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魯
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文
芸
批
評
の
研
究
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忍
月
と
の
比
較
を
通
じ
て
み
た
構
成
･
視
点
･
叙
述
上
の
特
色
　
-
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明
治
二
十
一
年
か
ら
二
十
五
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
同
時
代
の
作
家
の
同

一
作
品
に
対
し
て
'
魯
庵
･
忍
月
が
行
っ
た
批
評
は
'
少
な
く
と
も
二
十
七
篇
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に
及
ぶ
｡
本
稿
で
は
'
明
治
二
十
二
　
二
年
に
発
表
さ
れ
た
批
評
に
限
定
し
'

各
々
の
特
色
､
問
題
点
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
｡
紙
面
の
関
係
上
'
全
批

評
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
､
福
地
楼
痴
が
明
治
二
十
一
年
九
月

二
日
か
ら
十
一
月
九
日
迄
'
｢
東
京
日
日
新
聞
｣
に
連
載
し
'
明
治
二
十
一
年

十
一
月
に
文
海
堂
よ
り
単
行
本
と
し
て
刊
行
し
た
『
も
し
や
草
紙
』
に
関
す
る

評
を
中
心
に
'
両
者
の
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
批
評
に

つ
い
て
の
み
論
じ
る
こ
と
に
す
る
｡

最
初
に
『
も
し
や
草
紙
』
評
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
ま
ず
'
魯
庵
で
あ

る
が
'
彼
は
『
も
し
や
草
紙
』
評
を
'
｢
傑
作
な
る
に
あ
ら
ず
流
行
に
投
ぜ
し

な
り
｡
｣
と
い
う
批
判
か
ら
始
め
て
い
る
｡
そ
し
て
続
-
部
分
で
も
'

マ
マ

元
よ
り
著
者
は
小
説
家
に
あ
ら
ず
'
殊
に
此
編
は
初
作
な
れ
ば
'
是
に
厳

密
な
る
批
評
を
下
す
は
頗
る
無
理
な
る
事
に
し
て
'
素
人
苗
工
を
責
む
る

に
探
幽
腹
巻
等
の
名
匠
を
持
出
す
が
如
し
｡

と
'
著
者
福
地
楼
痴
を
｢
小
説
家
｣
と
見
倣
き
ず
､
そ
の
作
品
も
｢
厳
密
な
る

批
評
を
下
す
｣
に
価
し
な
い
と
手
厳
し
い
評
価
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ

れ
は
｢
江
湖
の
読
者
｣
が
｢
皆
是
を
激
賞
し
｣
て
い
る
の
と
全
く
逆
の
姿
勢
で
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マ
マ

あ
る
｡
魯
庵
は
ま
た
'
｢
も
し
や
草
紙
全
篇
五
十
回
'
讃
了
て
妙
味
感
情
竃
も

浮
ば
ず
｡
｣
と
も
述
べ
て
い
る
が
'
こ
の
読
後
の
感
想
も
否
定
的
評
価
と
結
び

つ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

従
っ
て
'
そ
れ
以
後
の
批
評
は
'
『
も
し
や
草
紙
』
を
｢
専
門
家
の
作
と
見

倣
｣
し
た
仮
説
の
上
に
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

今
椴
り
に
専
門
家
の
作
と
見
倣
せ
ば
'
脚
色
に
乏
し
く
意
匠
に
貧
な
り
'

人
情
を
皐
す
に
苗
に
し
て
形
容
を
描
-
に
疎
な
り
'
好
句
妙
語
少
く
し
て

冗
漫
不
安
の
文
字
多
し
'
議
論
に
流
れ
極
微
を
罵
す
に
拙
な
し
｡
敢
合
の

ア
ラ
を
轟
く
(
｢
轟
く
｣
　
と
は
問
ち
が
ひ
一
局
部
に
す
ぎ
ず
)
　
根
集
し
た

れ
ば
と
て
何
ぞ
感
服
す
る
に
足
ら
ん
や
｡

つ
ま
り
'
｢
専
門
家
の
作
と
見
倣
｣
し
た
場
合
'
｢
脚
色
｣
｢
意
匠
｣
｢
人
情
｣
の

描
写
'
｢
形
容
｣
の
仕
方
'
｢
文
章
｣
　
と
も
に
拙
-
'
｢
感
服
｣
　
な
ど
で
き
な
い

も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
が
魯
庵
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
'

『
も
し
や
草
紙
』
が
　
｢
傑
作
で
は
な
い
｣
と
い
う
一
事
で
あ
っ
て
'
｢
脚
色
｣

｢
人
情
｣
等
に
関
す
る
発
言
も
全
く
具
体
性
を
伴
わ
な
い
姶
括
的
'
断
言
的
な

も
の
で
あ
る
｡
内
容
的
に
も
『
も
し
や
草
紙
』
に
対
す
る
魯
庵
の
総
括
的
評
価

-
　
つ
ま
り
｢
総
評
｣
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
後
に
触
れ
る

が
'
続
く
部
分
と
の
関
連
を
見
て
も
へ
　
こ
の
冒
頭
部
分
が
｢
総
評
｣
の
位
置
に

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
｡

一
方
'
忍
月
の
場
合
'
次
に
引
用
す
る
と
お
り
忍
月
自
身
が
｢
総
評
｣
す
れ

ば
こ
う
で
あ
る
勺
と
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
い
る
た
め
'
冒
頭
部
分
に
記
さ
れ
て

い
る
事
柄
が
'
忍
月
の
『
も
し
や
草
紙
』
に
対
す
る
総
括
的
な
評
価
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
｡

忍
月
は
ま
ず
'
主
人
公
の
転
々
と
変
化
す
る
立
場
を
数
え
あ
げ
て
'
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
｡ヽ

　
ヽ
注
3

之
を
1
乗
組
詐
す
る
時
ハ
色
と
慾
と
壁
一
己
と
阿
訣
と
に
苦
心
狂
奔
す
る
卑

劣
な
る
冷
淡
な
る
潟
人
物
の
集
合
し
た
る
は
是
れ
も
し
や
草
紙
な
り

同
様
に
'
『
も
し
や
草
紙
』
に
措
か
れ
て
い
る
社
会
の
　
｢
場
面
｣
　
に
つ
い
て

も
､

ヽ

ヽ

之
を
1
束
総
評
す
る
時
ハ
色
と
慾
と
を
目
的
と
す
る
研
究
所
壁
呂
と
阿
訣

と
を
専
門
と
す
る
競
寧
場
た
る
は
是
れ
も
し
や
草
紙
な
り

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
｢
人
物
｣
｢
場
面
｣
を
ま
と
め
て
'

も
し
や
草
紙
は
社
食
の
表
面
を
観
察
せ
ず
し
て
社
食
の
裏
面
を
観
察
し
た

る
も
の
な
り
高
庸
清
潔
の
意
味
に
於
け
る
風
俗
世
情
を
描
か
ず
し
て
野
俗

膿
劣
の
意
味
に
於
け
る
風
俗
世
情
を
描
き
た
る
者
な
り
之
を
稀
し
て
あ
ら

ゆ
る
人
間
界
の
劣
情
を
マ
ン
ベ
ン
な
く
艦
列
し
遠
慮
な
く
ホ
ジ
ク
リ
出
し

た
る
内
幕
小
説
と
謂
ふ
敢
て
失
雷
の
言
に
非
ざ
る
な
り
｡

と
記
し
て
い
る
｡

こ
れ
が
'
忍
月
の
言
う
｢
総
評
｣
に
あ
た
る
部
分
な
の
で
あ
る
が
'
こ
こ
に

示
さ
れ
て
い
る
の
は
'
忍
月
が
こ
の
作
品
を
ど
う
捉
え
た
か
と
い
う
'
内
容
把

握
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
魯
庵
の
場
合
は
'
先
に
挙
げ
た
と
お
り
'

｢
流
行
に
投
｣
じ
た
｢
傑
作
｣
と
呼
べ
ぬ
作
品
で
あ
る
'
と
い
う
自
ら
の
価
値

判
断
'
評
価
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
忍
月
は
'
魯

庵
の
よ
う
に
明
確
な
形
で
評
価
と
い
う
も
の
を
記
述
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

勿
論
'
『
も
し
や
草
紙
』
を
｢
あ
ら
ゆ
る
人
間
界
の
劣
情
を
マ
ン
ベ
ン
な
く
膿
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列
し
遠
慮
な
く
ホ
ジ
ク
-
出
し
た
る
内
幕
小
説
｣
だ
と
把
握
し
た
中
に
は
'
忍

月
自
身
の
判
断
が
含
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
｡
が
'
だ
か
ら
ど
う
な
の
か
'

肯
定
す
る
の
か
否
定
す
る
の
か
'
或
い
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
か
は
極
め

て
暖
昧
な
の
で
あ
る
｡
｢
あ
ら
ゆ
る
人
間
界
の
劣
情
｣
　
を
描
き
出
す
こ
と
は
人

間
の
本
質
を
捉
え
る
上
で
評
価
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
'
と
す
る
と
忍
月
は

こ
の
作
品
を
肯
定
的
に
見
て
い
た
の
か
-
と
も
受
け
取
れ
る
｡
し
か
し
'
｢
マ

ン
ベ
ン
な
く
艦
列
し
｣
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
は
必
ず
し
も
肯
定
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
｡
ま
た
｢
内
幕
小
説
｣
と
い
う
表
現
も
'
肯
定
と
も

否
定
と
も
解
釈
で
き
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
｡

こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
'
魯
庵
･
忍
月
と
も
に
批
評
の
冒
頭
に
『
も
し
や

草
紙
』
一
篇
に
対
す
る
総
括
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'

こ
れ
ら
を
同
等
に
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
忍
月
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で

｢
総
評
｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
'
忍
月
の
場
合
'

魯
庵
が
行
っ
た
よ
う
な
｢
価
値
判
断
･
評
価
｣
を
打
ち
出
す
よ
り
も
'
作
品
内

容
を
ど
う
捉
え
た
か
　
-
　
つ
ま
り
自
身
の
｢
認
識
･
把
握
｣
を
端
的
に
記
述
し

て
み
せ
る
こ
と
に
重
き
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
両
者
の
問
に
は

質
的
な
差
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

魯
庵
は
こ
の
批
評
の
終
末
に
近
い
部
分
で
'

製
本
も
奇
麗
へ
挿
番
も
樺
山
な
れ
ど
何
れ
も
意
匠
に
貧
し
｡
一
ト
ロ
に
以

マ
マ

上
を
概
括
す
れ
ば
｢
も
し
や
草
紙
は
無
風
流
な
る
法
律
撃
者
と
粋
が
り
の

村
撃
究
が
天
狗
俳
語
な
り
｣
と
云
っ
て
可
な
る
べ
し
｡

マ
マ

と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
魯
庵
の
｢
概
括
｣
の
内
容
は
'
忍

月
の
い
う
　
｢
総
評
｣
　
の
内
容
と
'
質
的
に
同
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う

マ
マ

か
｡
魯
庵
が
｢
概
括
｣
と
い
う
表
現
で
示
し
た
も
の
を
'
忍
月
は
｢
総
評
｣
と

捉
え
て
い
る
わ
け
で
､
両
者
の
意
識
の
差
が
､
些
細
な
語
句
の
用
い
方
に
も
現

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
忍
月
が
｢
批
評
｣
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
知

る
上
で
'
一
つ
の
手
が
か
り
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

｢
総
評
｣
に
続
-
部
分
で
'
魯
庵
は
大
き
く
分
け
て
三
点
の
指
摘
を
行
っ
て

い
る
｡
｢
人
物
｣
造
型
に
関
す
る
こ
と
'
｢
文
章
･
文
体
｣
　
つ
ま
り
｢
表
現
･
記

述
｣
に
関
す
る
こ
と
'
｢
滑
稽
･
識
語
｣
に
関
す
る
こ
と
'
の
三
点
で
あ
る
｡

ま
ず
｢
人
物
｣
に
つ
い
て
魯
庵
は
'

図
形
は
コ
ン
パ
ス
を
以
て
轟
す
べ
L
t
直
線
は
定
規
を
以
て
引
-
べ
L
t

曲
線
は
中
気
病
人
自
然
と
作
る
べ
し
｡
然
れ
ど
も
満
月
波
涛
を
照
す
の
国

は
名
匠
の
手
に
頼
り
て
初
て
豪
壮
た
る
べ
し
｡
佳
人
才
子
を
仕
組
む
事
極

て
易
-
'
其
心
慮
肺
府
を
解
剖
す
る
を
以
て
小
説
家
の
能
と
す
｡
も
し
や

草
紙
の
立
役
者
清
水
夢
野
お
貿
乙
女
等
何
れ
も
其
皮
相
を
駕
せ
し
の
み
｡

(
以
下
略
)

と
述
べ
'
｢
全
篇
の
結
活
よ
り
評
す
れ
ば
(
略
)
社
食
の
判
断
者
｣
で
あ
る
清
水

夢
野
の
両
人
が
'
｢
竜
も
人
間
の
活
動
を
馬
｣
さ
な
い
　
｢
木
偶
人
｣
　
で
あ
る
こ

と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

個
々
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
も
'
主
人
公
清
水
の
｢
行
馬
｣
と
｢
議
論
｣
に

矛
盾
が
多
く
､
｢
1
万
に
於
て
特
別
の
保
護
を
輿
へ
一
方
に
於
て
尋
常
の
映
鮎

を
撃
｣
げ
る
と
い
っ
た
｢
性
質
の
一
致
を
犯
｣
し
て
い
る
こ
と
'
夢
野
が
あ
ま

り
に
も
変
幻
万
化
に
｢
豹
変
｣
L
t
清
水
と
｢
議
論
｣
に
於
て
も
｢
性
情
｣
に

マ
マ

於
て
も
類
似
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
'
｢
垂
妓
妄
に
な
る
を
厭
ひ
し
識
見
高
き
乙

女
が
後
年
俳
優
と
な
｣
り
'
た
っ
た
一
年
で
座
頭
に
な
る
と
い
う
設
定
が
不
日

Osaka Shoin Women's University Repository



-26-

然
で
あ
る
こ
と
等
を
あ
げ
て
い
る
｡
ま
た
｢
男
は
博
士
と
な
り
女
は
座
頭
と
な

り
て
夫
婦
と
な
る
と
云
ふ
陳
蚕
に
筆
を
結
｣
ん
だ
｢
意
匠
｣
の
な
さ
に
つ
い
て

も
触
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
ど
こ
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
｢
人
物
｣
造
型
に
つ

い
て
は
否
定
的
な
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
造
型
上
の
矛
盾

や
不
自
然
さ
が
目
に
つ
き
'
人
間
の
深
奥
を
掘
り
下
げ
る
鋭
さ
も
な
い
､
皮
相

を
写
し
た
に
す
ぎ
な
い
'
と
い
う
の
が
魯
庵
の
捉
え
た
　
『
も
し
や
草
紙
』
の

｢
人
物
｣
な
の
で
あ
る
｡

魯
庵
は
｢
人
物
｣
に
関
す
る
指
摘
の
後
に
　
｢
世
人
が
喧
々
す
る
に
も
関
ら

ヽ

ヽ

ず
'
余
が
傑
作
に
あ
ら
ず
と
云
ふ
所
以
な
り
｣
と
述
べ
て
い
る
が
'
こ
の
一
文

か
ら
見
て
も
'
『
も
し
や
草
紙
』
を
傑
作
と
認
め
な
い
最
大
の
理
由
が
'
こ
の

｢
人
物
｣
　
の
捉
え
方
'
描
き
方
の
拙
さ
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
と
同
時

ヽ

ヽ

に
'
冒
頭
部
分
の
｢
総
評
｣
を
裏
づ
け
る
根
拠
と
し
て
'
｢
人
物
｣
　
に
関
す
る

批
判
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
魯
庵
の
『
も
し
や
草
紙
』
評
は
二
度
に
亙
っ
て
連
載
さ
れ
て
い

る
｡
第
一
回
に
は
｢
総
評
｣
に
あ
た
る
部
分
と
｢
人
物
｣
に
関
す
る
指
摘
が
､

第
二
回
に
は
'
｢
文
章
･
文
体
｣
｢
滑
稽
･
識
語
｣
に
つ
い
て
の
指
摘
が
各
々
発

表
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
第
二
回
の
批
評
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

既
に
小
説
と
す
る
の
慣
値
な
く
'
然
ら
ば
其
の
文
章
は
果
し
て
傑
出
な
る

や
｡

こ
れ
を
見
る
と
'
第
1
回
に
発
表
し
た
批
評
中
に
'
｢
既
に
小
説
と
す
る
の
慣

値
｣
が
な
い
こ
と
は
説
明
さ
れ
て
い
た
と
受
け
取
れ
る
｡
第
一
回
の
批
評
の
内

容
は
'
｢
総
評
｣
　
を
除
く
と
　
｢
人
物
｣
　
造
型
に
関
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
か

ら
'
｢
人
物
｣
と
い
う
も
の
の
描
き
方
'
捉
え
方
が
こ
の
作
品
を
｢
慣
値
｣
な

き
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
｡
こ
れ
は
'
魯
庵

が
｢
人
物
｣
の
把
握
'
描
写
を
'
小
説
の
価
値
に
関
わ
る
大
き
な
要
素
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
｡

二
つ
め
に
魯
庵
は
｢
文
章
･
文
体
｣
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
右
に
述
べ
た

と
お
り
　
｢
既
に
小
説
と
す
る
の
慣
値
｣
　
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
'

ヽ

ヽ

ヽ

｢
然
ら
ば
其
の
文
章
は
果
し
て
傑
出
な
る
や
｡
｣
と
新
た
な
問
題
提
起
を
行

い
､
次
の
よ
う
な
批
評
を
下
し
て
い
る
｡

も
し
や
草
紙
の
文
殊
を
案
ず
る
に
｡
あ
る
虞
は
自
笑
に
似
た
り
'
あ
る
虞

は
風
乗
の
如
し
'
あ
る
虞
は
三
馬
の
風
あ
り
'
あ
る
虞
は
一
九
の
鉢
あ

り
｡
ケ
レ
ド
其
皮
相
を
摸
せ
し
の
み
｡
自
笑
の
麗
玄
風
乗
の
鉄
宕
三
馬
の

精
細
一
九
の
訳
語
は
求
め
ん
と
す
る
も
得
べ
か
ら
ず
｡

つ
ま
り
'
様
々
な
先
人
の
｢
文
体
｣
を
模
倣
し
な
が
ら
'
先
人
の
も
っ
て
い
た

｢
実
｣
と
い
う
も
の
を
自
分
の
も
の
に
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

｢
人
物
｣
造
型
に
続
い
て
'
｢
文
章
･
文
体
｣
　
に
つ
い
て
も
否
定
的
な
評
価
し

か
与
え
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
｡

三
つ
め
に
は
｢
滑
稽
･
識
語
｣
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
魯
庵
は
｢
文
章

･
文
体
｣
に
つ
い
て
批
評
し
た
後
を
､
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
｡

斯
く
許
し
乗
れ
ば
｢
も
し
や
草
紙
の
慣
値
は
文
章
脚
色
に
あ
ら
ず
｣
と
押

ヽ

ヽ

ヽ

護
せ
ら
る
ゝ
人
あ
ら
ん
が
｡
然
ら
ば
其
本
色
た
る
滑
稽
識
語
は
果
し
て
轟

せ
る
も
の
な
る
か
｡

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
'
魯
庵
が
　
｢
滑
稽
･
識
語
｣
を
『
も
し
や
草
紙
』
　
の

｢
本
色
｣
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
柳
田
泉
氏
は
'
『
明
治
文
学
全
集

注
4

福
地
楼
痴
集
』
の
解
題
で
'
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ら
､
｢
人
物
｣
と
い
う
も
の
の
描
き
方
'
捉
え
方
が
こ
の
作
口
耶

ト
仙
川
什
L
 
J
L

U
T
e
 
L
L
l
測
腰
伯
レ
疾
q
l
j

日
i

『
も
し
や
草
紙
』
に
現
れ
た
楼
痴
の
封
政
治
的
乃
至
封
敢
合
的
態
度
に
冷

噂
的
幻
滅
的
な
気
分
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
勿
論
楼
痴
の
心
算
で
は
必

ら
ず
し
も
冷
噸
す
る
つ
も
り
で
は
な
く
'
時
弊
を
是
正
す
る
た
め
の
訊
刺

と
い
う
親
切
気
も
幾
分
は
あ
っ
た
と
思
う
が
'
然
し
表
面
に
出
て
い
る
あ

の
強
い
冷
噺
的
幻
滅
的
調
子
を
如
何
と
も
し
難
い
'
(
以
下
略
)

と
記
し
て
い
る
が
'
魯
庵
も
'
『
も
し
や
草
紙
』
全
篇
に
色
濃
く
流
れ
て
い
る

｢
滑
稽
･
認
識
｣
の
要
素
を
'
小
説
の
価
値
を
離
れ
た
視
点
か
ら
'
強
く
感
じ

と
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
'
｢
本
色
｣
　
と
い
っ
て
も
魯
庵
は
必
ず
し
も
評
価
し
て
い
る
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
｡
ま
ず
｢
滑
稽
｣
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
魯
庵
は
マ
ー
ク
ー
ウ

ェ
イ
ン
が
掃
出
し
た
文
を
あ
げ
'

余
も
賓
に
抱
腹
せ
り
｡
然
れ
ど
も
其
抱
腹
せ
し
は
面
白
き
が
故
に
あ
ら

ず
'
可
笑
き
が
馬
に
あ
ら
ず
｡
た
ゞ
徐
に
馬
鹿
々
々
し
け
れ
ば
な
り
｡
も

し
や
草
紙
の
滑
稽
は
殆
ん
ど
是
に
類
す
｡
清
水
夢
野
が
歌
語
院
を
解
く
は

前
に
も
述
し
前
後
矛
盾
の
所
馬
の
み
'
宣
虞
の
滑
稽
な
ら
ん
や
｡
滑
稽
の

書
は
元
よ
り
療
験
の
言
行
を
許
す
と
雄
ど
も
'
性
情
の
1
敦
を
犯
し
て
可

な
り
と
い
ふ
を
聞
か
ず
｡

と
述
べ
て
'
『
も
し
や
草
紙
』
　
の
本
領
た
る
　
｢
滑
稽
｣
　
に
於
て
も
'
｢
真
の
滑

稽
｣
と
は
呼
べ
な
い
｢
馬
鹿
々
々
し
｣
　
さ
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
'
｢
滑
稽
｣

を
重
ん
じ
る
あ
ま
り
に
｢
人
物
の
性
情
の
一
致
｣
を
犯
す
と
い
う
本
末
転
倒
に

陥
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

サ

タ

イ

ア

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ

マ

ま
た
｢
認
識
｣
　
に
つ
い
て
も
'
｢
敬
服
と
讃
節
を
呈
す
る
を
得
ず
｡
｣
　
と
逮

べ
､
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
｢
テ
ー
ル
･
オ
ブ
･
エ
･
タ
ッ
プ
｣
と
｢
ガ
-
バ
ー
巡
島

記
｣
を
引
い
て
､

古
今
此
二
書
を
播
く
者
皆
著
者
が
誼
誠
の
奇
才
に
驚
く
｡
さ
れ
ど
も
｢
か

の
宰
相
は
愚
な
り
｣
　
と
日
は
ず
'
一
讃
看
過
れ
ば
兎
園
の
冊
子
に
過
ぎ

ず
｡
然
る
に
其
裏
面
よ
り
観
察
す
れ
ば
言
々
句
々
噺
弄
の
意
を
含
ま
ざ
る

は
な
く
｡
(
以
下
略
)

と
記
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
ス
ト
レ
ー
ー
に
批
判
す
る
こ
と
は
易
く
'
｢
是
を

他
事
に
寓
せ
ん
と
す
る
｣
　
こ
と
が
大
変
難
し
い
の
だ
と
言
う
｡
つ
ま
り
'
『
も

し
や
草
紙
』
に
現
れ
て
い
る
｢
認
識
｣
は
'
ま
だ
ス
ウ
ィ
フ
ー
の
作
品
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
｢
他
事
に
寓
す
る
｣
と
い
う
重
み
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
｡
｢
滑
稽
｣
に
し
て
も
｢
認
識
｣
に
し
て
も
'
｢
本
色
｣
と
呼
び
な
が

ら
全
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
｡

以
上
の
よ
う
に
'
魯
庵
は
｢
人
物
｣
｢
文
章
･
文
体
｣
｢
滑
稽
･
認
識
｣
の
い

ず
れ
に
関
し
て
も
否
定
的
な
評
価
し
か
下
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
が
､
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
な
の
は
'
こ
の
論
の
展
開
の
仕
方
､
-
　
換
言
す
れ
ば
構
成
方

法
　
-
　
で
あ
る
｡

ま
ず
魯
庵
は
'
『
も
し
や
草
紙
』
が
｢
流
行
に
投
｣
　
じ
た
　
｢
傑
作
｣
と
は
呼

べ
な
い
作
品
で
あ
る
'
と
い
う
自
ら
の
評
価
　
-
　
｢
総
評
｣
を
示
し
'
次
に
そ

ヽ

ヽ

の
根
拠
を
あ
げ
て
い
る
が
'
一
つ
め
の
｢
人
物
｣
に
関
す
る
指
摘
を
左
の
よ
う

に
締
め
括
っ
て
い
る
｡

世
人
が
噴
々
す
る
に
も
関
ら
ず
'
余
が
傑
作
に
あ
ら
ず
と
云
ふ
所
以
な

り
｡

そ
し
て
､
二
つ
め
の
｢
文
章
･
文
体
｣
を
取
り
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
､

ヽ

ヽ

ヽ

既
に
小
説
と
す
る
の
慣
値
な
し
､
然
ら
ば
其
の
文
章
は
果
し
て
傑
出
な
る
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や
'

と
'
｢
人
物
｣
　
造
型
に
於
て
'
既
に
小
説
と
認
め
ら
れ
な
い
作
品
で
あ
る
こ
と

は
証
明
さ
れ
た
が
'
で
は
｢
文
章
｣
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
'
新
た
な
問
題
提

起
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
評
価
が
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
三
つ
め
に
'
｢
滑
稽
･
訊
譜
｣
　
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で

あ
る
が
'

ね

う

ち

斯
く
許
し
来
れ
ば
｢
も
し
や
草
紙
の
慣
値
は
文
章
脚
色
に
あ
ら
ず
｣
と
塀

ヽ

ヽ

ヽ

護
せ
ら
る
～
人
あ
ら
ん
が
｡
然
ら
ば
其
本
色
た
る
滑
稽
認
識
は
果
し
て
轟

せ
る
も
の
な
る
か
｡

と
'
再
度
新
し
い
問
題
点
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
各
指
摘
の
関
連
､
組
立
を
見
て
い
く
と
'
一
つ
一
つ
前
に
示
し

た
評
価
を
ふ
ま
え
て
次
の
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
｡
｢
然

ら
ば
｣
と
い
う
接
続
語
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
点
が
順
々
に
積
み
重
ね
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

更
に
､
そ
切
展
開
の
裏
面
に
｢
江
湖
の
讃
者
皆
是
を
激
賞
L
t
あ
る
新
聞
の

如
き
は
『
も
し
や
草
紙
出
て
詞
壇
色
な
し
』
と
云
ふ
に
到
る
｣
と
い
う
世
人
の

激
賞
に
対
す
る
疑
問
'
反
駁
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
｡
｢
人

物
｣
に
関
す
る
指
摘
に
も
｢
世
人
が
噴
々
す
る
に
も
関
ら
ず
｣
と
い
う
表
現
が

あ
る
L
t
｢
文
章
･
文
体
｣
　
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
も
　
｢
人
は
日
く
奔
逸
な
り

ト
｡
｣
と
い
う
よ
う
に
世
人
の
評
価
を
あ
げ
て
'
｢
鳴
呼
'
是
を
奔
逸
な
り
と
日

っ
て
可
な
る
か
｡
｣
　
と
否
定
す
る
発
言
を
行
っ
て
い
る
｡
ま
た
　
｢
滑
稽
･
認

識
｣
に
関
す
る
批
評
も
､
｢
も
し
や
草
紙
の
慣
値
は
文
章
脚
色
に
あ
ら
ず
｣
｢
滑

稽
･
認
識
｣
に
こ
そ
｢
｢
木
色
｣
　
が
あ
る
の
だ
と
　
｢
蹄
護
せ
ら
る
～
人
あ
ら
ん

が
｣
と
い
う
､
一
般
の
意
見
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
私
は
こ
う
評
価
す
る
｡
し
か
し
世
人
は
こ
こ
が
よ
い
の
だ
と
別
の
点
を
あ

げ
て
弁
護
す
る
｡
で
は
そ
れ
は
本
当
に
価
値
が
あ
る
の
か
'
そ
れ
を
証
明
し
て

い
-
｡
世
人
の
声
を
仮
定
と
し
て
提
出
し
な
が
ら
'
魯
庵
は
い
よ
い
よ
自
分
の

論
を
強
固
に
し
て
い
く
｡
言
っ
て
み
れ
ば
'
魯
庵
の
『
も
し
や
草
紙
』
評
の
展

開
は
'
世
人
が
評
価
し
て
い
る
1
つ
1
つ
の
項
目
を
否
定
L
t
覆
し
て
い
く
過

程
な
の
で
あ
る
｡

ヽ

ヽ

ま
た
'
こ
れ
ら
の
指
摘
は
'
冒
頭
の
｢
総
評
｣
を
裏
づ
け
る
根
拠
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
'
｢
傑
作
｣
で
は
な
い
と
い
う
評
価
を
納
得
い
く
も
の
に
し
て
も

い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
三
点
の
指
摘
は
同
じ
ウ
ェ
イ
ト
で
並
列
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
'
何
が
最
も
重
大
な
過
失
で
あ
る
か
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
'
魯
庵
が
何
を
小
説
に
於
て
最
も
重
要

と
考
え
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
'
彼
の
文
学
意
識
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
の
で

き
る
､
計
算
さ
れ
た
構
成
'
展
開
の
仕
方
だ
と
言
う
べ
き
で
ぁ
ろ
う
｡

で
は
へ
忍
月
の
批
評
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
o
忍

ヽ

ヽ

月
は
｢
総
評
｣
　
の
後
'
明
治
三
十
六
年
に
時
代
を
設
定
し
て
い
る
に
も
拘
ら

ず
'
現
在
の
社
会
の
実
状
を
客
観
的
に
描
い
て
い
る
こ
と
'
人
間
の
｢
劣
情
｣

ば
か
り
を
描
い
て
'
｢
純
潔
を
意
味
す
る
愛
と
徳
｣
　
に
目
を
注
い
で
い
な
い
こ

と
'
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
｢
滑
稽
｣
が
｢
寄
席
の
落
語
｣
同
様
の
｢
み
の
な

き
｣
　
も
の
で
あ
る
こ
と
'
ま
た
'
『
も
し
や
草
紙
』
の
　
｢
穿
つ
所
｣
　
は
　
｢
人

情
｣
で
な
く
'
｢
世
情
｣
　
や
　
｢
社
交
の
有
様
｣
　
で
あ
る
こ
と
'
毎
回
の
　
｢
脚

色
｣
｢
事
案
｣
に
変
化
が
な
く
｢
同
臭
味
｣
　
を
帯
び
て
い
る
こ
と
'
等
を
指
摘

し
'
続
け
て
細
々
と
し
た
｢
人
物
｣
造
型
上
の
矛
盾
'
｢
表
現
｣
　
上
の
不
適
当
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稽
･
認
識
｣
に
こ
そ
卜
｢
本
色
｣
が
あ
る
の
だ
と
｢
稗
護
せ
ら
る
ゝ
人
あ
ら
ん

L
t
続
け
て
細
々
と
し
た
｢
人
物
｣
造
型
上
の
矛
盾

を
あ
げ
て
筆
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

内
容
的
に
見
た
場
合
'
忍
月
の
批
評
に
は
魯
庵
の
指
摘
と
重
な
る
部
分
が
多

々
あ
る
｡
例
え
ば
'
｢
時
代
設
定
｣
に
つ
い
て
､
魯
庵
も
｢
人
物
｣
造
型
の
視
点

マ
マ

か
ら
'
｢
聾
妓
妾
に
な
る
を
厭
ひ
し
識
見
高
き
乙
女
が
後
年
俳
優
と
な
る
｣
　
点

を
あ
げ
'
明
治
三
十
六
年
の
時
点
で
は
そ
れ
も
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
'
が
'
そ
れ
に
し
て
は
登
場
人
物
の
態
度
や
思
考
が
現
在
の
風
潮
と

全
ぐ
変
わ
っ
て
い
な
い
'
と
同
意
の
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'

あ
る
点
で
は
十
五
年
後
の
未
来
を
ふ
り
か
ざ
し
た
設
定
を
L
t
あ
る
点
で
は
現

在
の
実
像
を
写
す
の
で
は
矛
盾
が
出
て
当
然
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ま
た
'

｢
滑
稽
｣
に
つ
い
て
'
魯
庵
も
｢
馬
鹿
々
々
し
｣
い
に
す
ぎ
な
い
と
発
言
し
て

い
る
し
'
｢
人
物
｣
　
が
全
く
描
け
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
　
｢
竜
も
人
間
の

活
動
を
馬
さ
ず
｣
と
批
判
し
て
い
る
｡
｢
脚
色
｣
　
に
関
し
て
も
､
魯
庵
は
｢
脚

色
に
乏
し
く
意
匠
に
貧
な
り
｣
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

右
に
述
べ
た
と
お
り
'
忍
月
と
魯
庵
の
指
摘
に
は
共
通
す
る
も
の
が
数
多
く

あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
論
の
展
開
の
仕
方
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
｡
魯
庵
が

か
っ
ち
り
と
し
た
構
成
に
よ
っ
て
'
｢
総
評
｣
　
を
説
得
あ
る
も
の
に
し
た
の
に

対
し
て
'
忍
月
の
方
は
厳
し
く
言
え
ば
'
各
項
目
の
列
挙
に
終
わ
っ
て
お
り
'

個
々
の
問
に
は
何
ら
の
脈
絡
も
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
｡
試
み
に
各
項
目
の
冒

頭
と
末
尾
を
次
に
あ
げ
て
み
よ
う
｡

①
　
凡
そ
未
来
の
左
を
書
か
ん
と
慾
せ
ば
主
観
的
の
筆
法
を
用
ゐ
ざ
る
べ
か

ら
ず
-
-
十
五
六
年
後
の
社
食
と
な
し
た
る
の
必
要
を
知
ら
ざ
る
な
り

③
　
著
者
が
其
敢
合
を
観
察
す
る
に
雷
っ
て
や
両
眼
を
用
ゐ
ず
し
て
片
眼
の

み
を
使
用
せ
し
ぼ
惜
む
べ
し
-
-
特
に
重
き
を
加
へ
て
全
き
を
望
む
と
斯

く
の
如
く
切
な
り
｡

④
　
予
寄
席
に
入
ツ
て
落
語
家
の
話
し
を
聞
-
誠
に
面
白
し
-
-
其
方
法
の

拙
劣
な
る
を
笑
は
ず
ん
ば
あ
ら
ず
｡

④
　
本
書
の
穿
つ
所
は
人
情
に
あ
ら
ず
世
情
な
り
-
-
何
と
な
く
物
足
ら
ぬ

心
地
せ
ら
る
｡

こ
れ
を
見
て
も
各
項
目
が
い
か
に
繋
が
り
も
な
く
並
べ
ら
れ
て
い
る
か
が
わ
か

左
で
あ
ろ
う
｡
魯
庵
の
よ
う
に
根
拠
を
積
み
重
ね
て
論
を
強
め
て
い
く
と
い
っ

た
構
成
力
は
'
忍
月
の
批
評
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

で
は
'
｢
総
評
｣
　
と
各
指
摘
と
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
忍
月

は
冒
頭
部
分
で
'
『
も
し
や
草
紙
』
を
｢
色
と
慾
と
虚
言
と
阿
改
と
に
苦
心
狂

奔
す
る
卑
劣
な
る
冷
淡
な
る
偏
人
物
の
集
合
し
た
る
｣
　
も
の
と
言
い
'
｢
色
と

慾
と
を
目
的
と
す
る
研
究
所
虚
言
と
阿
敦
と
を
専
門
と
す
る
競
争
場
｣
で
あ
る

と
述
べ
､
そ
し
て
'
｢
あ
ら
ゆ
る
人
間
界
の
劣
情
を
マ
ン
ベ
ン
な
く
臆
列
し
遠

慮
な
く
ホ
ジ
ク
-
出
し
た
る
内
幕
小
説
｣
だ
と
捉
え
て
い
た
が
'
そ
の
後
の
発

言
を
項
目
ご
と
に
検
討
す
る
と
必
ず
し
も
｢
総
評
｣
を
支
え
強
め
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
｢
時
代
設
定
｣
や
　
｢
滑
稽
｣
　
に
つ
い
て
の
指
摘
は
殆
ど

｢
総
評
｣
と
は
重
な
っ
て
来
な
い
L
t
　
｢
劣
情
｣
　
の
み
を
描
い
た
片
手
落
ち
の

作
品
だ
と
い
う
発
言
'
｢
人
情
｣
を
穿
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
見
､
｢
脚
色
｣
の

変
化
の
な
さ
に
対
す
る
指
摘
も
'
内
容
的
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
は
い
え
'

魯
庵
の
批
評
ほ
ど
直
接
に
｢
総
評
｣
を
生
み
出
す
根
拠
と
も
な
り
得
て
い
な
い

の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
｢
総
評
｣
と
そ
の
｢
根
拠
｣
　
と
い
っ
た
上
位
'
下
位
の

関
係
づ
け
が
希
薄
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
為
に
'
各
指
摘
の
内
容
が
｢
総
評
｣
の

言
い
換
え
'
補
足
と
い
っ
た
同
レ
ベ
ル
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
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は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
の
魯
庵
･

･
つ
｡

忍
月
の
批
評
の
観
点
や
構
成
は
次
の
よ
う
に
図
示
で
き
よ

拠根

I

t
t
時
代
設
定

･
-
作
者
の
視
点

_
･
滑
稽
感

I
I
.
人
物
造
型

･
･
脚
色

.
表
現
･
文
章

つ
ま
り
'
両
者
の
批
評
は
'
｢
総
括
｣
　
的
な
意
見
か
ら
個
々
の
指
摘
へ
と
論

を
進
め
る
と
い
う
類
似
し
た
構
成
を
も
ち
'
多
く
の
共
通
し
た
視
点
か
ら
論
じ

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け
に
'
｢
人
物
造
型
｣
｢
文
章
表
現
｣
と
い

っ
た
同
一
主
題
に
つ
い
て
'
両
者
が
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
'
評
価
を
与
え

て
い
る
か
'
ま
た
｢
総
括
｣
と
そ
れ
に
続
く
個
々
の
指
摘
を
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
け
構
成
し
て
い
る
か
が
'
比
較
し
や
す
く
'
各
々
の
相
違
点
も
掴
み
や
す
か

っ
た
と
い
え
る
｡
批
評
の
視
点
の
お
き
方
や
各
指
摘
の
内
容
に
関
し
て
は
､
共

通
し
た
発
言
が
多
く
'
さ
ほ
ど
の
差
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
｡
が
'
｢
総
括
｣
と

個
々
の
指
摘
'
或
い
は
各
指
摘
問
の
横
の
つ
な
が
り
の
関
係
づ
げ
を
見
る
と
'

お
お
ま
か
な
構
成
の
方
法
は
極
め
て
類
似
し
て
い
な
が
ら
'
論
を
構
成
し
て
い

く
カ
'
説
得
力
の
面
で
'
魯
庵
の
方
が
計
算
さ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
い
た
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
こ
と
は
'
『
も
し
や
草
紙
』
　
評
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
｡
明
治
二
十

一
'
二
年
に
発
表
さ
れ
た
両
者
の
批
評
を
通
観
し
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
出
せ

る
の
で
あ
る
｡

魯
庵
の
場
合
'
｢
立
案
｣
｢
脚
色
｣
の
｢
奇
絶
｣
を
評
価
し
な
が
ら
｢
推
奨
の

注
5

所
以
｣
の
殆
ど
を
表
現
面
に
求
め
て
い
た
『
南
無
阿
禰
陀
悌
』
評
を
除
い
て
'

概
ね
論
理
的
な
構
成
を
も
っ
た
批
評
が
多
い
｡

『
初
紅
葉
』
評
な
ど
'
否
定
と
肯
定
を
う
ま
-
組
み
あ
わ
せ
て
両
者
を
矛
盾

な
く
1
篇
の
批
評
の
中
に
収
め
た
好
例
で
あ
ろ
う
.
ま
ず
'
全
体
を
瀞
し
て

｢
軽
快
淡
白
｣
な
作
品
だ
と
述
べ
'
そ
の
理
由
と
し
て
｢
文
章
｣
の
｢
軽
快
｣

さ
'
｢
趣
向
｣
　
の
　
｢
淡
白
｣
　
さ
を
あ
げ
て
い
る
｡
が
'
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

｢
軽
快
す
ぎ
る
｣
｢
淡
白
す
ぎ
｣
て
　
｢
無
味
｣
　
に
近
い
と
い
っ
た
問
題
点
を
令

ん
で
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
｢
軽
快
淡
白
｣
は
誰
に
も
真
似
の
で
き
な
い
小
波

ヽ

ヽ

独
自
の
も
の
な
の
だ
と
'
否
定
的
要
素
を
も
う
1
度
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
み

せ
る
の
で
あ
る
｡
次
に
表
現
上
の
欠
点
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
指
摘
を
行
っ
て
い

る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
も
｢
斯
ふ
並
べ
て
も
み
ん
な
爪
の
垢
ほ
ど
で
も
な
い
塀

珪
｣
と
述
べ
て
否
定
面
を
菜
ら
げ
'
最
後
に
最
も
賞
揚
す
べ
き
｢
人
物
｣
設
定

に
於
け
る
｢
立
案
｣
｢
着
目
｣
　
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
否
定
と

そ
の
緩
和
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
し
'
｢
賞
揚
す
べ
き
点
｣
を
挙
げ
て
締

め
括
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
お
り
'
欠
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
小
波
な
ら

で
は
の
作
品
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡

こ
の
よ
う
に
否
定
と
肯
定
と
を
効
果
的
に
用
い
た
批
評
は
他
に
も
多
い
｡
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く
カ
'
説
得
力
の
面
で
'
魯
庵
の
方
が
計
算
さ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
い
た
と
い

こ
E
i
1
よ
^
つ
に

I
V
す
い
卦
ル
T
L
t
T
l
打
　
ト
日
直
h
H

『
夏
木
立
』
評
で
も
､
前
半
は
美
妙
の
文
壇
に
於
け
る
活
躍
ぶ
り
を
称
え
'
そ

の
　
｢
言
文
一
致
鉢
｣
　
の
巧
妙
さ
を
賞
賛
し
て
い
る
が
'
後
半
で
は
　
｢
一
夜
作

り
｣
の
｢
考
察
｣
'
｢
唯
奇
麗
だ
と
云
ふ
計
り
｣
の
｢
文
章
｣
を
批
判
し
'
美
妙

の
長
所
の
裏
に
'
流
行
に
阿
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
看
破
し
て
み
せ
て
い
る
の

で
あ
る
｡
同
様
に
､
『
京
人
形
』
評
で
も
'
｢
一
種
の
雅
俗
折
衷
鉢
を
以
て
微
細

に
情
敦
を
描
寓
せ
し
巧
妙
に
到
っ
て
は
拘
り
硯
友
杜
に
吃
立
す
る
の
み
な
ら
ず

江
湖
幾
多
の
小
説
家
皆
背
後
に
睦
若
す
｣
と
､
｢
文
章
｣
　
を
絶
讃
し
て
お
き
な

が
ら
'
そ
の
直
後
に
｢
肝
心
な
る
脚
色
の
一
線
通
徹
せ
ざ
る
は
此
絶
妙
好
評
を

し
て
死
物
た
ら
し
む
る
｣
　
と
述
べ
､
｢
脚
色
｣
の
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
た
め

に
､
｢
文
章
｣
の
巧
み
さ
が
発
揮
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
｢
文

章
｣
　
へ
の
評
価
が
｢
脚
色
｣
の
拙
さ
に
よ
っ
て
旺
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
'

こ
れ
は
紅
葉
作
品
の
｢
文
章
｣
と
｢
脚
色
｣
と
の
関
係
､
紅
葉
の
陥
り
や
す
い

傾
向
を
鮮
か
に
掴
ん
だ
発
言
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
『
色
慨
悔
』
評
や
『
乙
女
心
』
　
評
は
'
冒
頭
か
ら
表
紙
や
扉
の
出
来

具
合
を
論
じ
'
挿
絵
に
ま
で
目
を
配
る
と
い
っ
た
紅
葉
の
批
評
方
法
を
'
う
ま

く
魯
庵
本
来
の
批
評
方
法
の
中
に
組
み
入
れ
て
い
る
例
で
あ
る
｡
『
色
慨
悔
』

評
が
'
紅
葉
の
方
法
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
紅
葉
の
文
学
姿
勢
を
批
判

注
6

し
て
い
た
こ
と
は
前
稿
で
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
'
『
乙
女
心
』
　
評
に
於

て
も
'
前
半
に
こ
の
紅
葉
の
方
法
を
借
用
し
て
､
細
々
と
し
た
指
摘
を
行
っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
読
者
は
何
と
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
囚
わ
れ
た
批
評
で
あ
ろ
う

か
'
と
疑
問
を
抱
く
に
違
い
な
い
が
'
｢
ま
ず
小
積
韓
は
コ
ン
ナ
も
の
｣
　
と
い

う
三
百
に
よ
っ
て
'
前
半
の
表
面
的
な
指
摘
は
　
｢
何
が
小
説
に
と
っ
て
重
要

か
｣
を
ふ
ま
え
た
批
評
の
中
に
す
っ
ぽ
り
と
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ

の
後
に
は
｢
大
君
操
｣
と
し
て
､
｢
皮
相
｣
的
　
｢
人
物
｣
　
し
か
描
け
て
い
な
い

こ
と
'
｢
脚
色
｣
が
｢
古
物
流
行
か
ら
恩
ひ
っ
｣
　
い
た
　
｢
微
の
生
へ
た
｣
よ
う

な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
言
わ
ば
'
一
篇
の
批
評
の

中
に
異
な
っ
た
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
批
評
方
法
の
転
換

に
よ
る
'
ど
ん
で
ん
返
し
に
似
た
意
外
性
は
'
平
担
に
な
り
や
す
い
批
評
に
一

つ
の
興
味
を
与
え
て
い
る
L
t
構
成
の
上
で
も
重
層
的
な
効
果
を
呼
ん
で
い
る

の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
肯
定
と
否
定
の
組
み
合
わ
せ
や
'
他
者
の
批
評
方
法
の
導
入

を
行
い
な
が
ら
､
一
篇
の
批
評
と
し
て
矛
盾
も
生
じ
ず
'
説
得
力
や
効
果
を
持

た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
'
や
は
り
､
魯
庵
が
個
々
の
指
摘
を
的
確
に
関
係

づ
げ
る
カ
'
自
ら
の
文
学
意
識
を
端
的
に
反
映
さ
せ
ら
れ
る
論
理
的
な
構
成
力

を
も
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
忍
月
の
場
合
､
各
指
摘
の
関
係
づ
げ
の
希
薄
さ
'
そ
の
場
限

り
の
放
言
の
た
め
に
'
批
評
全
体
を
弱
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
｡

一
例
と
し
て
『
京
人
形
』
評
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
忍
月
は
批
評
の
冒
頭
に
'

注
す

予
も
去
年
の
春
よ
り
屈
指
し
て
京
人
形
の
成
長
を
折
れ
り
然
る
に
今
其
完

結
に
逢
ふ
に
及
ん
で
俄
然
失
望
落
臆
幾
度
熟
讃
静
思
す
る
も
更
に
一
ツ
の

妙
味
だ
に
見
出
す
能
は
ず
今
更
予
は
山
人
に
望
を
屈
し
重
き
を
加
へ
た
る

を
残
念
に
恩
ふ
な
り

と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
を
見
る
と
'
『
京
人
形
』
　
は
連
載
の
過
程
に
於
て
'
忍

月
が
期
待
で
き
る
だ
け
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
と
受
け
と
れ
る
｡
そ
れ
が
完
結

と
と
も
に
｢
一
ツ
の
妙
味
だ
に
見
出
す
能
は
｣
ざ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
'
そ
の
完
結
の
仕
方
に
作
品
全
体
の
価
値
を
左
右
す
る
よ
う
な
過
失
が
あ
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っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
も
っ
と
意
外
な
展
開
を
す

る
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
た
小
説
が
'
実
に
あ
り
ふ
れ
た
結
び
方
を
与
え
ら

れ
た
場
合
と
か
'
今
ま
で
み
ご
と
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
人
物
が
最
後
に
な
っ

て
矛
盾
を
生
じ
る
よ
う
な
造
型
を
加
え
ら
れ
た
場
合
と
か
が
推
測
で
き
る
で
あ

ろ
う
｡
し
か
し
'
忍
月
が
評
価
で
き
な
い
｢
所
以
｣
と
し
て
あ
げ
た
三
点
を
見

る
と
'
｢
俄
然
失
望
落
膳
｣
　
し
た
理
由
を
全
-
説
明
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

忍
月
は
'
第
1
に
｢
京
人
形
の
文
章
｣
が
意
味
を
な
し
て
い
な
い
こ
と
'
第
二

に
｢
京
人
形
の
篤
法
｣
が
｢
客
に
精
に
し
て
主
に
粗
｣
で
あ
る
こ
と
､
第
三
に

｢
京
人
形
の
意
匠
｣
に
何
の
｢
目
的
｣
も
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
'
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
『
京
人
形
』
の
完
結
を
待
つ
ま
で
も
な
-
表
面
化
し
て
い
る
問

題
点
な
の
で
あ
る
｡
忍
月
自
身
も
｢
文
字
｣
の
矛
盾
が
｢
全
篇
到
る
鮎
｣
に
見
ら

れ
る
と
言
い
'
｢
徹
頭
徹
尾
客
に
精
に
し
て
主
に
粗
｣
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡

ま
た
｢
愚
鈍
の
人
物
｣
を
描
こ
う
と
し
た
｢
意
匠
｣
も
'
主
人
公
永
代
を
登
場

さ
せ
た
段
階
で
既
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
三
点
の
指

摘
は
'
内
容
的
に
見
た
場
合
へ
決
し
て
的
は
ず
れ
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
『
京
人

形
』
の
弱
点
を
よ
-
言
い
当
て
て
い
る
｡
が
'
完
結
に
及
ん
で
｢
俄
然
失
望
落

脆
｣
し
た
と
い
う
よ
う
な
不
用
意
な
語
句
を
は
さ
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
生
じ

な
く
て
も
よ
い
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
'
批
評
の
矛
先
を
弱
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
｡
恐
ら
く
忍
月
は
'
『
京
人
形
』
の
出
来
に
対
し
て
　
｢
失
望
落
臆
｣
　
し
た
と

い
う
意
味
あ
い
を
強
め
よ
う
と
し
て
'
折
角
期
待
し
て
い
た
の
に
-
-
と
い
っ

た
逆
の
立
場
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
或
い
は
'
｢
雅
俗
折
衷
鉢
の
栄

碍
｣
を
与
え
て
感
嘆
し
て
い
る
世
人
と
同
等
の
立
場
か
ら
一
転
し
て
批
評
者
へ

の
立
場
へ
と
'
立
場
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
へ
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
こ
の
そ
の
場
限
り
の
無
責
任
な
発
言
が
'
い

か
に
も
大
き
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
｡
否
定
の
強
調
と
い
う
小
さ
な
点
に
汲
々
と
し
て
'
前
後
の
論
理
的
な
つ
な

が
り
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
｡

ま
た
『
初
紅
葉
』
評
に
も
こ
う
し
た
欠
点
は
見
出
さ
れ
る
｡
忍
月
は
評
の
前

半
で
'
｢
仕
組
甚
だ
小
品
趣
向
甚
だ
浅
薄
其
使
用
せ
る
人
物
も
皆
人
形
｣
で
あ

り
'
｢
人
間
の
最
も
切
な
る
情
｣
を
写
し
て
い
な
い
と
述
べ
'
｢
淡
白
の
み
を
以

て
有
味
の
小
説
を
作
ら
ん
と
｣
す
る
作
者
の
姿
勢
に
問
題
が
あ
る
'
と
否
定
的

な
発
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
後
半
で
は
逆
に
肯
定
で
き
る
点
を
二
点
指

摘
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
｢
組
立
の
方
法
｣
｢
材
料
｣
　
が
　
｢
誠
に
宜
し
き
を
得

て
｣
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
忍
月
は
こ
の
否
定
と
肯
定
と
を
｢
斯
く
無
稽
の

マ
マ

言
を
吐
き
乍
ら
も
櫓
は
予
が
本
書
を
以
っ
て
流
石
は
漣
山
人
の
御
手
際
な
り
と

感
服
す
る
は
｣
と
い
う
1
文
で
結
ん
で
い
る
｡
つ
ま
り
前
半
で
述
べ
た
否
定
的

要
素
の
上
に
'
重
ね
て
肯
定
的
要
素
を
つ
け
加
え
る
と
い
う
述
べ
方
を
し
て
い

る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
前
半
で
述
べ
ら
れ
た
事
柄
は
'
後
半
で
菜
ら
げ
ら
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
決
し
て
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
前
半
の
否
定
と
後

半
の
否
定
と
は
'
こ
の
一
篇
の
批
評
中
に
共
存
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
｡

な
る
ほ
ど
'
忍
月
は
｢
組
立
｣
に
関
す
る
言
及
で
は
'
｢
尤
も
少
し
は
不
賛

成
の
廉
は
あ
る
が
｣
と
か
'
｢
其
言
ふ
所
の
事
寅
は
浅
薄
'
其
綴
る
所
の
行
文

は
美
妙
な
ら
ざ
る
も
｣
と
か
い
っ
た
'
前
半
の
指
摘
を
考
慮
す
る
発
言
を
含
め

て
い
る
｡
し
か
し
'
｢
材
料
｣
　
に
関
す
る
言
及
に
は
こ
う
し
た
配
慮
は
全
-
為

さ
れ
て
い
な
い
｡
前
半
で
忍
月
が
最
も
強
く
批
判
し
て
い
た
の
は
'
｢
人
物
｣

A
　
｢
虫
円
庫
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｢
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の
立
場
へ
と
'
立
場
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
へ
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う

さ
れ
て
い
な
い
｡
前
半
で
忍
月
が
最
も
強
く
批
判
し
て
い
た
の
は

が
｢
精
神
｣
｢
心
魂
｣
の
な
い
｢
人
形
｣
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
が
'
｢
材

料
｣
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
'
主
人
公
の
　
｢
愛
｣
｢
純
潔
｣
　
を
描
い
て
い
る
良

を
賞
賛
し
'
｢
焼
栗
の
完
成
を
告
げ
｣
　
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
二
つ
の
発
言
の
問
に
は
や
は
り
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
｡
こ
こ
で
も
忍
月

は
'
｢
十
三
四
歳
乃
至
十
六
七
歳
前
後
｣
　
の
男
女
を
主
人
公
に
し
た
斬
新
さ
を

｢
材
料
｣
の
よ
さ
と
し
て
強
調
す
る
た
め
に
'
前
半
の
発
言
と
の
問
に
矛
盾
を

生
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
一
篇
の
批
評
に
於
け
る
矛
盾
で
あ
る
が
'
『
残
菊
』
評
を
見
る

と
'
一
作
品
に
対
す
る
全
体
的
な
評
価
さ
え
へ
恩
い
っ
き
に
よ
っ
て
こ
ろ
こ
ろ

と
変
化
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
忍
月
は
『
残
菊
』
を
高
く
評
価
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

色
憤
梅
は
大
に
人
情
の
囲
蒲
を
敏
き
､
著
者
の
筆
に
精
意
な
き
を
悟
ら
し

む
｡
風
流
傍
は
文
字
の
玩
弄
に
失
し
て
筆
端
に
活
気
な
し
｡
掲
り
本
著
残

菊
は
無
窮
の
精
意
無
量
の
活
気
あ
る
が
故
に
'
善
く
他
の
能
は
ざ
る
人
情

の
縫
奥
を
出
し
'
人
を
し
て
　
(
中
略
)
感
動
を
起
き
し
む
｡

し
か
し
'
『
や
ま
と
暗
君
』
　
評
の
中
で
'
忍
月
は
'

本
書
は
色
俄
悔
に
劣
る
こ
と
一
等
に
し
て
京
人
形
に
優
る
こ
と
亦
一
等
な

り
と
云
ふ
べ
し
｡

と
､
『
色
慨
悔
』
　
を
三
篇
の
う
ち
最
も
優
れ
た
も
の
と
す
る
発
言
を
し
て
い
る

の
で
あ
る
｡
『
や
ま
と
昭
嘉
』
を
　
｢
透
逸
の
佳
作
と
し
て
賞
賛
せ
ざ
る
可
か
ら

ず
｣
と
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
'
『
色
俄
悔
』
　
に
対
す
る
評

価
は
か
な
り
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
o
ま
た
『
風
流
悌
』
評
で
は
'

優
美
な
る
趣
味
あ
る
文
字
を
以
っ
て
'
無
限
の
情
敦
を
括
出
せ
し
ぼ
'
近

来
小
説
界
多
士
済
々
中
に
於
て
且
つ
及
ぶ
能
は
ざ
る
技
傾
な
り
｡

と
､
『
風
流
沸
』
を
絶
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
に
も
拘
わ
ら
ず
､
『
残
菊
』
評

で
は
こ
の
二
作
品
を
い
と
も
簡
単
に
否
定
し
て
い
る
｡
こ
の
評
価
の
ズ
レ
は
ど

こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
忍
月
が
一
貫
し
た
評
価
基
準
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
れ
以
上
に
『
残
菊
』
の
評
価
を
大
々
的

に
表
わ
す
の
に
'
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
発
言
を
行
っ
た
た
め
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
忍
月
は
､
一
つ
一
つ
の
要
素
や
作
品
を
と
り
あ
げ
､
そ
れ
に
つ

い
て
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
た
勺
　
が
'
そ
の
相
互
を
的
確
に
関
係
づ
け
ヽ
批

評
全
体
を
矛
盾
な
く
論
理
的
に
構
成
し
て
い
く
カ
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

注
8

あ
る
'
谷
沢
永
1
氏
は
｢
石
橋
忍
月
の
文
学
意
識
｣
　
の
中
で
'

彼
は
'
自
分
の
く
だ
し
た
い
く
つ
か
の
判
断
を
'
相
互
に
関
係
づ
け
る
こ

と
に
お
い
て
'
誤
っ
た
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
対
象
に
関
し
て
自
分
の

く
だ
し
た
判
断
を
'
そ
れ
が
思
考
の
全
過
程
に
お
い
て
占
め
る
意
味
･
位

相
を
予
想
し
測
定
し
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
'
ち
り
ぢ
り
ば
ら
ば

ら
に
放
置
し
た
の
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
が
'
忍
月
の
弱
点
を
み
ご
と
に
言
い
あ
て
た
指
摘
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
｡

忍
月
が
明
治
二
十
一
年
'
二
年
に
発
表
し
た
十
三
篇
の
批
評
の
う
ち
､
評
価

と
根
拠
が
的
確
に
結
び
つ
け
ら
れ
'
批
評
全
体
が
三
見
し
た
論
理
性
を
も
っ
て

い
る
の
は
'
僅
か
に
『
乙
女
心
』
評
〓
届
の
み
で
あ
る
｡
『
乙
女
心
』
評
は
'

｢
情
薄
く
感
浅
き
｣
作
品
と
な
っ
た
原
因
を
　
｢
含
蓄
｣
　
の
な
さ
に
求
め
､
乙
女

の
描
き
方
､
悲
哀
の
表
し
方
に
よ
っ
て
例
証
す
る
と
い
っ
た
計
算
さ
れ
た
構
成
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を
も
っ
て
い
る
が
'
そ
の
他
は
'
各
指
摘
問
の
関
係
づ
げ
の
な
い
'
所
謂
要
素

を
羅
列
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
殆
ど
な
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
各
々
の
指
摘

の
軽
重
も
掴
み
に
く
く
'
忍
月
が
文
学
に
何
を
求
め
'
何
を
重
要
と
考
え
て
い

た
の
か
が
'
端
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
｡

指
摘
の
内
容
や
視
点
を
見
る
限
り
､
魯
庵
と
忍
月
と
の
問
に
は
さ
ほ
ど
の
差

注
9

異
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
'
そ
の
構
成
の
仕
方
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

3

魯
庵
が
文
学
作
品
に
於
て
'
｢
人
物
｣
の
掘
り
下
げ
や
　
｢
脚
色
｣
　
の
1
買
性

を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
'
先
に
記
し
た
『
も
し
や
草
紙
』
や
『
乙
女
心
』
の

内
容
か
ら
も
わ
か
る
L
t
前
稿
に
も
述
べ
た
と
お
り
な
の
で
割
愛
す
る
が
'
忍

月
の
批
評
に
於
て
も
'
や
は
り
｢
人
物
｣
の
描
き
方
'
捉
え
方
が
問
題
視
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

魯
庵
と
違
っ
て
'
ど
の
重
素
を
重
視
し
て
い
た
の
か
は
'
構
成
上
に
反
映
さ

れ
て
い
な
い
の
で
掴
み
に
く
い
が
'
『
残
菊
』
『
南
無
阿
璃
陀
悌
』
　
『
風
流
悌
』

が
｢
人
情
｣
の
一
事
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
'
『
乙
女
心
』
が
｢
人

情
｣
の
穿
ち
方
の
浅
さ
'
｢
人
物
｣
　
造
型
の
矛
盾
に
よ
っ
て
　
｢
噛
暖
の
作
｣
だ

と
否
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
'
忍
月
も
や
は
り
｢
人
物
･
人

情
｣
と
い
う
も
の
を
作
品
の
価
値
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い

注
1
0

え
る
で
あ
ろ
う
｡

唯
'
注
意
す
べ
き
な
の
は
'
忍
月
が
こ
う
し
た
｢
人
物
･
人
情
｣
に
つ
い
て

論
じ
る
際
庭
｢
愛
｣
｢
徳
｣
｢
純
潔
｣
と
い
っ
た
視
点
を
持
ち
込
ん
で
い
る
点
で

あ
る
｡
例
え
ば
､
『
も
し
や
草
紙
』
評
で
は
'

著
者
が
其
社
食
を
観
察
す
る
に
雷
っ
て
や
両
眼
を
用
ゐ
ず
し
て
片
限
の
み

を
使
用
せ
し
ぼ
倍
む
べ
し
請
ふ
試
み
に
も
し
や
草
紙
を
通
讃
せ
よ
全
第
の

事
賓
全
篇
の
文
字
色
と
慾
と
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
虚
言
と
阿
談
の
や
り
と
り

な
り
全
篇
絶
て
利
己
主
義
の
談
話
利
己
主
義
の
人
物
利
己
主
義
の
敢
合
な

ヽ

ヽ

り
著
者
何
が
故
に
劣
情
を
意
味
す
る
色
と
慾
の
み
に
眼
を
注
い
で
純
潔
を

ヽ

ヽ

意
味
す
る
愛
と
徳
と
に
一
鮎
の
眼
波
を
迭
ら
ざ
る
や
何
が
散
に
虚
言
と
阿

談
の
世
界
を
見
渡
す
と
共
に
廉
正
謹
直
の
世
界
を
も
償
祝
せ
ざ
る
や

と
､
こ
の
作
品
が
　
｢
劣
情
｣
　
の
み
を
と
り
あ
げ
'
｢
純
潔
を
意
味
す
る
愛
と

徳
｣
を
描
い
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た

『
初
紅
葉
』
評
で
は
'

ヽ

ヽ

ヽ

恵
を
篤
さ
ず
し
て
能
く
愛
を
寓
L
t
色
気
を
離
れ
て
純
潔
を
取
り
'
周
密

奇
巧
の
事
案
を
出
さ
ず
し
て
能
く
焼
栗
の
完
成
を
告
げ
し
(
以
下
略
)

と
'
逆
に
｢
愛
｣
や
｢
純
潔
｣
を
選
ん
だ
こ
と
を
評
価
す
る
発
言
を
し
て
い
る

の
で
あ
る
｡

こ
れ
を
見
る
と
'
忍
月
が
｢
人
物
｣
を
描
く
際
に
　
｢
愛
と
徳
｣
　
｢
純
潔
｣
と

い
っ
た
視
点
か
ら
の
観
察
を
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
｡
『
残

菊
』
評
の
中
で
も
'

残
菊
は
(
中
略
)
善
く
他
の
能
は
ざ
る
人
情
の
轟
奥
を
出
し
'
人
を
し
て

マ

マ

ヽ

ヽ

｢
人
間
の
生
活
を
繋
ぐ
も
の
は
唯
一
の
清
高
潔
美
な
る
愛
情
な
り
｣
と
の

感
動
を
起
さ
し
む
｡

と
い
っ
た
発
言
を
し
て
い
る
が
'
｢
清
高
潔
美
な
る
愛
情
｣
　
と
い
っ
た
一
つ
の

)
･
^
　
'

ヽ

.
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｢
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ヽ
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唯
,
注
意
す
べ
き
な
の
は
'
忍
月
が
こ
う
し
た
｢
人
物
･
人
情
｣
に
つ
い
て

と
い
っ
た
発
言
を
し
て
い
る
が
'
｢
清
高
潔
美
な
る
愛
情
｣
と
い
っ
た
一
つ
の

価
値
観
が
､
作
品
を
離
れ
た
忍
月
個
人
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
'
こ
の
｢
愛
と
徳
｣
｢
純
潔
｣
と
い
う
も
の
は
'

1
つ
1
つ
の
作
品
か
ら
導
き
出
あ
れ
た
要
素
で
は
な
く
'
ど
の
作
品
に
対
し
て

も
忍
月
が
求
め
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
『
も
し
や
草

紙
』
に
於
け
る
場
合
な
ど
､
著
者
の
意
図
を
考
慮
し
な
い
無
い
も
の
ね
だ
り
的

な
傾
向
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

そ
し
て
､
も
う
一
つ
留
意
す
べ
き
は
'
忍
月
が
｢
人
物
･
人
情
｣
を
と
り
あ

げ
る
の
に
'
そ
の
背
後
に
あ
る
作
者
の
精
神
的
な
面
を
も
含
め
て
問
題
に
し
て

い
る
点
で
あ
る
｡
『
残
菊
』
評
で
は
'

評
者
汝
が
本
書
を
尊
重
す
る
は
執
の
鮎
に
あ
る
や
'
日
く
人
情
-
･
殊
に
親

子
の
情
愛
を
誠
意
を
以
っ
て
寓
せ
し
の
一
事
な
り
｡

と
述
べ
て
い
る
L
t
『
南
無
阿
摘
陀
悌
』
評
で
は
も
っ
と
明
確
に
'

恩
愛
義
情
の
誠
を
質
し
能
く
讃
者
を
し
て
其
青
杉
を
淋
病
た
ら
し
む
る
は

箕
に
作
者
に
1
片
の
誠
意
存
在
す
る
に
由
る
の
み
'
此
誠
意
是
れ
賓
に
本

第
の
慣
値
な
り

と
作
品
全
体
の
価
値
を
作
者
の
姿
勢
'
特
に
心
情
的
精
神
的
な
も
の
に
置
い
て

い
る
の
で
あ
る
｡

魯
庵
は
'
｢
愛
と
徳
｣
｢
純
潔
｣
と
い
っ
た
自
ら
の
価
値
基
準
を
そ
の
ま
ま
作

品
評
価
の
基
準
に
用
い
た
り
は
し
て
い
な
い
L
t
作
者
の
精
神
面
の
あ
り
方
に

一
篇
の
価
値
を
見
出
す
よ
う
な
作
者
へ
の
淵
源
も
行
っ
て
い
な
い
｡
『
夏
木

立
』
や
『
む
ら
竹
』
に
関
す
る
批
評
で
は
'
作
者
の
創
作
姿
勢
に
対
す
る
批
判

注
1
1

や
追
求
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
が
'
こ
の
よ
う
に
精
神
面
に
ま
で
言
及
し

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
忍
月
の
｢
人
物
｣
に
関
す
る
指
摘
に
こ
う
し
た
特
色

が
現
わ
れ
て
い
る
の
は
'
作
品
を
一
個
の
独
立
し
た
世
界
と
し
て
見
放
せ
な
か

注
1
2

っ
た
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'

｢
愛
と
徳
｣
｢
純
潔
｣
と
い
っ
た
価
値
基
準
の
適
用
､
作
者
の
精
神
面
へ
の
淵
源

は
'
忍
月
独
自
の
視
点
･
方
法
で
あ
り
'
忍
月
の
特
色
と
呼
ん
で
い
い
も
の
な

の
で
あ
る
｡

一
方
'
魯
庵
の
特
色
と
呼
ん
で
い
い
も
の
に
'
｢
独
自
性
｣
　
と
い
う
視
点
が

あ
る
｡
魯
庵
は
'
｢
人
物
｣
｢
脚
色
｣
｢
趣
向
｣
　
と
い
っ
た
視
点
か
ら
作
品
を
批

評
し
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
の
視
点
を
超
越
､
総
合
し
た
と
こ
ろ
で
'
｢
独
自

注
1
3

性
｣
　
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
『
風
流
悌
』
評
一
第
を
見
て
も
'
主
人
公
設

定
の
特
異
性
を
｢
立
案
｣
の
｢
独
自
性
｣
と
し
て
評
価
し
て
い
る
L
t
愛
婦
を

花
衣
か
ら
裸
像
へ
と
刻
ん
で
い
-
｢
趣
向
｣
を
　
｢
斬
新
｣
｢
超
凡
｣
　
な
露
伴
特

有
の
も
の
だ
と
賞
賛
し
て
い
る
｡
『
乙
女
心
』
『
や
ま
と
昭
君
』
の
｢
趣
向
｣
が

｢
徴
の
生
へ
た
趣
向
｣
　
｢
ア
ラ
ビ
ヤ
夜
譜
の
趣
向
｣
　
だ
と
否
定
さ
れ
'
｢
淡

泊
｣
な
『
初
紅
葉
』

ざ
る
｣
　
｢
独
自
性
｣

章
｣
に
関
し
て
も
'

あ
ら
ぬ
虞
が
千
金
｣

切
｢
趣
向
｣
が
賞
揚
さ
れ
た
の
も
'
全
て
｢
虞
似
の
出
来

が
あ
る
か
否
か
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
文

マ
マ

『
や
ま
と
昭
君
』
　
評
で
は
　
｢
純
粋
の
其
碩
に
も
西
鶴
に
も

マ
マ

と
紅
葉
の
個
性
を
認
め
て
い
る
L
t
　
『
妹
脊
員
』
評
で
も

小
波
な
ら
で
は
の
言
文
一
致
体
を
用
い
て
い
る
点
を
｢
独
自
性
｣
と
し
て
評
価

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
『
乙
女
心
』
の
｢
作
者
日
｣
を
痛
罵
し
た
の
も
'

そ
れ
が
撃
村
の
発
想
を
盗
用
し
た
｢
猿
虞
似
｣
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
な
の
で

あ
る
｡
こ
れ
は
皆
'
｢
独
自
性
｣
と
い
う
視
点
か
ら
の
指
摘
で
あ
り
'
評
価
な

の
で
あ
る
｡

ま
ず
'
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
'
魯
庵
が
何
に
で
も
一
つ
の
価
値
観
を
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あ
て
は
め
よ
う
と
せ
ず
､
各
作
家
'
各
作
品
の
個
性
を
柔
軟
に
捉
え
て
い
る
こ

マ
マ

と
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
『
掘
出
し
物
』
評
の
中
で
'

先
生
が
得
意
は
軽
快
譜
語
な
る
文
字
を
弄
す
る
に
あ
り
て
我
等
が
服
す
る

マ
マ

虞
又
愛
に
あ
り
｡
蓋
し
先
生
の
文
は
純
粋
な
る
其
碩
に
も
あ
ら
ず
､
其
碩

よ
り
出
で
～
更
に
軽
快
な
れ
ば
こ
そ
我
国
文
学
上
に
一
種
の
光
啓
を
有
す

る
(
以
下
略
)

マ
マ

と
述
べ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
魯
庵
が
筆
村
の
価
値
の
一
つ
を
｢
其
碩
の
神
髄
を

得
｣
た
｢
軽
妙
｣
｢
精
細
｣
｢
譜
語
｣
な
る
｢
文
章
｣
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
｢
文
章
｣
の
｢
妙
｣
を
『
む
ら
竹
』
評
で
は

｢
特
殊
の
長
所
｣
と
呼
ん
で
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
同
様
に
'
紅
葉
に
つ

い
て
も
'
そ
の
｢
雅
俗
折
衷
鉢
｣
の
巧
み
さ
を
称
え
な
が
ら
｢
文
字
｣
の
枝
葉

に
囚
わ
れ
や
す
く
｢
脚
色
｣
を
疎
か
に
す
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
を
看
破
し
て
い

た
L
t
　
小
波
に
つ
い
て
も
'
子
供
の
描
写
に
す
ぼ
ら
し
い
力
を
発
揮
す
る
こ

と
'
｢
淡
泊
｣
　
で
は
あ
る
が
独
特
の
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
の

で
あ
る
｡
こ
れ
は
決
し
て
先
入
主
で
は
な
い
｡
作
品
の
中
か
ら
魯
庵
が
把
握
し

た
'
各
作
家
の
長
所
'
短
所
-
換
言
す
れ
ば
個
性
な
の
で
あ
る
｡
魯
庵
の
い
う

｢
独
自
性
｣
と
は
｢
奇
｣
を
て
ら
う
こ
と
で
は
な
い
｡
各
作
家
の
個
性
が
発
揮

で
き
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
魯
庵
の
｢
独
自

性
｣
と
い
う
視
点
は
'
彼
の
作
者
に
対
す
る
鋭
い
把
握
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
'
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

更
に
も
う
一
点
注
意
す
べ
き
は
'
魯
庵
の
　
｢
独
自
性
｣
　
の
追
求
が
'
｢
流

行
｣
｢
流
俗
｣
　
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
反
骨
精
神
　
-
　
つ
き
つ
め
れ
ば
当
時

の
世
情
'
文
壇
の
あ
り
方
へ
の
批
判
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
｡

魯
庵
は
『
夏
木
立
』
評
の
中
で
'

マ
マ

兎
も
あ
れ
雷
同
の
二
字
扱
尾
す
る
世
の
中
な
れ
ば
〓
1
の
小
説
聾
慣
高
き

を
致
す
と
瞬
時
の
中
に
(
中
略
)
我
も
　
-
　
と
筆
を
取
り
(
中
略
)
是
が

改
良
小
説
に
て
侯
ぞ
是
が
政
治
小
説
に
て
侯
ぞ
と
云
ふ
に
到
っ
て
は
傍
い

た
き
事
な
ら
ず
や
｡

と
'
述
べ
て
い
る
L
t
『
風
流
悌
』
評
で
も

今
の
世
の
中
大
に
偏
頗
に
し
て
西
洋
主
義
の
益
々
盛
ん
な
る
は
終
に
日
本

従
来
の
文
物
を
轟
滅
せ
ん
と
す
｡
童
法
を
喋
々
し
て
歴
拳
さ
へ
も
知
ら
ず

文
学
に
口
床
を
飛
し
て
芭
蕉
さ
へ
も
味
は
ず
｡
唯
西
洋
の
格
言
と
人
名
を

並
べ
て
美
術
を
も
文
学
を
も
立
板
に
論
じ
得
ら
る
～
も
の
と
な
し
､
油
量

を
標
準
に
し
て
狩
野
囲
山
を
罵
り
ポ
ー
エ
ム
を
基
礎
に
し
て
和
歌
俳
譜
を

笑
ひ
'
苛
く
も
池
蓋
た
り
ポ
ー
エ
ム
た
れ
ば
善
意
混
仝
し
て
賞
讃
置
か

ず
'
も
し
和
宣
和
文
た
れ
ば
1
抹
し
て
罵
倒
す
.
鳴
呼
'
此
偏
頗
な
る
文

学
論
者
多
数
を
占
む
る
今
日
の
文
壇
は
抑
も
幸
と
云
ふ
べ
き
や
'
鷹
に
不

幸
と
し
て
吊
す
べ
き
か
や
｡

と
書
い
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
｢
雷
同
の
二
字
抜
慮
す
る
世
の
中
｣
に
対
す
る
魯

庵
の
憂
い
'
西
洋
主
義
偏
重
の
文
壇
に
対
す
る
批
判
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
い
わ

ば
'
こ
う
し
た
風
潮
'
文
壇
の
あ
り
方
が
'
魯
庵
に
｢
流
行
に
阿
｣
ら
ず
｢
時

俗
に
倣
｣
わ
な
い
｢
独
自
性
｣
の
必
要
を
叫
ば
せ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
魯
庵
の

姿
勢
は
'
流
行
や
西
洋
主
義
に
囚
わ
れ
な
い
日
本
独
自
の
味
を
も
つ
『
や
ま
と

昭
君
』
や
『
風
流
悌
』
を
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
｡
魯

庵
は
『
や
ま
と
昭
君
』
評
の
中
で
'
紅
葉
の
姿
勢
を
'
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の
世
情
､
文
壇
の
あ
り
方
へ
の
批
判
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

庵
は
『
や
ま
と
暗
君
』
評
の
中
で
'
紅
葉
の
姿
勢

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

明
治
の
西
鶴
通
は
お
れ
ダ
ー
日
は
ぬ
計
り
に
世
の
流
行
に
も
婚
び
ず
嵩
事

マ

マ

　

　

　

　

　

ひ

　

ね

　

り

　

や

　

　

　

や

ん

　

や

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

元
録
好
に
古
物
家
の
喝
采
を
租
に
世
間
俗
物
の
雷
同
を
願
は
ず
と
い
ふ
大

見
識
(
以
下
)

と
評
価
し
'
そ
の
｢
文
章
｣
を
'

馬
琴
春
水
の
唾
を
眠
り
-
ツ
ト
ン
～
デ
ス
レ
-
-
の
粕
を
喰
ふ
文
界
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

百
我
の
後
西
鶴
の
門
を
振
ば
ん
と
て
俳
譜
の
文
字
を
並
べ
て
明
治
の
風
詞

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

を
動
か
す
勇
気
叢
と
し
て
犯
す
べ
か
ら
ず

と
認
め
る
発
言
を
し
て
い
る
し
'
ま
た
『
風
流
悌
』
評
の
中
で
も
'

此
邪
説
百
出
の
中
に
｢
風
流
悌
｣
の
出
現
ま
し
ま
せ
し
は
末
法
の
轟
減
を

防
ぎ
有
漏
路
に
迷
溺
す
る
衆
生
を
救
ひ
西
鶴
宗
に
蹄
依
せ
し
め
ん
と
摘
陀

マ
マ

に
本
願
を
立
て
～
五
歴
六
欲
の
風
を
排
は
ん
と
し
玉
ふ
や
｡
(
以
下
略
)

と
'
｢
邪
説
百
出
｣
　
の
西
洋
主
義
偏
重
の
あ
り
方
を
是
正
L
t
　
救
う
も
の
と
し

て
'
『
風
流
悌
』
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
文
壇
批
判
の
集
大
成
『
文
学
者

と
な
る
法
』
の
下
地
は
'
既
に
明
治
二
十
二
二
年
の
文
芸
批
評
の
中
に
培
わ

れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

以
上
'
批
評
の
視
点
に
於
け
る
両
者
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
た
が
'

各
々
の
特
色
は
'
や
は
り
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
も
の
の
違
い
'
文
学
意
識
の
差

を
端
的
に
反
映
し
て
い
る
｡
｢
愛
と
徳
｣
を
重
視
し
'
作
者
の
心
情
面
ま
で
潮

源
し
た
忍
月
と
文
壇
批
判
の
鋭
い
目
を
既
に
隠
し
持
っ
て
い
た
魯
庵
'
両
者
の

そ
れ
以
後
の
文
学
活
動
の
進
路
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
｡

4

最
後
に
'
叙
述
面
に
於
け
る
両
者
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

ま
ず
'
魯
庵
で
あ
る
が
､
叙
述
上
の
特
色
と
い
え
ば
第
一
に
パ
ロ
デ
ィ
の
使

用
で
あ
る
｡
『
も
し
や
草
紙
』
　
の
結
び
の
部
分
な
ど
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
｡
魯

庵
は
'

魔
に
て
筆
に
任
す
る
戯
文
な
れ
ば
固
よ
り
是
と
云
ふ
悪
気
も
な
い
評
判
記

ま
ぐ
れ
あ
た

ナ
ン
ダ
カ
障
っ
た
心
地
が
し
て
も
其
が
所
謂
偶
中
り
必
ら
ず
御
気
に
懸
ら

れ
な
慶
言
じ
ゃ
ぞ
-
㌔
(
以
下
略
)

と
述
べ
て
批
評
を
締
め
括
っ
て
い
る
が
'
実
は
『
も
し
や
草
紙
』
緒
言
の
パ
ロ

注
1
4

デ
ィ
な
の
で
あ
る
｡
楼
痴
は
｢
原
序
｣
　
の
終
わ
り
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
｡

も
し
や
の
夢
ハ
又
そ
の
夢
､
笹
言
の
ま
～
の
根
な
し
ぐ
さ
'
聞
た
か
見
た

あ

て

ど

か
も
腕
に
て
'
筆
に
任
す
る
戯
著
な
れ
ば
'
固
よ
り
是
と
目
指
た
る
的
標

も
な
い
夢
銭
砲
ナ
ン
ダ
カ
障
っ
た
心
地
が
し
て
も
'
其
が
所
謂
る
偶
中

マ
マ

り
､
必
ら
ず
御
気
に
懸
ら
れ
な
'
寝
言
ぢ
や
ぞ
や
　
-
0

訊
刺
､
冷
噺
を
多
く
含
ん
だ
『
も
し
や
草
紙
』
を
'
魯
庵
は
パ
ロ
デ
ィ
に
よ
っ

て
訊
刺
し
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
『
乙
女
心
』
評
に
於
て
も
'

さ
て
思
案
外
史
の
｢
乙
女
心
｣
う
ま
き
も
の
哉
｡
賓
は
｢
是
れ
大
著
蓮
｣

と
1
生
懸
命
に
褒
め
る
筈
の
虞
'
大
方
酒
落
だ
ら
ふ
と
有
が
た
御
迷
惑
を

マ
マ

掛
け
る
も
何
如
と
存
し
､
矢
張
ホ
ン
の
お
ひ
ま
つ
ぶ
し
の
栄
吉
と
鑑
定
仕

り
､
夢
に
も
コ
ン
ナ
く
だ
ら
な
い
小
説
が
外
史
畢
生
の
腕
前
と
は
思
ひ
申
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き
ず
侯
｡

と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
思
案
が
『
乙
女
心
』
の
本
文
の
前
に
お
い
た
｢
作

者
日
｣
の
パ
ロ
デ
ィ
な
の
で
あ
る
.
｢
作
者
日
｣
の
第
1
項
目
に
は
次
の
よ
う

な
文
が
あ
る
｡

暇
を
倫
み
て
ポ
ッ
-
～
l
書
き
檀
け
ど
う
や
ら
か
う
や
ら
め
で
た
し
-
＼
ま

マ
マ

で
か
た
づ
け
申
候
へ
ど
も
畢
生
の
大
著
蓮
杯
と
酒
蕗
に
も
御
高
察
被
下
侯

は
ゞ
至
極
難
有
迷
惑
の
儀
に
御
座
候
ホ
ン
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
の
薬
害
と
恩
召

和
一
讃
被
下
僚
は
ゞ
別
段
御
腹
も
立
ち
不
申
儀
か
と
自
分
勝
手
を
申
侯

ヽ

ヽ

魯
庵
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
｢
大
著
蓮
｣
だ
の
｢
有
が
た
御
迷
惑
｣
だ
の
｢
お

ひ
ま
つ
ぶ
し
の
覚
書
｣
だ
の
と
い
っ
た
発
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
続
く
見

｢
見
物
日
｣
に
つ
い
て
も
'

作
者
日
は
難
な
け
れ
ど
見
物
日
は
大
難
あ
り
(
ソ
レ
そ
こ
が
好
イ
ん
だ
'

是
れ
は
何
故
'
ハ
テ
此
小
説
は
　
｢
難
だ
｣
　
を
主
眼
と
す
｡
)

注
1
5

と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
も
思
案
が
｢
見
物
日
｣
の
中
に
'

此
小
説
は
｢
ナ
ン
ダ
｣
を
主
眼
と
す
(
ナ
ン
ダ
は
何
乎
な
り
疑
問
の
詞
1

讃
し
て
す
こ
し
も
評
が
分
ら
ず
そ
こ
で
作
者
に
向
つ
て
ナ
ン
ダ
と
尋
ね
る

虞
が
主
眼
)

と
書
い
て
い
る
の
を
､
｢
難
だ
｣
　
と
い
う
同
音
語
に
お
き
か
え
た
訊
刺
な
の
で

あ
る
｡
-

こ
の
よ
う
に
魯
庵
は
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
本
文
と
の
差
か
ら

生
じ
る
譜
諺
の
効
果
を
う
ま
く
利
用
し
'
自
分
の
主
張
を
よ
り
強
烈
に
打
ち
出

し
て
い
る
｡
パ
ロ
デ
ィ
は
単
な
る
滑
稽
を
表
す
手
段
で
は
な
く
'
魯
庵
に
と
っ

て
は
批
評
内
容
を
よ
り
鋭
く
示
す
た
め
の
手
法
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

そ
の
他
'
魯
庵
の
批
評
を
見
る
と
､
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
遣
い
の
中
に
風

刺
､
譜
諺
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
'
『
風
流
悌
』
評
の
よ
う
に
'
作
品

内
容
に
似
つ
か
わ
し
い
仏
教
語
を
多
分
に
用
い
て
い
る
も
の
等
'
表
現
方
法
に

於
け
る
工
夫
を
示
す
も
の
が
多
い
の
に
気
づ
-
｡
こ
れ
は
'
魯
庵
が
批
評
を
単

な
る
評
価
活
動
で
は
な
く
'
一
種
の
創
造
的
活
動
'
自
己
表
出
の
有
効
な
方
法

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
忍
月
の
批
評
を
見
て
み
る
と
'
魯
庵
の
よ
う
な
叙
述
上
の
特

色
は
1
向
に
現
れ
て
い
な
い
.
比
倫
や
比
較
法
と
い
っ
た
も
の
は
用
い
て
い
る

が
'
十
三
篇
を
通
じ
て
'
常
に
四
角
四
面
の
堅
い
文
語
表
現
で
批
評
を
行
っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
パ
ロ
デ
ィ
な
ど
は
一
切
用
い
て
い
な
い
｡
従
っ
て
'
魯
庵
が

表
現
を
通
し
て
巧
み
に
打
ち
出
し
た
効
果
は
'
忍
月
の
批
評
に
は
皆
無
だ
'
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
が
'
批
評
の
強
さ
'
説
得
力
に
も
幾
分
影
響
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
両
者
の
叙
述
方
法
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
｡
こ
れ
は
単
に

叙
述
の
問
題
で
は
な
く
'
や
は
り
両
者
の
文
学
意
識
の
差
で
あ
り
'
批
評
と
い

う
も
の
の
捉
え
方
の
差
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
魯
庵
が
こ
の
よ
う
な
叙
述
方
法
を

用
い
て
い
る
の
は
､
ス
ウ
ィ
フ
ー
の
譜
諺
･
謁
刺
の
精
神
を
愛
し
'
自
ら
も
こ

注
1
6

う
し
た
要
素
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
､
西
洋
主
義
1
辺
倒
の
文
体
よ
り
も
江
戸

文
学
の
匂
い
の
残
る
日
本
的
な
文
体
を
推
し
て
い
た
こ
と
'
ど
ん
で
ん
返
し
的

構
成
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
遊
び
の
要
素
を
認
め
て
い
た
こ
と
等
と
'
決
し
て
無

関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
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て
は
批
評
内
容
を
よ
り
鋭
く
示
す
た
め
の
手
法
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

注
記

-
付
表
棚
.
こ
れ
に
は
'
対
象
作
品
名
'
批
評
の
タ
イ
ト
ル
'
発
表
年
月
'

発
表
誌
､
署
名
等
の
書
誌
的
事
項
を
ま
と
め
た
｡

9

23

表
闇
に
示
し
た
批
評
の
う
ち
'
明
治
二
十
二
二
年
に
発
表
さ
れ
た
の
は

『
夏
木
立
』
評
か
ら
『
残
菊
』
評
に
至
る
十
三
篇
で
あ
る
｡

こ
の
傍
点
は
筆
者
に
拠
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
以
後
の
本
稿
に
於
け
る
傍

点
も
'
論
旨
の
強
調
･
確
認
の
た
め
筆
者
が
記
し
た
こ
と
を
断
っ
て
お
き

た
い
｡

昭
4
 
1
･
6
'
筑
摩
書
房
刊
｡

こ
の
『
南
無
阿
摘
陀
悌
』
評
の
詳
細
に
つ
い
て
は
'
拙
稿
｢
内
田
魯
庵
文

芸
批
評
の
研
究
-
　
紅
葉
の
作
品
に
関
す
る
評
を
中
心
に
　
-
　
｣
(
｢
樟
蔭

国
文
学
｣
第
1
 
7
号
'
昭
5
4
･
1
 
0
)
で
取
り
あ
げ
て
い
る
｡

右
に
同
じ
｡

紅
葉
の
｢
風
流
京
人
形
｣
は
｢
文
庫
｣
の
言
号
か
ら
十
八
号
に
'
十
六
回

に
亙
っ
て
連
載
さ
れ
た
｡
(
九
号
と
十
六
号
で
は
休
載
し
て
い
る
｡
)
忍
月

が
こ
の
長
期
に
亙
る
連
載
に
つ
い
て
'
｢
紅
葉
山
人
が
『
文
庫
』
　
に
連
載

せ
し
風
流
京
人
形
は
此
程
漸
く
完
尾
を
告
げ
た
り
其
閏
月
を
関
す
る
こ
と

十
有
二
親
を
重
ね
る
こ
と
十
有
八
｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
'
｢
山
人
に

望
を
属
し
重
き
を
加
へ
た
る
｣
と
い
っ
た
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
を
見
て

も
､
｢
京
人
形
の
成
長
｣
を
見
守
り
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で

あ
る
｡

｢
関
西
大
学
国
文
学
｣
第
哲
写
　
(
昭
3
･
6
)
に
掲
載
の
後
『
明
治
期

の
文
芸
評
論
』
(
昭
和
4
 
6
･
5
'
八
木
書
店
刊
)
に
収
め
ら
れ
た
｡

明
治
二
十
二
二
年
に
発
表
さ
れ
た
十
三
欝
の
批
評
を
比
較
し
て
み
る

と
'
少
々
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
は
言
え
'
両
者
と
も
に
'
｢
文
章
'
文

体
､
文
字
'
形
容
｣
と
い
っ
た
表
現
に
関
す
る
も
の
'
｢
人
物
'
人
情
'

情
致
､
性
格
｣
と
い
っ
た
｢
人
物
｣
造
型
に
関
す
る
も
の
'
｢
脚
色
'
構

造
'
仕
組
'
結
構
｣
と
い
っ
た
筋
の
運
び
や
構
成
に
関
す
る
も
の
'
そ
の

他
｢
趣
向
｣
｢
着
眼
｣
｢
意
匠
｣
　
に
関
す
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い

る
｡
忍
月
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
'
外
国
文
学
の
理
論
に
よ
る

｢
組
立
と
材
料
｣
｢
属
勢
｣
等
の
視
点
が
あ
げ
ら
れ
る
が
､
内
容
的
に
は

特
色
と
呼
ぶ
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
｡

『
南
無
阿
禰
陀
悌
』
以
降
の
忍
月
の
批
評
を
見
る
と
'
肯
定
す
る
か
否
定

す
る
か
は
別
と
し
て
､
い
ず
れ
も
｢
人
物
'
人
情
｣
に
関
す
る
指
摘
を
最

.
初
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
続
く
部
分
で
再
び
｢
人
物
'
人
情
｣
を
と

り
あ
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
'
と
に
か
く
最
初
に
こ
の
要
素
を
も
っ
て

来
た
の
は
'
忍
月
が
｢
人
情
｣
の
穿
ち
方
､
｢
人
物
｣
　
の
捉
え
方
に
何
よ

り
も
重
き
を
お
い
て
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

『
夏
木
立
』
『
む
ら
竹
』
に
関
す
る
魯
庵
の
批
評
は
'
｢
山
田
美
妙
大
人
の

マ

マ

マ

マ

小
説
｣
｢
笥
村
先
生
の
小
説
(
『
む
ら
竹
』
一
篇
及
二
編
)
｣
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
示
す
よ
う
に
'
純
粋
の
作
品
批
評
で
は
な
い
｡
ど
ち
ら
か
言
う
と

作
家
論
的
な
傾
向
を
強
く
も
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
作
者
へ
の
追
求
が
中

心
に
な
っ
た
と
し
て
も
し
か
た
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
へ
あ
く
ま
で

も
文
学
に
対
す
る
姿
勢
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
心
情
を
云
々
し
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
｡

忍
月
が
､
『
風
流
悌
』
の
終
末
部
分
に
つ
い
て
'
著
者
の
｢
意
匠
｣
が
｢
分
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明
｣
で
な
け
れ
ば
｢
適
評
を
加
ふ
る
｣
こ
と
も
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
'
や
は
り
'
作
品
を
一
個

の
独
立
し
た
創
造
の
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
ず
'
作
者
と
の
密
接
な
つ
な

が
り
に
於
て
把
握
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

魯
庵
の
｢
独
自
性
｣
と
い
う
批
評
基
準
は
'
｢
人
物
｣
｢
脚
色
｣
　
｢
趣
向
｣

と
い
っ
た
基
準
と
同
レ
ベ
ル
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
と
い
う
の

は
'
本
文
中
に
示
し
た
諸
例
を
見
て
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
'
｢
人

物
｣
の
描
き
方
'
｢
趣
向
｣
の
あ
り
方
の
中
に
'
｢
独
自
性
｣
が
あ
る
か
ど

う
か
'
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
ゆ
る
視
点
に
も
あ
て
は
ま
る
上
位
レ
ベ
ル
の

基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
文
章
･
文
体
｣
　
と
い
っ
た

表
現
に
関
す
る
基
準
が
'
｢
人
物
｣
｢
脚
色
｣
等
の
よ
う
に
一
個
の
独
立
し

た
基
準
と
し
て
扱
わ
れ
ず
'
｢
人
物
｣
を
掘
り
下
げ
'
｢
脚
色
｣
を
支
え
る

も
の
と
し
て
'
こ
れ
ら
と
の
相
関
の
上
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
と
ど
こ
か

共
通
す
る
点
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡

こ
こ
で
い
う
｢
原
序
｣
と
は
増
訂
版
で
は
な
く
　
第
1
版
『
も
し
や
草

紙
』
の
序
を
さ
し
て
い
る
｡

思
案
は
『
乙
女
心
』
の
本
文
の
前
に
｢
作
者
日
｣
　
｢
見
物
日
｣
　
と
称
す
る

序
'
或
い
は
前
書
き
に
あ
た
る
も
の
を
置
い
て
い
る
｡
こ
の
｢
見
物
日
｣

は
'
『
色
機
悔
』
　
の
自
序
を
振
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
'
既
に
『
掘
出

し
物
』
　
の
中
で
撃
村
が
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
お
り
'
二
番
煎
じ
､
｢
猿
真

似
｣
の
感
が
強
か
っ
た
｡
魯
庵
が
｢
見
物
日
は
大
難
あ
り
｣
と
非
難
し
た

の
は
'
単
な
る
語
呂
あ
わ
せ
の
効
果
で
は
な
く
　
内
容
に
も
発
想
に
も

｢
独
自
性
｣
が
見
ら
れ
な
い
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
魯
庵
の
パ
ロ
デ
ィ

が
鋭
い
内
容
把
握
と
訊
刺
を
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
こ
こ
に
も

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
｢
ス
ウ
ヰ
フ
ト
停
｣
　
(
｢
女
撃
雑
誌
｣
1
 
-
 
8
号
'
明
2
2
･
2
)

や
｢
ス
ウ
ヰ
フ
ト
論
｣
(
｢
女
学
雑
誌
｣
冊
号
'
明
2
2
･
5
)
を
書
い
て
い

る
こ
と
や
､
同
傾
向
を
も
つ
ア
デ
ィ
ソ
ン
を
　
｢
書
目
十
種
｣
　
(
｢
国
民
之

友
｣
響
号
付
録
'
明
2
 
2
･
4
)
の
中
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
'
ま
た
｢
拍
華

微
笑
｣
評
(
｢
国
民
新
聞
｣
明
2
 
3
･
3
･
1
 
3
)
　
の
中
で
ユ
ー
モ
ア
論
を
展

開
し
て
い
る
こ
と
や
壁
材
の
認
識
の
セ
ン
ス
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

対

負

庵

月
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人
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月

知
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骨

チ 塗
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稜 庵

白
山ノ
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小

月 月 月 月
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月
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-44-

注
　
『
石
橋
刃
斉
評
論
集
』
(
昭
-
･
1
 
1
岩
波
文
庫
)
　
の
｢
解
説
｣
で
'
石
橋
貞
富
民
が
'
｢
椿
夢
桜
主
人
｣
を
｢
刃
斉
と
断
定
又
は
推
定
出
来
る
｣
匿
名
の
中

に
含
め
て
い
る
の
で
'
一
応
忍
月
の
批
評
と
し
て
扱
っ
た
が
'
内
容
や
方
法
か
ら
見
て
'
忍
月
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
よ
う
で
あ

る
｡

(
本
学
研
究
室
員
)
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