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森
鴎
外
文
芸
評
論
の
研
究
(
六
)

-
｢
『
志
が
ら
み
草
紙
』
の
本
領
を
論
ず
｣
の
論
理

本
稿
は
､
本
来
な
ら
ば
『
樟
蔭
国
文
学
』
第
1
 
9
号
に
掲
載
し
た
｢
『
幽
玄
論

争
』
の
論
理
と
方
法
｣
の
続
稿
を
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
,

た
ま
た
ま
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
臨
時
増
刊
号
｢
鴎
外
の
断
層
撮
影
像
｣
に

執
筆
し
た
｢
石
橋
忍
月
と
鴎
外
｣
に
関
連
し
て
'
｢
『
志
が
ら
み
草
紙
』
の
本
領

を
論
ず
｣
の
問
題
が
浮
か
び
上
っ
て
来
た
の
で
'
｢
幽
玄
論
争
｣
に
つ
い
て
は

言
串
断
L
t
副
題
に
示
し
た
よ
う
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
｡

｢
『
志
が
ら
み
草
紙
』
の
本
領
を
論
ず
｣
は
t
 
s
･
S
･
S
･
の
署
名
で
『
し
が

ら
み
草
紙
』
創
刊
号
(
明
S
S
･
S
･
g
3
)
の
巻
頭
に
発
表
さ
哲
ル
い
わ
ば

『
し
が
ら
み
草
紙
』
の
刊
行
の
こ
と
ば
で
あ
る
｡
目
次
は
｢
柵
草
紙
の
本
領
を

論
ず
‥
-
･
S
･
S
･
S
･
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
｢
S
･
S
･
S
･
｣
は
,

い
う
ま
で
も
な
く
『
し
が
ら
み
草
紙
』
の
発
行
者
た
る
｢
新
馨
社
｣
の
頭
文
字

で
あ
る
が
'
実
際
に
執
筆
し
た
の
が
鴎
外
で
あ
る
こ
と
は
'
の
ち
に
鴎
外
の
評

(
注
2
)

論
集
『
月
等
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
へ
間
違
い
あ
る
ま

嘉

　

部

　

嘉

　

隆

い
｡
『
月
等
』
に
収
録
す
る
に
当
っ
て
'
鴎
外
は
表
題
の
表
記
を
｢
し
が
ら
み

草
紙
の
本
領
を
論
ず
｣
と
'
し
が
ら
み
草
紙
と
い
う
固
有
名
詞
に
付
し
て
あ
っ

た
括
弧
を
は
ず
し
て
表
記
し
て
い
る
｡
(
目
次
は
｢
柵
草
紙
の
本
領
を
論
ず
｣

と
'
初
出
の
目
次
に
お
け
る
表
記
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
)
本
文
は
,
初
出
に

な
か
っ
た
句
点
が
文
末
に
使
用
さ
れ
'
読
点
も
ふ
え
､
若
干
は
そ
の
位
置
が
変

っ
て
い
る
｡
引
用
を
あ
ら
わ
す
括
弧
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
,
副
詞
,
揺

続
詞
'
代
名
詞
等
の
送
り
仮
名
も
省
略
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
｡
逆
に
動
詞
等
に

一
部
分
送
り
仮
名
が
ふ
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
初
出
の
用
語
が
数
箇
所
変

更
さ
れ
'
著
る
し
い
変
改
と
し
て
は
初
出
文
が
三
箇
所
'
数
行
に
わ
た
っ
て
削

除
さ
れ
あ
る
い
は
書
き
替
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
問
題
を
も
含
め
て
,
戟

外
の
意
図
と
論
理
を
解
明
し
て
み
た
い
｡

論
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
｡

西
撃
の
東
漸
す
る
や
初
め
そ
の
物
を
侍
へ
て
そ
の
心
を
侍
へ
ず
撃
は
則
ち

格
物
窮
理
'
術
は
則
ち
方
技
兵
法
､
世
を
挙
げ
て
西
人
の
機
智
の
民
た
る

ヂ
ヒ
ヲ
リ
ー
チ
ス
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論
集
『
月
等
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
'
間
違
い
あ
る
ま

格
物
窮
理
'
術
は
則
ち
方
技
兵
法
､
世
を
挙
げ
て
西
人
の
機
智
の
民
た
る

■
■
■
■
■
l
l
ー

を
知
て
'
そ
の
徳
義
の
艮
た
る
を
知
ら
ず
況
や
そ
の
風
雅
の
民
た
る
を
や
　
　
　
人
の
所
謂
｢
僧
湖
亀
山
に
好
封
を
輿
へ
た
り

是
に
於
て
や
世
の
西
撃
を
奉
ず
る
も
の
は
唯
々
利
を
是
れ
囲
り
財
に
非
れ
　
　
こ
の
文
章
は
必
ず
し
も
論
理
的
で
も
な
い
し
,
ま
た
現
象
を
正
確
に
把
握
し

ば
喜
ば
ず
椅
桐
の
崇
幹
も
轟
寵
の
竿
節
も
一
た
び
薪
と
せ
ら
れ
て
は
復
た

黄
衣
の
舌
'
縞
裳
の
肉
を
芙
る
事
を
免
か
れ
ず
天
下
の
人
士
は
殆
ど
婿
に

彼
の
プ
ラ
ト
ー
が
政
策
を
撃
ば
ん
と
せ
り
夫
れ
プ
ラ
-
-
は
詩
人
を
知
る

が
故
に
こ
れ
を
逐
ほ
ん
と
欲
し
嘗
時
の
人
は
知
ら
ず
し
て
こ
れ
を
逐
ほ
ん

と
欲
す
'
そ
の
源
は
同
じ
か
ら
ず
と
雌
も
そ
の
掃
す
る
所
は
茸
に
一
轍
に

出
で
ん
と
せ
り

こ
の
〓
早
は
鴎
外
に
よ
る
'
明
治
初
年
代
の
西
欧
文
化
輸
入
の
状
況
の
要
約

で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
わ
ず
か
十
一
行
に
ま
と
め
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
'
大
雑
把
に
な
っ
て
い
る
｡
歴
史
的
に
く
わ
し
く
検
討
す
れ
ば
'
必

ず
し
も
正
確
な
要
約
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
こ
こ
で

鴎
外
の
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
'
西
欧
文
明
輸
入
の
頭
初
は
専
ら
実
利
に
つ

な
が
る
も
の
が
主
と
し
て
輸
入
さ
れ
､
精
神
文
明
特
に
文
学
芸
術
が
意
識
的
に

除
外
さ
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
論
の
導
入
部
で
あ
る

上
'
後
の
論
と
直
接
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
も
な
い
よ
う
な
の
で
'
こ
の
部
分
の

細
か
い
分
析
は
省
略
し
て
'
先
に
進
み
た
い
｡
第
二
段
落
は
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
｡

今
や
此
方
輝
は
一
韓
し
て
西
方
優
美
の
文
学
は
'
そ
の
深
遠
の
哲
理
と
共

マ
マは

我
虞
に
入
り
来
れ
り
而
し
て
そ
の
文
学
の
種
属
を
問
へ
ば
寓
情
詩
あ
り

叙
事
詩
あ
り
又
た
戯
曲
あ
り
固
よ
り
一
億
に
局
せ
ず
と
雄
も
叙
事
詩
中
の

一
鉢
に
し
て
挽
今
'
西
欧
諸
州
に
盛
行
す
る
小
説
を
以
て
こ
れ
が
主
と
す

鳴
呼
'
明
治
の
天
地
は
小
説
の
天
地
と
な
り
｢
小
説
熱
｣
の
語
は
近
代
西

て
い
る
と
も
い
い
難
い
｡
｢
西
方
優
美
の
文
学
は
-
-
我
彊
に
入
り
来
れ
り
｣

と
い
う
｡
｢
西
方
優
美
の
文
学
｣
と
は
､
表
現
が
暖
味
で
あ
る
｡
｢
西
方
｣
の
文

学
は
優
美
だ
と
い
う
の
か
､
西
方
の
文
学
の
中
で
､
優
美
な
も
の
が
｢
我
転
に

入
り
来
｣
　
っ
た
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
｡
も
し
前
者
だ
と
す
れ
ば
鴎
外
の
西

欧
崇
拝
の
た
め
の
先
入
観
で
あ
ろ
う
L
t
後
者
だ
と
す
れ
ば
'
当
時
の
文
学
界

の
情
勢
を
正
確
に
把
捉
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
｢
そ
の
深
遠

の
哲
理
と
共
｣
　
に
と
い
う
表
現
も
よ
-
わ
か
ら
な
い
｡
｢
そ
の
｣
は
何
を
指
し

て
い
る
の
か
｡
｢
西
方
｣
な
の
か
｢
西
方
優
美
の
文
学
｣
な
の
か
｡
｢
西
方
｣
を

指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
｢
深
遠
の
哲
理
｣
は
｢
優
美
の
文
学
｣
と
対
を
な
し
'

対
等
に
な
る
と
と
も
に
単
に
対
句
表
現
と
し
て
あ
ま
り
意
味
は
な
い
こ
と
に
な

る
｡
｢
西
方
優
美
の
文
学
｣
(
あ
る
い
は
'
も
っ
と
簡
単
に
｢
文
学
｣
と
言
っ
た

方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
)
　
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
｢
優
美
｣
の
文
学

は
｢
深
遠
の
哲
理
｣
を
も
伴
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
'
益
々
狭
い
現
象

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
実
情
と
は
離
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡
だ
い

い
ち
､
｢
哲
理
｣
と
は
何
な
の
か
'
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
｡
そ
れ
が
｢
深
遠
｣

で
あ
る
こ
と
が
'
ど
の
よ
う
な
働
き
を
な
す
の
か
'
い
か
に
も
意
味
あ
り
げ
な

こ
と
ば
で
あ
る
の
で
､
具
体
的
に
理
解
で
き
な
-
て
も
'
何
と
な
く
わ
か
っ
た

よ
う
な
気
に
な
っ
て
読
み
過
し
て
し
ま
う
｡
厳
密
な
意
味
で
の
論
を
立
て
よ
う

と
い
う
意
思
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
え
る
よ
う
な
こ
と
ば
の
使
い
方
で
あ

る
｡

こ
れ
に
続
-
｢
そ
の
文
学
の
種
属
を
問
へ
ば
寓
情
詩
あ
り
-
-
西
欧
諸
州
に
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盛
行
す
る
小
詮
を
以
て
こ
れ
が
主
と
す
｣
と
い
う
文
章
は
､
当
時
の
文
壇
の
状

況
を
観
察
し
た
上
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
｡
し
か
し
､
こ
の
文
章

は
'
具
体
的
な
例
を
示
し
て
い
な
い
だ
け
に
'
必
ず
し
も
実
情
を
把
捉
し
な
い

で
も
書
き
得
る
で
あ
ろ
う
｡
ご
く
一
般
的
な
傾
向
を
頭
の
中
で
ま
と
め
上
げ
た

と
言
え
る
｡

こ
の
あ
と
に
続
く
､
｢
鳴
呼
､
明
治
の
天
地
は
-
-
好
封
を
輿
へ
た
り
｣
と

い
う
部
分
は
'
の
ち
『
月
等
』
に
収
録
す
る
に
当
っ
て
全
面
的
に
書
き
か
え
て

い
る
｡
『
月
琴
』
文
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

夫
れ
小
詮
の
盛
ん
な
る
こ
と
､
固
よ
り
喜
ぶ
べ
し
と
雄
'
此
詩
健
は
1
定

し
た
る
風
格
あ
る
に
非
ざ
る
を
以
て
'
無
能
の
徒
'
亦
能
く
琴
に
倣
ひ
､

蓬
に
瓦
釜
雷
鳴
の
有
様
と
な
り
た
り
｡

書
き
か
え
た
も
の
は
'
内
容
的
に
見
て
全
-
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
で

は
な
ぜ
'
初
出
の
本
文
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
明
治
の
天
地
は

小
説
の
天
地
と
な
り
｣
が
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
｡
し

か
し
'
そ
の
あ
と
に
出
て
来
る
｢
小
説
熱
｣
と
い
う
語
が
問
題
で
あ
る
｡
こ
の

こ
と
ば
は
｢
近
代
西
人
の
所
謂
『
作
詩
炎
』
に
好
封
を
輿
へ
た
り
｣
と
'
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
知
識
を
ふ
り
ま
わ
し
た
か
っ
た
鴎
外
が
'
小
説
盛
行
の
傾
向
を
勝
手

に
要
約
し
て
､
｢
作
詩
炎
｣
に
対
置
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
｢
小
説
熟
｣
と

い
う
こ
と
ば
の
使
わ
れ
た
(
と
い
う
よ
り
使
わ
れ
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も

し
れ
な
い
が
)
　
実
情
が
､
の
ち
に
鴎
外
が
書
き
直
し
た
原
因
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
つ
ま
り
鴎
外
は
､
こ
の
段
落
も
十
分
に
文
壇
を
観
察
し
､
そ
の
実
態
を
把

握
し
て
書
い
た
の
で
は
な
く
ど
う
や
ら
頭
の
中
だ
け
で
作
り
上
げ
て
し
ま
っ

た
状
況
だ
け
で
執
筆
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
次
に
第
三
段
落
が
続
く
｡

然
る
に
我
邦
の
文
学
界
に
は
外
よ
り
来
れ
る
分
子
既
に
甚
だ
多
し
古
'
搾

教
の
入
る
や
重
罪
を
経
た
る
を
以
て
印
度
の
文
学
は
こ
れ
と
倶
に
来
ら
ず

濁
り
支
那
の
文
学
は
､
そ
の
政
治
風
教
に
件
ひ
来
り
て
大
に
国
風
の
趣
味

を
変
動
せ
り
宜
な
る
か
な
今
の
文
学
者
に
は
歌
人
あ
り
詩
人
あ
り
国
文
を

菩
-
す
る
も
の
あ
り
漢
文
を
菩
-
す
る
も
の
あ
り
展
片
仮
名
麓
に
長
ず
る

も
の
あ
り
言
文
1
致
健
を
得
意
と
す
る
も
の
あ
り
本
国
'
支
那
'
西
欧
の

種
々
の
審
美
撃
的
分
子
は
此
間
に
飛
散
せ
り
此
混
沌
の
状
は
決
し
て
久
き

に
堪
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
余
等
は
へ
　
そ
の
澄
清
の
期
の
近
き
に
あ
る
を

知
る
而
し
て
こ
れ
を
致
す
も
の
は
批
評
の
1
道
あ
る
の
み

こ
の
章
段
の
前
半
は
'
当
時
の
文
学
界
の
状
況
の
叙
述
で
あ
っ
て
'
鴎
外
が

当
時
の
文
学
界
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
｡
し
か
し
'
後

半
は
問
題
が
あ
る
｡
｢
本
国
'
支
那
'
西
欧
の
種
々
の
審
美
撃
的
分
子
は
此
間

に
飛
散
せ
り
｣
と
言
う
｡
｢
審
美
撃
的
分
子
｣
　
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
｡

鴎
外
は
説
明
抜
き
で
'
彼
の
知
識
の
中
に
あ
る
術
語
を
そ
の
ま
ま
投
げ
出
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
'
読
む
方
に
は
必
ず
し
も
理
解
で
き
な
い
｡
｢
飛
散
せ

り
｣
も
同
様
で
'
こ
の
1
句
だ
け
で
は
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
'
具
体
的
な

状
況
把
捉
は
む
つ
か
し
い
｡
し
か
も
'
こ
れ
に
続
く
｢
此
混
沌
の
状
は
決
し
て

久
き
に
堪
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
｣
と
い
う
鴎
外
の
意
見
は
'
い
さ
さ
か
論
理

が
飛
躍
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
和
漢
洋
の
文
学
が
混
在
併
存
し
て
い
る
状
態
を

｢
審
美
撃
的
分
子
｣
　
が
　
｢
飛
散
｣
し
て
い
る
と
勝
手
に
言
い
換
え
た
上
で
'
そ

の
状
態
を
｢
混
沌
の
状
｣
と
と
ら
え
る
の
は
'
鴎
外
の
単
な
る
思
い
込
み
に
過

ぎ
な
い
｡
意
識
的
に
こ
の
よ
う
に
叙
述
し
た
と
す
れ
ば
'
論
理
の
す
り
か
え
で
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た
状
況
だ
け
で
執
筆
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

ナ
｢
､
L
V

'
J
T
1
7
T
 
u
E
I
J
E
わ
い

ナ
ハ

I

.

.

.

U

t

 

t

三

日

あ
る
｡
和
漢
洋
の
文
学
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
'
な
ぜ
｢
混
沌
｣
と
言
え
る

の
か
｡
少
な
く
と
も
論
理
的
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
'
こ
の
｢
混

沌
の
状
｣
が
ど
う
し
て
｢
決
し
て
久
し
き
に
堪
ふ
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
｣
な
の

か
'
納
得
が
ゆ
か
な
い
.
鴎
外
の
1
人
合
点
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
｡
｢
べ

き
｣
　
と
い
う
こ
と
ば
に
ご
ま
か
さ
れ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の

｢
べ
き
｣
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
と
る
に
し
て
も
'
論
理
的
な
つ
な
が
り
は
見

出
せ
な
い
で
あ
ろ
う
｡

｢
そ
の
清
澄
の
期
の
近
き
に
あ
る
を
知
る
｣
　
の
は
'
前
を
受
け
て
の
言
い
換

え
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
続
く
｢
そ
の
こ
れ
を
致
す
も
の
は
批
評
の
1
道
あ
る
の

み
｣
と
い
う
考
え
方
も
'
か
な
り
独
断
的
で
あ
る
と
言
え
る
｡
他
の
考
え
方
も

あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
｡
少
な
-
と
も
澄
清
を
致
す
も
の
が
批
評
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
文
学
界
の
澄
清
を
致
す
も

の
が
批
評
だ
け
だ
と
い
う
考
え
方
は
'
の
ち
の
部
分
の
論
理
の
展
開
と
も
矛
盾

す
る
こ
と
に
な
る
｡
(
後
述
)

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
'
こ
の
章
段
の
論
述
は
か
な
り
強
引
な
よ
う
で

あ
る
｡
鶴
外
は
批
評
の
必
要
性
を
述
べ
る
た
め
に
'
当
時
の
文
学
状
況
と
結
び

つ
け
よ
う
と
し
て
'
無
理
を
重
ね
て
い
る
｡

第
四
段
落
は
左
の
よ
う
で
あ
る
｡

夫
れ
批
評
は
定
に
止
む
べ
か
ら
ず
然
れ
ど
も
古
人
も
｢
文
人
相
軽
｣
と
云

ひ
｢
文
士
傾
乳
｣
と
云
ひ
し
が
如
-
今
の
所
謂
批
評
家
と
い
ふ
者
は
徒
ら

に
相
警
暫
し
､
そ
の
相
殊
れ
る
趣
味
を
以
て
相
殊
れ
る
文
章
を
議
し
人
を

し
て
霞
滑
に
迷
ひ
酸
崩
を
鎗
ら
し
む
る
も
の
比
々
'
皆
な
是
れ
な
り
而
れ

ど
も
余
等
の
見
る
所
を
以
て
す
れ
ば
是
れ
未
だ
曾
て
'
そ
の
眼
の
高
か
ら

ざ
る
に
由
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
(
中
略
)
余
等
'
平
生
こ
ゝ
に
慨
す

†マ

る
と
巳
に
久
し
故
に
迫
造
子
の
小
説
神
髄
'
牛
峰
居
士
の
美
辞
撃
の
出
づ

る
や
我
邦
挽
解
家
の
馬
め
に
此
文
学
上
の
奨
棺
を
得
た
る
を
質
し
た
り
奈

何
せ
ん
器
械
'
既
に
備
れ
ど
も
能
-
運
用
の
妙
を
悟
る
も
の
な
-
徒
ら
に

人
を
し
て
陳
を
得
て
局
を
望
む
想
あ
ら
し
む
る
と
を

冒
頭
の
｢
夫
れ
-
-
｣
は
前
段
を
受
け
た
も
の
だ
か
ら
特
に
つ
け
加
え
て
論

評
す
る
要
は
な
い
が
､
こ
れ
に
続
-
当
時
の
批
評
家
に
対
す
る
見
解
は
問
題
が

残
る
｡
｢
今
の
所
謂
批
評
家
と
い
ふ
者
｣
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
人
々
を
念

頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
今
｣
　
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
限
定
す
れ

ば
よ
い
の
か
疑
問
で
あ
る
｡
明
治
2
 
2
年
頃
'
｢
今
の
批
評
家
｣
と
い
え
ば
'
読

者
に
は
ま
ず
最
初
に
石
橋
忍
月
'
続
い
て
内
田
不
知
庵
が
思
い
浮
ぶ
に
ち
が
い

な
い
｡
そ
の
ほ
か
'
山
田
美
妙
'
坪
内
造
造
､
石
橋
思
案
'
徳
富
蘇
峰
'
巌
本

善
治
､
依
田
学
海
､
森
田
恩
軒
､
そ
し
て
鴎
外
自
身
も
当
然
入
る
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
他
に
も
､
ま
だ
幾
人
か
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ

で
は
､
こ
の
忍
月
以
下
の
人
々
は
　
｢
相
讐
警
｣
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
人

を
し
て
樫
洞
に
迷
ひ
酸
崩
を
琴
b
L
｣
め
た
の
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
｢
そ
の
眼
の

高
か
ら
ざ
る
｣
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

明
治
2
2
年
に
は
'
鴎
外
と
巌
本
善
治
を
中
心
と
し
て
'
｢
文
学
と
自
然
論
争
｣

が
行
わ
れ
'
ま
た
巌
本
善
治
と
内
田
不
知
庵
を
中
心
に
｢
小
説
論
略
論
争
｣
が

行
わ
れ
て
い
る
｡
こ
う
い
う
論
争
な
ど
を
　
｢
相
讐
警
｣
　
と
称
し
た
の
だ
ろ
う

か
｡
そ
れ
と
も
別
な
事
例
に
つ
い
て
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
人
を
し

て
澄
滑
に
迷
ひ
酸
繭
を
鉛
ら
し
｣
め
た
と
鴎
外
が
判
断
し
た
具
体
的
な
例
は
挙

げ
ら
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
判
断
は
主
観
が
入
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
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人
に
よ
っ
て
評
価
が
異
な
る
だ
け
に
'
鴎
外
の
言
う
こ
と
だ
け
で
は
判
定
し
難

い
｡
ま
し
て
具
体
例
が
な
い
の
で
は
説
得
性
は
な
い
｡

｢
今
の
所
謂
批
評
家
｣
を
鴎
外
が
｢
そ
の
眼
の
高
か
ら
ざ
る
｣
と
言
う
の
は
'

坐
-
筋
違
い
で
あ
る
｡
鴎
外
自
身
の
批
評
が
批
評
と
言
え
な
い
よ
う
な
も
の
で

(
注
3
)

あ
っ
た
こ
と
は
'
別
に
論
じ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
'
他
を
顧
み

て
大
口
を
叩
け
る
よ
う
な
立
場
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
鴎
外

自
身
に
そ
の
自
覚
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
｡

以
上
の
鴎
外
の
発
言
は
と
も
か
-
と
し
て
'
そ
の
あ
と
へ
　
｢
余
等
平
生
こ
～

に
慨
す
る
と
巳
に
久
し
故
に
遥
遠
子
の
小
説
神
髄
､
牛
峰
居
士
の
美
辞
撃
の
出

つ
る
や
我
邦
接
触
家
の
馬
め
に
此
文
撃
上
の
奨
椿
を
得
た
る
を
賀
し
た
り
｣
と

続
く
内
容
は
'
論
理
的
に
つ
な
が
ら
な
い
｡
『
小
説
神
髄
』
『
美
節
撃
』
の
出
た

の
は
明
治
1
 
8
年
で
あ
る
｡
｢
平
生
こ
ゝ
に
慨
す
る
と
巳
に
久
し
｣
　
と
い
う
表
現

は
'
明
治
1
 
8
年
以
前
'
そ
れ
も
か
な
り
前
か
ら
と
い
う
感
じ
が
強
い
｡
と
す
る

と
｢
今
の
｣
批
評
家
の
大
部
分
は
こ
の
鴎
外
の
慨
嘆
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
｡

大
部
分
が
明
治
1
 
8
年
以
後
に
文
壇
に
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
明

治
1
 
8
年
以
前
'
そ
れ
も
か
な
り
早
-
か
ら
批
評
家
と
し
て
認
め
ら
れ
'
明
治
2
2

年
の
段
階
で
や
は
り
批
評
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
人
が
い
た
で
あ
ろ
う

か
｡
か
り
に
数
人
居
た
と
仮
定
し
て
も
'
例
外
的
な

(
注
4

所
謂
批
評
家
｣
な
ど
と
1
般
化
で
き
る
と
は
思
え
.
櫛
i
.
鴎
外
は
'
実
際
を
見

よ
う
と
し
な
い
で
｢
文
人
相
棒
｣
｢
文
士
傾
乳
｣
　
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
ひ
け

ら
か
し
て
舞
文
を
た
の
し
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

第
五
段
落
が
こ
れ
に
続
く
｡

余
等
は
固
よ
り
小
説
神
髄
と
美
節
撃
と
の
論
ず
る
所
を
以
て
1
々
醇
の
醇

)
i
B
在
で
あ
っ
て
'
｢
今
の

な
る
も
の
な
り
と
云
は
ず
而
れ
ど
も
今
の
文
学
界
に
此
等
の
書
を
出
せ
る

は
偶
然
に
非
る
を
知
る
何
と
な
れ
ば
今
の
詩
文
空
白
は
ん
と
欲
す
る
も
の

は
邦
人
の
歌
論
と
支
那
人
の
詩
話
文
別
に
の
み
揺
る
べ
き
に
あ
ら
ず
西
欧

ボ
エ
チ
ツ
ク

文
学
者
が
審
美
撃
の
基
地
の
上
に
築
き
起
し
た
る
詩
学
(
余
等
は
散
ら
に

｢
レ
ト
-
ツ
ク
｣
　
の
語
を
避
け
た
り
)
　
を
以
て
準
縄
と
な
す
と
の
止
む
べ

か
ら
ざ
る
を
知
れ
ば
な
り

こ
こ
で
は
'
『
小
説
神
髄
』
や
『
美
辞
撃
』
　
が
　
｢
醇
の
醇
な
る
｣
も
の
だ
と

は
言
わ
な
い
と
一
応
の
留
保
を
つ
け
た
上
で
'
こ
れ
ら
の
理
論
書
が
世
に
出
た

必
然
性
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
｡
｢
何
と
な
れ
ば
｣
と
続
く
の
で
'
い
か
に
も

論
理
的
に
そ
の
必
然
性
が
導
か
れ
て
い
る
よ
う
に
結
党
を
起
こ
す
の
で
あ
る

が
､
接
続
語
が
つ
な
い
で
い
る
こ
の
二
種
類
の
文
章
に
は
因
果
関
係
は
見
ら
れ

な
い
｡
｢
今
の
詩
文
を
-
-
詩
話
文
別
に
の
み
掠
る
べ
き
に
あ
ら
ず
｣
と
言
う
｡

自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
　
｢
べ
き
｣
　
で
ご
ま
か
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
'
何
放

｢
-
-
･
詩
話
文
別
に
の
み
凌
る
べ
き
｣
　
で
は
な
い
の
か
の
説
明
が
な
い
の
で
あ

る
｡
ま
た
｢
西
欧
文
学
者
が
-
-
詩
学
(
中
略
)
を
以
て
準
縄
と
な
す
｣
こ
と

の
｢
止
む
べ
か
ら
ざ
る
｣
な
の
か
'
単
に
｢
知
れ
ば
な
り
｣
で
は
わ
か
ら
な
い

の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
西
欧
の
文
学
理
論
が
東
洋
の
そ
れ
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る

と
い
う
先
入
鬼
が
存
在
し
て
'
自
明
の
も
の
と
思
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
し

か
し
'
こ
の
部
分
も
自
明
の
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
　
1
応
の
検
討
が
必
要
で

あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
'
後
半
は
前
半
の
理
由
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら

ず
'
｢
何
と
な
れ
ば
｣
と
い
う
こ
と
ば
で
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
の
上
'
｢
邦
人
の
歌
論
｣
｢
支
那
人
の
詩
話
文
則
｣
｢
西
欧
文
聾
者
が
審
美

撃
の
基
地
の
上
に
築
き
起
し
た
る
詩
学
｣
の
い
ず
れ
も
が
､
具
体
性
を
欠
い
て
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余
等
は
固
よ
り
小
詮
神
髄
と
美
軒
撃
と
の
論
ず
る
所
を
以
て
1
々
醇
の
醇

撃
の
基
地
の
上
に
築
き
起
し
た
る
詩
学
｣
の
い
ず
れ
も
が
'
具
体
性
を
欠
い
て

い
る
た
め
に
'
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
し
て
い
な
い
｡
ま

し
て
や
比
較
し
て
そ
の
差
異
や
共
通
点
な
ど
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ

る
｡
ま
さ
に
机
上
に
空
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
感
が
あ
る
｡

こ
れ
に
続
-
第
五
段
は
'
後
半
に
鴎
外
の
隠
さ
れ
た
意
図
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
｡
次
の
よ
う
に
始
ま
る
｡

論
者
或
は
日
-
今
の
小
説
を
論
ず
る
も
の
多
-
標
準
を
西
欧
諸
国
に
取
る

そ
の
論
語
愈
々
博
-
し
て
そ
の
意
見
愈
々
狭
し
寧
ろ
'
こ
れ
を
凡
理
に
徴

す
る
と
の
確
な
る
に
若
か
ず
と
余
等
は
此
般
の
言
を
聞
く
毎
に
未
だ
曾
て

剖
斗
折
衡
の
政
に
想
到
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
若
し
論
者
の
意
を
弘
め
て
こ
れ

を
言
へ
ば
菅
に
審
美
撃
と
其
一
部
な
る
詩
学
の
み
な
ら
ず
道
学
も
哲
学
も

悉
-
こ
れ
を
凡
理
に
徹
し
て
可
な
り
何
を
苦
て
か
復
た
専
門
特
科
を
設
-

る
と
を
な
さ
ん
や

こ
の
段
は
長
過
ぎ
る
の
で
'
こ
こ
で
一
応
切
っ
て
検
討
し
て
み
る
｡
｢
論
者

或
は
日
-
-
-
若
か
ず
｣
ま
で
は
'
鴎
外
は
｢
現
代
諸
家
の
小
説
論
｣
で
さ
ら

に
-
わ
し
-
引
用
し
て
い
る
が
'
｢
女
撃
記
者
｣
　
す
な
わ
ち
巌
本
善
治
の
｢
小

(
注
5
)

説
諭
略
｣
の
冒
頭
近
-
に
出
て
来
る
意
見
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
は
特
に
取
立
て

て
問
題
に
す
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
に
続
い
て
'
論
は
次

の
よ
う
に
屈
折
し
て
ゆ
-
0

蓋
し
奨
棺
も
こ
れ
を
用
ゆ
る
と
､
そ
の
法
を
得
ざ
る
時
は
丞
矯
の
カ
を
見

る
に
由
な
し
人
あ
り
詩
学
の
法
則
を
知
ら
ず
､
縦
令
こ
れ
を
知
る
も
'
こ

れ
を
運
用
す
る
と
能
は
ざ
る
と
き
は
そ
の
輿
や
'
浴
飴
の
水
と
倶
に
兄
を

溝
聖
に
棄
て
ん
と
す
余
等
は
詩
学
の
運
用
を
妨
ぐ
る
も
の
を
求
め
て
偏
聴

と
成
心
と
を
得
た
り
古
人
云
-
無
偏
聴
｡
無
成
心
｡
公
而
生
明
｡
則
日
義

心
始
｡
轟
心
之
極
｡
幾
於
無
心
｡
と
二
者
は
特
に
心
盲
無
学
の
徒
の
こ
れ

あ
る
の
み
な
ら
ず
世
の
聾
者
も
亦
た
こ
れ
あ
り
例
之
ば
停
奇
の
精
髄
を
論

じ
て
ア
-
ス
-
テ
レ
ス
の
罪
過
論
を
唯
一
の
規
則
と
す
る
は
既
に
偏
蹄
の

マ
マ

請
を
免
れ
ず
況
や
こ
れ
を
小
説
に
施
用
せ
ん
と
す
る
を
や
又
や
小
説
の
意

マ
マ

匠
を
詮
て
孔
丘
の
恩
無
邪
説
を
の
み
遵
奉
す
る
或
は
成
心
の
娯
な
き
に
あ

ら
ず
況
や
こ
れ
を
推
し
て
情
詩
の
一
腰
に
及
ぼ
し
彼
も
卑
僅
な
り
此
も
世

教
に
益
な
し
と
塗
抹
し
去
ら
ん
と
す
る
を
や

こ
の
あ
た
り
は
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
理
論
を
基
準
に
批
評
を
行
い
な
が

ら
'
誤
っ
て
適
用
し
た
場
合
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
だ
が
'
一
体
何
の
た
め

に
誤
っ
て
適
用
し
た
場
合
の
弊
害
を
'
そ
れ
も
こ
こ
だ
け
具
体
例
を
挙
げ
て
述

べ
た
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
蓋
し
-
-
由
な
し
｣
　
と
'
せ
っ
か
く
の
基
準

も
そ
の
適
用
が
妥
当
で
な
い
と
効
果
を
発
揮
し
な
い
と
念
を
押
し
て
か
ら
'
鴎

外
は
得
意
の
仮
定
と
比
聡
と
引
用
と
で
論
を
す
す
め
る
｡
｢
人
あ
り
-
‥
･
棄
て

ん
と
す
｣
の
前
半
は
仮
定
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
論
議
に
仮
定
を
持
ち
こ
む
こ

と
は
'
あ
ま
り
意
味
が
な
い
｡
具
体
性
を
欠
-
だ
け
で
な
く
ど
の
よ
う
な
設

定
も
可
能
に
な
り
論
拠
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
説
得
性
を
欠
く
こ
と

に
も
な
る
｡
後
半
は
比
職
で
あ
る
｡
説
明
の
手
段
と
し
て
は
有
効
で
あ
り
得
て

も
'
論
証
の
役
に
は
立
た
な
い
｡

こ
の
仮
定
と
比
聡
に
続
い
て
'
｢
余
等
は
-
-
得
た
り
｣
と
い
う
｡
｢
偏
聴
｣

と
｢
成
心
｣
が
ど
の
よ
う
に
し
て
｢
運
用
を
妨
ぐ
る
も
の
｣
と
し
て
得
ら
れ
た

の
か
は
'
説
明
が
な
い
｡
説
明
が
な
い
限
り
｢
運
用
を
妨
ぐ
る
も
の
｣
と
し
て

必
然
的
に
得
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
'
ま
た
　
｢
妨
ぐ
る
も
の
｣
　
が
｢
偏
聴
｣
と

｢
成
心
｣
　
だ
け
な
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
｡
つ
ま
り
'
こ
の
文
は
前
文
に
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っ
な
が
る
論
理
性
が
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
文
は
ど
う
や

(
注
6
)

ら
'
直
後
の
｢
無
偏
聴
｡
-
-
幾
於
無
心
｡
｣
　
を
引
用
す
る
た
め
に
加
え
た
も

の
の
よ
う
で
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
､
こ
の
｢
偏
聴
｣
｢
成
心
｣
は
'
｢
例
之
ば
｣

以
下
で
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
｡

｢
例
之
ば
｣
以
下
の
前
半
に
出
て
来
る
､
｢
ア
-
ス
ト
テ
レ
ス
の
罪
過
論
を
唯

1
の
規
則
と
す
る
｣
者
は
'
(
厳
密
に
言
え
ば
'
｢
唯
1
の
規
則
｣
と
い
う
言
い

方
は
'
必
ず
し
も
正
し
-
は
な
い
の
で
あ
る
が
)
当
時
の
評
論
家
の
中
で
は
'

(
注
7
)

ま
ず
石
橋
忍
月
が
思
い
浮
か
ぶ
｡
こ
れ
を
読
め
ば
'
名
指
し
で
な
く
て
も
だ
れ

に
で
も
忍
月
が
攻
撃
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
仕
掛
け
で
あ
る
｡
し
か
も
名

指
し
で
な
い
だ
け
に
忍
月
と
し
て
は
反
論
し
に
く
い
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い

る
｡
忍
月
が
む
き
に
な
っ
て
反
論
し
た
と
す
れ
ば
'
い
や
あ
れ
は
頭
の
中
で
考

え
出
し
た
1
例
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
逃
げ
を
打
つ
こ
と
が
出
来
'
し
か
も
'
何

か
思
い
当
た
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
と
反
撃
で
き
る
と
い
う
'
巧
妙
な
方
法
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
上
'
後
半
の
｢
成
心
｣
の
例
も
一
般
論
の
よ
う

な
形
式
を
と
り
'
前
半
の
｢
偏
聴
｣
と
対
を
な
し
て
い
る
｡
よ
り
1
層
忍
月
が

反
論
し
に
く
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
例
之
ば
｣
以
下
は
'
『
月
等
』
　
に
収
録
さ
れ
た
際
､
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ

て
'
代
り
に
｢
是
れ
そ
の
流
毒
の
深
き
所
以
な
り
｡
｣
　
と
い
う
文
が
置
か
れ
て

い
る
｡
す
で
に
明
治
二
十
九
年
の
段
階
で
は
鴎
外
に
と
っ
て
忍
月
は
攻
撃
す
べ

(
注
8
)

き
対
象
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
例
之
ば
｣
以
下
を

削
除
し
て
し
ま
う
こ
と
は
'
論
を
よ
り
抽
象
的
に
'
骨
組
み
だ
け
に
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
り
'
益
々
論
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解
も
行
き
届
か
な
く
な
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
次
に
い
よ
い
よ
最
後
の
段
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
'
長
過
ぎ

る
の
で
二
つ
に
分
け
て
引
用
し
て
み
る
｡
ま
ず
'
前
半
は

鳴
呼
､
我
混
沌
た
る
文
学
世
界
も
'
そ
の
蕩
清
の
期
は
魔
に
近
き
に
在
る

べ
し
余
等
が
｢
志
が
ら
み
草
紙
｣
の
潜
行
を
企
て
し
も
亦
た
柳
か
審
美
的

の
眼
を
以
て
天
下
の
文
章
を
評
論
し
そ
の
虞
贋
を
較
明
し
工
魔
を
披
別
し

て
以
て
自
然
の
カ
を
助
け
蕩
清
の
功
を
速
に
せ
ん
と
欲
す
る
な
り

と
､
『
し
が
ら
み
草
紙
』
発
行
の
趣
旨
を
述
べ
る
｡
｢
鳴
呼
､
我
混
沌
た
る
-
-

在
る
べ
し
｣
は
'
第
三
段
落
か
ら
直
接
に
つ
な
が
る
論
旨
と
言
え
よ
う
｡
と
こ

ろ
が
'
よ
-
検
討
し
て
み
る
と
'
第
三
段
と
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
第

三
段
落
の
結
び
は
｢
こ
れ
(
文
学
界
の
澄
清
)
を
致
す
も
の
は
批
評
の
一
道
あ

る
の
み
｣
と
､
批
評
そ
の
も
の
が
文
学
界
を
澄
清
す
る
と
述
べ
'
批
評
の
役
割

を
極
め
て
大
き
-
評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
､
こ
こ
で
は
｢
自
然
の
カ
を
助
け

蕩
清
の
功
を
速
に
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
｣
と
'
文
学
界
を
蕩
清
す
る
の
は
自
然

で
あ
っ
て
､
｢
し
が
ら
み
草
紙
｣
　
の
役
割
　
(
つ
ま
り
批
評
の
働
き
)
　
は
'
｢
自

然
｣
　
の
　
｢
カ
を
助
け
｣
　
る
補
助
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
同
じ
論
中
に
お
い
て
'
同
じ
｢
批
評
｣
　
の
働
き
を
論
じ
'
し
か
も
そ
の

｢
批
評
｣
　
の
役
割
の
大
き
さ
が
ま
る
で
ち
が
う
と
い
う
矛
盾
を
お
か
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
お
い
て
も
'
鴎
外
の
論
旨
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
､
き

わ
め
て
唆
味
で
あ
る
｡
｢
天
下
の
文
章
を
評
論
し
｣
と
言
う
が
'
｢
文
章
を
評

論
｣
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
｡
｢
評
論
｣
と
｢
批
評
｣
は
同
じ
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
'
ち
が
う
意
味
な
の
か
｡
ま
た
｢
そ
の
虞
贋
を
較
明

し
｣
と
い
う
が
'
文
章
の
虞
贋
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
｡
具
体
的
に
は
全
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'
′
一
ナ
し
ー
ノ
し
い
い
ナ
り
ん
Y
.
　
ヰ

言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

ttttp

-
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
o
　
わ
か
る
の
は
'
『
し
が
ら
み
草
紙
』
の
発
行
を
企

て
た
意
気
込
み
だ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
後
半
は
次
の
よ
う
に
続
く
｡

抑
も
余
等
は
こ
れ
を
聞
く
古
の
文
士
に
は
昔
時
の
馨
馨
を
抱
て
知
を
千
載

の
下
に
求
む
る
も
の
あ
り
故
に
馬
適
は
書
を
著
し
て
名
山
に
戒
ず
と
云
ひ

欧
陽
公
は
先
生
の
境
を
畏
れ
ず
却
て
後
生
の
笑
を
惰
る
と
云
ふ
是
れ
皆
な

時
啓
を
地
て
千
載
の
下
に
期
す
る
所
あ
る
な
り
'
否
'
或
者
は
更
に
1
歩

を
進
め
た
り
､
栗
は
時
人
の
寂
歩
を
紳
ぜ
ざ
る
が
馬
め
に
認
め
て
済
度
す

べ
か
ら
ざ
る
衆
生
な
り
と
せ
ず
自
ら
奮
て
之
を
長
育
し
其
噂
癖
を
更
め
其

好
何
を
変
じ
其
地
位
を
し
て
己
れ
が
地
位
に
近
づ
か
し
め
ん
と
せ
り
レ
ツ

シ
ソ
グ
の
侍
奇
｢
エ
ミ
リ
ヤ
'
ガ
ロ
ツ
チ
-
｣
を
作
る
や
時
人
こ
れ
を
許

し
て
兄
の
長
ぜ
ん
と
を
慮
り
て
裁
し
た
る
過
寛
の
新
衣
な
り
と
云
へ
り
亦

た
此
意
の
み
世
間
多
少
の
文
人
詞
客
に
寄
語
す
請
ふ
其
生
卒
菰
蓄
し
抱
負

す
る
所
を
害
し
て
之
を
新
馨
牡
に
投
ぜ
よ
余
等
不
敏
と
雄
も
馨
望
の
馬
め

に
弦
せ
ら
れ
ず
時
倍
の
馬
め
に
動
か
さ
れ
ず
勉
め
て
公
明
正
大
の
心
を
取

輿
挙
措
の
問
に
存
ぜ
ん
と
す
｢
し
が
ら
み
草
紙
｣
の
作
れ
る
豊
､
他
あ
ら

ん
や

こ
の
部
分
も
や
や
わ
か
り
に
-
い
｡
｢
余
等
は
こ
れ
を
間
-
｣
　
と
い
う
｢
こ

れ
｣
と
は
何
な
の
か
｡
｢
古
の
文
士
に
は
-
-
｣
な
の
か
｡
｢
古
の
文
士
に
は
-

-
期
す
る
所
あ
る
な
り
｣
は
'
要
す
る
に
昔
の
文
人
は
評
価
を
死
後
に
求
め
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢
或
者
は
-
‥
･
近
づ
か
し
め
ん
と
せ
り
｣
　
は
､
評
価

を
死
後
に
求
め
る
よ
う
な
迂
遠
な
こ
と
を
せ
ず
'
同
時
代
人
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
'
同
時
代
人
を
啓
発
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
だ
が
次

の
　
｢
レ
ツ
シ
ソ
グ
の
-
-
云
へ
り
｣
　
と
は
､
ど
う
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
｡

し
｣
と
い
う
が
･
文
章
の
虞
贋
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
｡
具
体
的
に
は
全

｢
時
人
こ
れ
を
評
し
て
-
-
云
へ
り
｣
　
と
い
う
同
時
代
人
の
　
『
エ
ミ
-
ヤ
､
ガ

ロ
ツ
チ
-
』
　
に
対
す
る
評
言
が
､
的
に
射
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
｡
｢
亦
此
意
の
み
｣
と
い
う
｢
此
意
｣
と
は
'
｢
寂
歩
を
押
ぜ
ざ
る
が
病
め
に

＼

･
･
･
･
･
･
近
づ
か
し
め
ん
と
せ
り
｣
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
｡
然
り
と
す
れ
ば

｢
兄
の
長
ぜ
ん
と
を
-
-
新
衣
な
り
｣
は
'
『
エ
ミ
-
ヤ
'
ガ
ロ
ッ
チ
-
』
に
対

す
る
先
々
を
見
通
し
た
評
価
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
'
｢
過
寛
の
｣
な

ど
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ
て
果
し
て
高
い
評
価
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
｡

し
か
も
'
こ
の
部
分
が
何
ゆ
え
に
こ
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
も
疑
問

で
あ
る
｡
｢
世
間
多
少
の
文
人
詞
客
に
-
-
｣
　
は
'
直
接
に
は
｢
蕩
清
の
功
を

速
に
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
｣
　
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
｡
｢
抑
も
｣
以
下
は
｢
欲

す
る
な
り
｣
に
つ
な
が
っ
て
『
し
が
ら
み
草
紙
』
発
行
の
意
義
づ
げ
を
し
よ
う

と
い
う
意
図
な
の
で
あ
ろ
う
が
'
こ
の
二
つ
の
部
分
を
脈
絡
の
あ
る
も
の
と
し

て
い
る
接
続
語
は
な
い
｡
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
｡
従
っ
て
'
｢
抑
も
｣
以
下
が
｢
欲
す
る
な
り
｣
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は
'

論
理
的
に
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
｡
読
者
の
方
で
意
を
汲
む
し
か
な
い
の
で
'

筋
道
立
っ
た
論
と
言
う
に
は
'
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
上
'
｢
世
間
多
少
の
文
人
詞
客
に
-
-
｣
　
と
の
つ
な
が
り
も
全
-
わ
か

ら
な
い
｡
文
人
詞
客
と
は
正
当
な
評
価
の
で
き
る
､
啓
発
さ
れ
た
存
在
な
の

か
｡
あ
る
い
は
'
｢
寂
変
を
紳
ぜ
ざ
る
｣
　
者
で
あ
っ
て
'
こ
れ
ら
を
啓
発
す
る

た
め
に
『
し
が
ら
み
草
紙
』
に
寄
稿
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
｡

第
四
段
落
で
は
'
｢
古
人
も
『
文
人
相
軽
』
と
云
ひ
-
-
今
の
所
謂
批
評
家

と
い
ふ
者
は
徒
ら
に
相
讐
警
し
｣
　
と
言
っ
て
い
る
｡
｢
批
評
家
｣
と
限
定
し
て

は
い
る
が
､
引
用
文
が
｢
文
人
｣
　
｢
文
士
｣
　
と
あ
る
の
だ
か
ら
'
当
時
｢
世
間
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多
少
の
文
人
詞
客
｣
も
こ
れ
に
入
る
の
で
は
な
い
か
｡
と
す
れ
ば
｢
其
生
卒
藩

著
し
抱
負
す
る
所
｣
を
｢
害
し
て
之
を
新
馨
牡
に
投
｣
ぜ
し
め
た
な
ら
'
や
は

り
｢
細
管
警
｣
　
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
｡
『
し
が
ら
み
草
紙
』

は
そ
う
い
う
文
学
界
の
誤
り
を
修
正
す
る
た
め
に
発
行
す
る
と
言
わ
ぬ
ば
か
り

の
論
な
の
で
あ
る
か
ら
'
投
書
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
矛
盾
を
含
む
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

右
の
よ
う
に
'
論
の
構
成
を
細
か
-
検
討
し
て
見
る
と
'
鴎
外
の
論
は
'
論

な
ど
と
い
う
筋
道
立
っ
た
も
の
で
は
な
-
､
思
い
つ
き
を
連
ね
て
内
容
の
乏
し

い
こ
と
ば
で
飾
り
立
て
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
の
で
あ

る
｡
新
時
代
の
新
雑
誌
の
創
刊
の
こ
と
ば
と
し
て
は
'
あ
ま
り
に
空
虚
で
あ
っ

て
'
批
評
の
持
つ
意
味
や
役
割
な
ど
を
理
解
し
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
｡

坪
内
遣
迄
は
'
『
し
が
ら
み
草
紙
』
第
三
号
に
'
｢
志
が
ら
み
草
紙
を
讃
み
て

恩
ふ
所
偉
い
ふ
｣
と
い
う
感
想
を
寄
せ
て
い
る
｡
こ
の
文
章
の
中
で
避
蓬
は
鴎

外
の
｢
現
代
諸
家
の
小
詮
論
を
讃
む
｣
に
対
し
て
'
｢
先
づ
時
弊
の
あ
る
と
こ

ろ
を
察
し
て
富
樫
の
急
務
を
霧
へ
ら
る
べ
き
｣
で
あ
る
の
に
｢
重
に
講
義
め
く

調
子
に
て
論
を
結
ば
れ
し
｣
は
｢
物
足
ら
ぬ
心
地
す
｣
と
評
し
て
い
る
｡
こ
の

評
言
は
'
鴎
外
の
論
が
'
『
し
が
ら
み
草
紙
』
　
を
代
表
す
る
社
説
で
あ
っ
た
な

ら
ば
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
'
『
し
が
ら
み
草
紙
』
　
の
果
す
べ
き
役
割
と

鴎
外
の
意
図
と
の
畢
敵
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
｡

そ
し
て
そ
の
率
雛
は
創
刊
の
こ
と
ば
で
あ
る
　
｢
『
志
が
ら
み
草
紙
』
　
の
本
領
を

論
ず
｣
に
お
け
る
論
旨
の
混
乱
と
し
て
'
す
で
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
｡

12345678

注
本
文
の
引
用
は
､
す
べ
て
　
『
し
が
ら
み
草
紙
』
　
創
刊
号
に
拠
る
｡
傍

点
'
傍
線
の
類
は
す
べ
て
省
略
し
た
｡
ル
ビ
の
み
'
必
要
な
場
合
に
限

り
残
し
た
｡
変
体
仮
名
は
す
べ
て
通
行
の
字
体
に
直
し
た
｡

『
月
琴
』
　
所
収
の
本
文
は
'
す
べ
て
初
版
本
(
明
2
 
9
･
1
 
2
･
1
 
8
へ
春
陽

堂
)
に
拠
る
｡

｢
作
品
批
評
に
お
け
る
鴎
外
の
批
評
意
識
｣
　
(
『
森
鴎
外
　
-
　
初
期
文
芸

評
論
の
論
理
と
方
法
』
昭
5
 
5
･
9
'
桜
楓
社
｡
な
お
､
初
出
は
『
樟
蔭

国
文
学
』
第
1
 
7
号
)
0

そ
も
そ
も
文
芸
評
論
そ
の
も
の
の
存
在
さ
え
'
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か

判
定
が
む
つ
か
し
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

｢
小
説
論
略
｣
　
は
　
『
女
学
雑
誌
』
第
百
七
拾
七
戟
(
明
2
2
･
8
･
3
1
)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
無
署
名
｡

こ
の
漢
文
は
'
｢
森
鴎
外
集
I
｣
　
(
『
日
本
近
代
文
学
大
系
1
 
1
』
　
昭
4
9
･

9
'
角
川
書
店
)
の
三
好
行
雄
氏
の
執
筆
に
な
る
頭
注
に
は
'
『
孟
子
』

の
｢
尽
心
篇
｣
か
ら
の
引
用
だ
と
し
て
い
る
が
'
｢
尽
心
篇
｣
　
に
は
見

当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
'
富
田
精
1
氏
に
よ
れ
ば
(
『
近
代
文
芸
評
論
史
　
明
治
篇
』

<
昭
5
0
･
2
'
至
文
堂
>
一
八
〇
ペ
ー
ジ
)
　
｢
忍
岡
隠
士
と
名
の
る
評

衣
(
久
松
定
弘
?
)
｣
も
'
忍
月
よ
り
一
層
杓
子
定
規
的
だ
と
い
う
｡

忍
月
は
明
治
2
4
年
8
月
に
内
務
省
試
補
と
な
り
'
ほ
ぼ
文
学
活
動
を
や

め
る
｡
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