
れ
ば
、「
不
倫
の
倫
理
」
と

い
う
逆
説
の
書
な
の
だ（
６
）。

【
７
】　

カ
ノ
ン
（
規
準
）
か
ら
の
逸
脱

　

九
鬼
が
「
い
き
」
の
概
念
規
定
の
中
に
は
採
用
し
な
い
け
れ
ど
も
、
実

は
素
通
り
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
契
機
が
、
こ
の
書
の
論
述
全
体
の
中
で
重

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
カ
ノ
ン
（
規
準
）
か
ら
の
逸
脱
」

で
あ
る
。
こ
の
契
機
の
せ
い
で
、『「
い
き
」
の
構
造
』
の
論
述
は
、
ど
ん

ど
ん
深
く
、
美
学
の
書
の
相
貌
を
呈
す
る
こ
と
と
も
な
る
─
た
だ
し
、
そ

れ
は
、
規
準
・
正
典
か
ら
の
逸
脱
の
美
学
、
な
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。

　

そ
の
際
、
規
準
・
正
典
を
差
し
出
す
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
の
美
学

だ
。
だ
か
ら
、『「
い
き
」
の
構
造
』
は
、
東
洋
人
が
、
西
洋
の
美
学
の
正

典
に
─
弱
々
し
く
は
あ
る
け
れ
ど
も
─
反
旗
を
翻
そ
う
と
試
み
る
書
に

な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
は
、「
遊
郭
文
化
」
の
言
挙
げ

の
書
で
あ
る
本
書
が
、
お
行
儀
の
良
い
結
婚
生
活
（
夫
婦
関
係
）
文
化
へ

と
反
旗
を
翻
す
書
で
あ
る
事
実
に
も
呼
応
し
て
い
る
の
だ
。
九
鬼
は
、
美

的
に
も
、
そ
し
て
倫
理
的
に
も
正
系
か
ら
は
ず
れ
、
そ
れ
へ
と
─
小
さ
な

声
で
─
対
案
を
提
示
す
る
こ
と
に
生
き
た
人
だ
っ
た
の
だ
。
九
鬼
が
、
祇

園
か
ら
京
大
の
講
義
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
─
真
偽
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
─
彼
が
そ
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
居
心
地
よ

く
感
じ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
余
り
あ
る
。
こ
れ
は
、
美
的
に
も
倫
理
的

に
も
、
彼
の
生
の
感
情
を
表
現
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の

意
味
で
は
、
彼
が
、
京
大
な
ど
と
い
う
、
日
本
の
哲
学
界
の
本
丸
の
よ
う

な
所
に
職
を
得
た
こ
と
は
、
不
幸
だ
っ
た
と
言
う
し
か
な
い
、
と
の
感
想

が
浮
か
ぶ
。三
木
清
や
林
達
夫
を
追
い
出
し
た
京
都
大
学（
の
田
邊
元
）が
、

よ
く
九
鬼
周
造
を
大
目
に
見
た
も
の
だ
と
い
う
の
も
、
抱
か
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
感
慨
で
あ
る
。（
西
田
の
声
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
も
絶
対
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
か
。
も
っ
と
も
、
西
田
自
身
も
、
後
に
は
九
鬼
へ
の
評
価
を

下
げ
た
よ
う
だ
が
。）
も
う
少
し
社
会
学
的
な
観
点
か
ら
、
林
達
夫
が
興

味
深
い
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
が（
７
）、

あ
る
い
は
的
を
射
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

規
準
・
正
典
か
ら
の
逸
脱
、
と
い
う
論
点
は
、
も
と
も
と
美
学
に
由
来

す
る
論
点
で
あ
り
、
倫
理
学
的
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
九

鬼
は
、
こ
れ
を
「
い
き
」
概
念
の
内
包
の
中
に
加
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
九
鬼
は
、
そ
の
優
男
の
風
貌
の
せ
い
で
、

反
逆
児
の
気
配
を
漂
わ
す
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
実

は
、enfant terrible

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
系
の
権
化
の
よ
う
な
和
辻

哲
郎
と
並
べ
比
べ
る
と
き
、
歴
然
と
し
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
、
九
鬼
が
、「
媚
び
」
と
い
う
言
葉
で
「
い
き
」
を
規
定
し

て
い
る
こ
と
自
体
が
、
す
こ
ぶ
る
問
題
含
み
だ
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
、

「
異
性
の
心
を
（
体
も
？
）
と
ら
え
よ
う
と
す
る
働
き
か
け
」
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
性
的
に
は
中
立
的
な
印
象
を
与

え
る
が
、「
媚
び
」
に
は
さ
ら
に
も
う
少
し
特
殊
な
意
味
合
い
も
伴
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
、
男
が
女
に
「
媚
び
」
を
売
る
、

と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
男
も
、
権
力
者
に
は
媚
び
を
売

る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、「
媚
び
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
権
力
関

係
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
だ
。
男
と
女
の
場
合
も
そ
う
だ
。
力
の
弱
い
女

が
、
力
の
強
い
男
に
媚
び
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
は
成
り
立
た
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
意
気
地
」
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
持
つ
。
弱
い
者
が
示

す
「
反
抗
」
の
姿
勢
こ
そ
、「
意
気
地
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

と
い
う
こ
と
は
、こ
の
点
で
、こ
の
書
は
、あ
か
ら
さ
ま
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー

論
的
に
し
て
か
つ
権
力
論
的
含
意
を
持
つ
書
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
な
に
し
ろ
、
遊
郭
文
化
を
持
ち
上
げ
る
書
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
通
常
で
あ
れ
ば
不
倫
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
関
係
に
お
け
る
姿
勢
の
倫

理
性
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
試
み
な
の
だ
。「
苦

界
」
と
も
呼
ば
れ
る
環
境
に
生
き
る
女
性
の
倫
理
的
姿
勢
を
顕
彰
す
る
書

物
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
う
や
む
や
に
さ
れ
る
よ
う
な
受
け
止
め
、

解
釈
は
、
そ
も
そ
も
詐
欺
行
為
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。『「
い
き
」
の

構
造
』
は
女
性
論
で
あ
り
、
遊
郭
論
（
買
春
論
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
）

で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
九
鬼
が
「
媚
び
」
を
質
量
と
み
な
し
、「
意
気
地
」「
諦
め
」

を
形
相
と
捉
え
て
い
る
の
は
、
常
識
的
で
は
あ
る
。
つ
ま
り
、「
媚
び
」

こ
そ
マ
テ
リ
ア
ル
（
質
量
）
で
あ
り
、「
意
気
地
」「
諦
め
」
は
そ
れ
を
形

相
化
す
る
も
の
、
と
考
え
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
か
ら
し
か
し
、「
い
き
」

の
実
質
は
、
あ
く
ま
で
も
「
媚
び
」
の
側
に
あ
る
と
見
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
。
そ
の
上
で
、
倫
理
性
は
、
形
相
の
側
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
は

あ
ろ
う
が
。

　

と
こ
ろ
が
、
第
５
章
の
分
析
に
な
る
と
、「
媚
び
」
と
い
う
側
面
が
背

景
に
退
く
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
「
模
様
」
の
話
に
な
っ
た
り
も
す
る

か
ら
だ
。「
模
様
」
自
体
が
「
媚
び
」
を
売
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。あ
く
ま
で
も
、あ
る
模
様
を
用
い
る
人
が
媚
び
を
売
る
の
だ
。

（
も
っ
と
も
、
そ
う
考
え
る
と
、
化
粧
だ
っ
て
、
自
ら
の
身
体
を
用
い
て

「
媚
び
」
を
売
る
行
為
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
で
、
自
然
／
芸
術
の
二
分
法

は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。）
第
５
章
の
論
述
は
、
あ
た
か
も
模
様

そ
の
も
の
が
「
い
き
」
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
た
め
、
倫

理
学
の
書
で
は
な
く
、
美
学
の
書
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
趣
を
呈
し
て

始
め
て
し
ま
う
の
だ
。

　
「
媚
び
」
は
、
特
定
の
相
手
に
的
を
定
め
て
向
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
、
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普
遍
性
と
い
う
特
性
と
は
縁
が
な
い
。（
す
べ
て
の
人
に
媚
び
る
人
は
、「
八

方
美
人
」
と
呼
ば
れ
て
、
蔑
ま
れ
る
だ
け
だ
ろ
う
。）
善
い
行
為
と
は
、

い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
、誰
に
対
し
て
も
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
行
為（
相

手
を
選
ば
な
い
行
為
）
だ
ろ
う
か
ら
、「
媚
び
」
は
─
「
八
方
美
人
」
を

評
価
す
る
の
で
な
い
限
り
─
「
善
い
行
為
」
と
は
見
な
さ
れ
え
な
い
。
つ

ま
り
、
道
徳
的
行
為
で
は
な
い
。
た
だ
し
、「
よ
い
結
果
」
を
帰
結
す
る
、

と
い
う
意
味
で
な
ら
、「
よ
い
（
上
首
尾
な
）
行
為
」
と
見
な
さ
れ
う
る

と
し
て
も
。な
の
で
、『「
い
き
」の
構
造
』が
倫
理
学
の
書
で
あ
る
と
は
言
っ

て
も
─
繰
り
返
し
に
な
る
が
─
あ
く
ま
で
も
逆
説
的
に
、
そ
う
な
の
だ
。

（
健
全
な
夫
婦
生
活
の
倫
理
を
説
く
の
で
あ
れ
ば
、
何
の
驚
き
も
な
い
。

そ
れ
は
、
和
辻
に
な
ら
と
て
も
似
合
い
そ
う
だ
。）

　

そ
れ
に
も
と
ど
ま
ら
な
い
、
九
鬼
が
「
い
き
」
を
顕
彰
す
る
時
、
そ
れ

は
、結
婚
の
み
な
ら
ず
、（
健
全
な
）恋
愛
に
す
ら
対
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

「「
い
き
」
は
安
価
な
る
現
実
の
提
立
を
無
視
し
、
実
生
活
に
大
胆
な
る

括
弧
を
施
し
、
超
然
と
し
て
中
和
の
空
気
を
吸
い
な
が
ら
、
無
目
的
な

ま
た
無
関
心
な
自
律
的
遊
戯
を
し
て
い
る
。（
…
）
恋
の
真
剣
と
妄
執

と
は
、
そ
の
現
実
性
と
可
能
性
に
よ
っ
て
「
い
き
」
の
存
在
に
悖
る
。

「
い
き
」
は
恋
の
束
縛
に
超
越
し
た
自
由
な
る
浮
気
心
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。」（
22
）

　

遊
郭
の
倫
理
、
浮
気
心
の
倫
理
は
、
自
由
の
倫
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

異
形
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

【
８
】　

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
文
化
拒
否
の
書

　

こ
の
書
物
は
、
日
本
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
文
化
─
和
辻
哲
郎
が
代
表
し
よ

う
と
し
た
も
の
だ
─
に
対
す
る
拒
否
宣
言
の
書
と
し
て
読
ま
れ
て
こ
そ
、

そ
の
面
目
を
発
揮
す
る
。
文
化
文
政
の
江
戸
の
遊
郭
と
い
う
特
殊
社
会
に

ひ
っ
そ
り
と
咲
き
、そ
の
後
、自
ら
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
な
る
こ
と
は
な
く
、

そ
も
そ
も
そ
の
可
能
性
す
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
倫
理
的
姿
勢
を
顕
彰
す
る

書
物
。
そ
し
て
、
そ
の
特
性
は
、
九
鬼
周
造
と
い
う
人
、
そ
の
哲
学
的
思

考
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
京
都
大
学
の
哲
学
科
な
ど
と

い
う
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
身
を
置
い
て
、
彼
は
、
終
始
、
居
心
地
悪
く

感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
─
結
婚
制
度
と
い
う
も
の
に
、
違
和
感
を
抱
き

続
け
て
い
た
だ
ろ
う
と
同
じ
よ
う
に
。

　

し
か
し
他
方
で
、
九
鬼
は
、
西
洋
文
化
、
西
洋
哲
学
と
い
う
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ム
に
一
人
対
峙
せ
ね
ば
な
ら
な
い
人
で
も
あ
っ
た
。
日
本
民
族
、

日
本
文
化
、
日
本
哲
学
を
背
負
っ
て
立
つ
と
い
う
心
意
気
（
意
気
地
）
か

ら
自
由
で
あ
り
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
「
い
き
」
が
「
わ

が
民
族
存
在
の
自
己
開
示
と
し
て
把
握
」（
95
）
さ
れ
う
る
、
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
、
な
ど
と
い
う
、
迷
路
に
迷
い
込
む
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ（
８
）。
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（
１
） 

宮
野
真
生
子
「
日
常
・
間
柄
・
偶
然-

九
鬼
周
造
と
和
辻
哲
郎
」、『
現
代
思
想
』

２
０
１
７
年
１
月
臨
時
増
刊
号
「
九
鬼
周
造-

偶
然
・
い
き
・
時
間
」、
90
頁
。

（
２
） 

宮
野
真
生
子
『
言
葉
に
出
会
う
現
在
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
２
０
２
２
年
、
60
頁
。

（
３
） 『「
い
き
」
の
構
造
』
か
ら
の
引
用
は
、『
九
鬼
周
造
全
集 

第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、

１
９
８
１
年
）
に
よ
る
。

（
４
） 

そ
れ
に
対
し
て
、
パ
リ
滞
在
時
に
執
筆
さ
れ
た
『「
い
き
」
の
構
造
』
準
備
稿
で

あ
る
「「
い
き
」
の
本
質
」
で
は
、
も
う
少
し
簡
易
に
「
自
己
に
対
し
て
異
性
を

置
き
、
自
己
と
異
性
と
の
間
に
一
種
の
関
係
を
つ
け
る
二
元
的
立
場
で
あ
る
」
と

書
か
れ
て
い
る
。（『
九
鬼
周
造
全
集 

第
一
巻
』
93
頁
）

（
５
） 

坂
部
恵
『
不
在
の
歌-

九
鬼
周
造
の
世
界
』T

BS
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
１
９
９
０
年
、

93
頁
。

（
６
） 

従
っ
て
、『「
い
き
」
の
構
造
』
を
母
と
（
二
人
の
）
父
に
対
す
る
追
慕
の
書
と
し

て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
坂
部
の
提
案
に
は
、
家
族
制
度
へ
の
違
和
感
を
表
わ
す
は

ず
の
こ
の
書
を
再
び
「
幸
せ
で
も
あ
り
え
た
家
族
」
の
物
語
に
回
収
し
よ
う
と
す

る
、
い
か
に
も
あ
り
が
ち
な
試
み
と
し
て
、
否
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

 

「『「
い
き
」
の
構
造
』
と
い
う
真
に
ユ
ニ
ー
ク
な
書
物
が
、
異
郷
に
あ
っ
て
故
郷

を
想
い
、
パ
リ
に
あ
っ
て
江
戸
を
想
い
、
あ
る
い
は
、
異
郷
に
あ
っ
て
母
を
想
い
、

異
郷
に
あ
っ
て
二
人
の
「
父
」
を
思
う
、（
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
異
郷
に
あ
っ

て
異
郷
の
女
を
想
い
、
異
郷
に
あ
っ
て
故
郷
の
女
を
想
う
）、
周
造
の
内
面
に
は

ら
ま
れ
た
幾
重
に
も
重
層
的
な
二
元
の
邂
逅
の
緊
張
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
魅
力

あ
ふ
れ
る
作
品
た
り
え
て
い
る
」（
坂
部
恵
『
不
在
の
歌　

九
鬼
周
造
の
世
界
』 

１
０
４
頁
）

（
７
） 「「
遊
び
」
の
わ
か
ら
な
い
の
が
、（
田
辺
）
先
生
の
い
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
ま

た
ダ
メ
な
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
が
…
僕
た
ち
が
卒
業
し
た
あ
と
の
話
だ
が
、
同
僚

に
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
九
鬼
周
造
が
い
た
が
、
こ
の
人
は
阿
部
次
郎
や
小
宮

豊
隆
た
ち
と
同
じ
く
江
戸
末
期
的
な
「
狭
斜
の
巷
」
の
「
あ
そ
び
」
し
か
知
ら
な

い
人
だ
か
ら
、
僕
た
ち
新
種
族
と
は
全
く
違
っ
た
旧
種
族
だ
っ
た
わ
け
で
、
わ
り

と
田
辺
さ
ん
の
顰
蹙
を
か
わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。」（
林
達
夫
・
久
野
収『
思

想
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』
平
凡
社
、
１
９
７
４
年
、
１
６
６
頁
）

（
８
） 

な
お
、『
九
鬼
周
造
全
集
第
一
巻
』
に
付
さ
れ
た
「
譯
文
篇
」
中
の
「
日
本
の
事
」

に
含
ま
れ
る
「
芸
者
」
と
題
す
る
文
章
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。 

「
彼
女
た
ち

の
理
想
は
、
倫
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
美
的
な
「
い
き
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

で
、
逸
楽
と
気
品
の
調
和
し
た
統
一
で
あ
る
。」（『
九
鬼
周
造
全
集　

第
一
巻
』　

４
５
５
頁
。）


