
虚

実

論

系

譜

(
続
)

の

一
、
前
回
と
の
つ
な
ぎ

前
回
、
後
半
を
「
虚
実
論
の
系
譜
(
そ
の
一

・
素
描
こ
と
し
て
い
る
が
、
体

裁
上
も
未
完

・
不
整
頓
で
あ
っ
た
。
続
け
さ
せ
て
頂
く
。
契
沖
の
「
勢
語
臆
断
」

(
伊
勢
物
語
注
釈
)
な
ど
の
古
典
研
究
史
か
ら
の
線
と
、
曲
亭
馬
琴
の
序
政
・随

筆
類
の
中
に
見
ら
れ
る
多
彩
な
る
、
且
つ

、
極
め
て
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
小
説

評
論
か
ら
の
線
を
考
え
て
、
近
世
に
於
け
る
小
説
虚
実
論
の
大
ま
か
な
輪
廓
を

素
描
し
て
み
た
。

学
僧
契
沖
と
作
家
批
評
家
馬
琴
と
、
奇
妙
な
所
で
近
づ
き
、
そ
し
て
離
れ
る
。

一
は
中
世
の
古
典
学
か
ら
の
脱
却
を
志
向
す
る
古
学
的
実
証
主
義
、
一
は
近
世

・
近
代
の
小
説
理
論
を
樹
立
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
か
に
見
え
る
庶
民
文
芸
界

の
巣
雄
、
そ
の
立
場
で
、
小
説
は
如
何
な
る
者
か
、
又
如
何
に
あ
る
べ
き
も
の

か
、
何
が
善
き
小
説
で
あ
り
、
悪
し
き
小
説
で
あ
る
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も

原

田

芳

起

の
で
あ
る
。
同
じ
線
の
上
に
並
べ
て
見
る
の
は
必
ず
し
も
正
し
い
事
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
ζ

の
両
者
は
同
じ
時
代
の
空
気
を
呼
吸
し
て
生
き
。
そ
し
て
考
え

て
い
る
。
問
題
の
H

文
芸
に
お
け
る
虚
実
H

に
つ
い
て
、
そ
の
言
う
所
に
相
似

の
点
が
あ
れ
ば
、
関
連
さ
せ
て
考
察
し
て
見
る
事
も
一
理
な
し
と
も
言
え
な
い
。

契
沖
は
「
伊
勢
物
語
」
の
H

虚
H

と
H

実
u

と
の
問
題
に
つ
い
て
、

か
ゃ
う
の
物
語
の
た
ぐ
ひ
は
、
も
ろ
乙
し
に
も
、
虚
実
を
ま
じ
へ
書
く
よ

し
五
雑
組
と
い
ふ
も
の
に
か
け
り
。
然
ら
ざ
れ
ば
文
勢
な
き
故
な
る
べ
し
。

此
の
物
語
も
実
録
な
ら
ぬ
事
多
く
見
ゆ
る
は
、
き
る
故
と
見
で
あ
る
べ
し
。

(
勢
語
臆
断
)

彼
が
こ
の
物
語
を
全
く
実
録
で
な
い
と
も
見
て
い
な
い
事
は
、
自
記
か
家
集

に
も
と
づ
い
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
仮
定
し
て
い
る
事
で
も
明
ら
か
で

あ
る
。
だ
が
、
乙
の
創
作
的
見
地
を
認
め
よ
う
と
し
て
、
伊
勢
物
語
霊
調
の
基

底
に
置
い
た
の
は
契
沖
に
始
ま
る
と
い
う
事
は
確
か
で
あ
る
。

乙
れ
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、
馬
琴
も
五
雑
犯
を
引
い
て
、
小
説
が
虚
実
を
ま
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じ
え
て
書
く
事
を
記
し
、
そ
の
巧
拙
を
小
説
評
論
の
尺
度
に
据
え
て
い
る
。
彼

の
随
筆
雑
纂
「
玄
開
放
言
」
(
随
筆
大
成
第
三
巻
所
収
)
に
は
小
説
評
論
に
関

す
る
文
章
を
多
く
載
せ
て
い
て
、
そ
の
中
に
、
「
詰
ニ
金
聖
嘆
ヲ
こ
と
題
す
る

一

文
が
あ
る
。

ンヤテウセイ

謝
肇
制
が
小
説
を
論
じ
た
る
、
西
遊
記
を
第
一
と
す
べ
し
と
言
へ
り
。
又

云
、
惟
三
国
演
義
与
ニ
銭
唐
記

・
宣
和
遺
事
・
楊
六
郎
等
書
一
、
偲
而
無
レ味。

何
卜者ナレ
パ
、
事
太
ハナハダ実ニンテ
則
チ
近
シ
レ
禽
ニ
、
可
J
以
テ
悦
ハシ
J

百十一巷ノ
小

児ヲ
一、
而
シ不
ルレ
足
ラ
為

J
壬
君
子
ノ道
ト
一也
。
又
云
、
為
ツクラパ
レ
小
説
及

雑
劇
戯
文
二

須
掬ラク是レ
虚
実
相
半
、
方
ュ為ナシチ
ニ
遊
戯
三
昧
之
筆
ヲ一
、
亦

要
ス
ル
ニ
情
景
造
ィ
タ
リ
テ
乙
極
ニ
止
ム
申
。
不
レ
問
ハ
ニ
其
有
無
ヲ
一
也

(
見
五
雑
姐
巻
十
五
人
事
部
第
三
)
と
い
へ
り
。

小
説
戯
文
の
巧
拙
取
捨
は
、
論
じ
得
て
こ
〉
に
尽
せ
り
。

契
沖
と
馬
琴
と
が
、
五
雑
狙
を
引
い
た
事
も
、
小
説
の
虚
と
実
と
の
問
題
を

論
じ
た
事
も
、
乙
れ
は
時
代
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
馬
琴
が
「
勢
語
臆
断
」

を
読
ん
で
そ
の
一
示
唆
を
得
た
か
、
両
者
が
共
に
「
五
雑
狙
」
を
読
ん
で
、
そ
れ

ぞ
れ
に
小
説
の
虚
実
の
論
を
開
発
し
た
か
、
ど
ち
ら
で
も
あ
り
得
る
。
「
五
雑

姐
」
の
よ
う
な
支
那
の
学
書
が
、
篤
学
の
士
に
は
容
易
に
手
に
す
る
事
が
出
来

る
時
代
が
開
け
て
来
た
と
い
う
事
だ
け
は
確
実
に
知
り
得
る
。
乙
ん
な
事
を
う

る
さ
く
考
え
て
考
え
あ
ぐ
ね
た
事
が
、
そ
ん
な
昔
の
思
い
出
が
あ
っ
た
。

私
に
取
っ
て
今
は
随
分
と
音
の
、
古
め
い
た
く
り
言
に
な
っ
て
恐
れ
入
る
が
、

私
に
「
日
本
小
説
評
論
史
序
説
」
と
い
う
旧
者
が
あ
る
。
昭
和
七
年
十
二
月
大

同
館
書
居
発
刊
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
未
熟
さ
幼
稚
さ
は
思
い
や
ら
れ
る
。

今
思
っ
て
も
甚
だ
む
こ
う
見
ず
に
風
呂
敷
だ
け
大
き
く
ひ
ろ
げ
た
物
で
、
た
だ

い
ま
人
前
に
出
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
問
題
だ
け
は
「
序
説
」
の
名
の

如
く
広
く
浅
く
触
れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
一編
は
、
「
古
典
研
究
と
物
論
評
論
」
と

し
て
概
観
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
勢
語
臆
断
」
を
取
り
上
げ
て
、
古
典
学
に

於
け
る
近
世
が
、
中
世
か
ら
脱
出
を
試
み
て
い
る
点
を
見
ょ
う
と
し
た
。
私
の

当
時
の
関
心
は
、
伊
勢
物
語
研
究
史
に
於
け
る
中
世
と
近
世
、
近
世
伊
勢
物
語

注
釈
の
評
価
と
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
特
に
伊
勢
物
語
に
於
け
る
物
語
虚
実
論

の
展
開
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
項
を
改
め
て
纏
ま
り
を
つ
け
る
事
に
し
た
い
。

馬
琴
の
小
説
論
義
の
中
の
虚
実
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
右
の
旧
著
の
第

三
編
「
近
代
小
説
論
の
発
達
」
の
部
門
で
、
か
な
り
詳
細
に
述
べ
て
み
た
つ
も

り
で
あ
る
。
当
時
は
、
私
は
片
田
舎
に
住
ん
で
中
学
教
師
を
し
て
い
た
の
で
、

史
料
を
調
査
し
て
と
な
る
と
、
極
め
て
不
完
全
、
貧
弱
極
ま
る
も
の
で
、

一
行

の
文
章
を
書
く
に
も
お
っ
か
な
び
っ
く
り
、
盲
亀
の
浮
木
の
た
と
え
に
近
い
、

よ
く
も
あ
ん
な
わ
か
っ
た
風
な
事
を
書
い
た
事
よ
と
恥
ず
か
し
い
。
だ
が
、
完

壁
な
事
を
言
え
る
ま
で
待
と
う
と
な
る
と
、
あ
る
い
は
黄
河
の
水
が
清
む
の
は

何
時
か
と
い
う
事
に
な
り
そ
う
で
、
い
ま
だ
に
殆
ん
ど
前
進
し
て
い
な
い
の
で

あ
き
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
右
旧
著
で
は
第
三
編
の
〔
八
〕
で
、
「
表
現
思
想

と
し
て
の
虚
実
論
と
写
実
論
」
と
い
う
項
を
設
け
て
考
え
て
い
る
。
馬
琴
の
小

説
諭
は
当
時
と
し
て
は
頗
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
も
の
で
、

そ
れ
が
彼
の
随
筆

的
文
章
ゃ
、
作
品
の
序
践
に
書
き
散
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
総
合
し
て
観
察
す
る

と
、右
の
よ
う
な
断
片
的
な
詞
章
は
、
そ
れ
を
見
事
に
活
利
用
し
て
彼
の
小
説
評

論
の
論
陣
を
張
っ
て

い
る
。
小
説
虚
実
論
、
小
説
写
実
論
、
勧
懲
主
義
論
、
文

外
隠
微
之
説
な
ど
、
現
代
の
わ
れ
ら
を
納
得
さ
せ
る
言
葉
が
少
な
く
な
い
。
始

め
て
近
代
的
小
説
論
と
称
し
得
る
だ
け
の
理
論
に
到
達
し
得
て
い
る
と
私
は
評
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価
し
た
。

作
家
批
評
家
と
し
て
の
曲
亭
馬
琴
(
昭
和
八
年
、
雑
誌
「
国
漢
研
究
」
に
投
ず
)

馬
琴
の
小
説
批
評
(
昭
和
八
年

「
ク
オ
タ
リ

1
日
本
文
学
」
に
投
ず
)

馬
琴
の
俳
論
と
小
説
論
と
の
関
係
(
昭
和
八
年
十
一
月
稿
「
近
代
日
本
文
学
論
の
胎
生
」
の
第

四
節
と
し
て
執
筆
、
後
に

「日
本
文
学
l
九
州
l
」
に
載
せ
る
)

(
右
の
諸
論
考
は
、
「
日
本
小
説
評
論
史
序
説
」
以
後
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
.
)

こ
れ
ら
の
馬
琴
の
文
学
批
評
論
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
も
や
は
り
独
立
の
項

で
改
め
て
考
え
て
み
る
事
に
し
た
い
。

二
、
伊
勢
物
語
研
究
中
の
中
の
古
学
的
方
法

た
だ
今
、
月
例
と
し
て
大
阪
国
文
談
話
会
中
古
都
会
で
「
伊
勢
物
語
」
の
会

読
を
行
な
っ
て
い
る
。
私
も
体
調
の
許
す
限
り
、
席
末
に
列
し
て
、
時
に
無
用

の
弁
を
述
べ
て
み
た
り
も
し
て
い
る
。
講
師
は
増
田
繁
夫
氏
担
当
。
な
か
な
か

熱
心
な
人
々
が
集
ま
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
昔
の
事
を
憶
い
出
し
た
り
す
る

の
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
研
究
史
を
通
観
し
て
、
中
世
の
そ
れ
と
近
世
の
そ
れ
と

の
本
質
的
な
差
異
は
、
は
た
し
て
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
か
な
ど
と
考
え
て

み
た
頃
の
事
を
反
佃
倒
し
て
み
る
。

中
世
の
古
典
学
は
主
と
し
て
師
の
学
聞
を
伝
え
た
上
に
立
っ
て
み
ず
か
ら
の

所
見
を
加
え
る
。
近
世
の
そ
れ
は
、
古
学
的
方
法
を
信
条
と
す
る
実
証
主
義
で

あ
る
が
、
一
応
は
彼
は
僚
時
四
此
れ
は
清
新
と
考
え
ら
れ
た
事
も
う
な
ず
け
る
。

同
時
に
古
学
に
も
方
法
的
欠
陥
は
あ
る
し
、
特
に
言
語
理
論
の
面
で
は
、
い
ま

一
度
中
世
古
典
学
の
到
達
点
ま
で
立
ち
返
っ
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
な

事
例
も
勿
論
少
な
く
は
な
い
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
「
勢
語
臆
断
」
の
没
す
べ
か
ら
ざ
る
卓
見
と
す
べ
き

は
、
「
伊
勢
物
語
」

は
ま
ず
物
語
と
し
て
す
な
お
に
読
h
u

べ
し
と
し
た
点
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

此
物
語
と
古
今
集
と
相
違
の
事
あ
り
。
彼
は
勅
撲
な
れ
ば
た
し
か
に
て
、

乙
れ
は
物
語
な
れ
ば
筆
に
ま
か
せ
た
る
事
あ
る
べ
し
。
後
撰
集
・拾
遺
集
、

は
ず
・
り

是
に
准
ふ
べ
し
。
(
国
文
学
注
釈
叢
書
勢
語
臆
断
の
始
め
に
、
国
学
院
大

学
蔵
四
冊
に
簸
る
と
し
て
加
え
ら
れ
た
所
に
よ
る
。
後
の
書
き
加
え

か
。
)

乙
乙
に

「
古
今
集
」

と
あ
る
の
を
、
「集」

と
置
き
変
え
て
も
本
意
は
変
る

ま
い
。
伊
勢
物
語
は
物
語
で
あ
る
。
歌
の
集
で
は
な
い
。

実
録
で
は
な
い
。
物

語
と
し
て
す
な
お
に
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
『
臆
断
』
の
本
意
で
あ

る
。
勅
撰
・私
撲
に
局
限
さ
れ
る
事
は
あ
る
ま
い
。
「
集
」

と

「
物
誼
巴
と
を
別

の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
考
え
る
と
い
う
事
が
重
大
で
あ
ろ
う
。

文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
に
於
け
る
虚
実
の
か
か
わ
り
を
考
え
て
み
る
と
、

「集」

は
実
、
「
作
り
物
語」

は
虚
、
「
歌
物
語
」
は
実
を
虚
で
包
み
脚
色
し
た
と
見
る

事
が
出
来
る
。
「
歌
物
語
」
は
虚
を
含
む
が
故
に
「
物
語
」
の
類
と
な
る
。
「
集
」

立
て
前
と
し
て
は
虚
を
含
ま
な
い
と
い
う
性
格
で
日
記

・
随
筆

・
評
論
等
の

類
と
括
ら
れ
る
。
だ
が
、
「
集
」
と
呼
ば
れ
て
も
、
純
粋
に
実
録
で
あ
る
事
は

不
可
能
に
近
い
。
詞
書
や
左
注
等
に
な
る
と
、
撰
者
の
想
像

・
解
釈
を
入
れ
る

事
は
不
可
避
で
あ
る
。
「
日
記
」
の
中
に
も
、
自
己
を
客
体
化
し
て
第
三
者
の

如
く
に
語
る
部
分
を
包
摂
す
る
事
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
「
男
も
す
な
る
日
記
と

い
う
も
の
を
女
も
し
て
み
む
と
て
」
な
ど
は
、
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
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「伊
勢
物
語
」
・
「
大
和
物
語
」
な
ど
の
中
の
歌
と
物
語
と
で
は
、
歌
び
と
と

物
語
者
と
は
別
個
で
あ
る
。
物
語
は
実
事
実
録
の
枠
に
捉
わ
れ
な
い
で
、
物
語

化
す
る
事
が
可
能
に
な
る
。
面
白
く
も
、
お
か
し
く
も
、
悲
し
く
も
語
る
事
が

可
能
に
な
る
。

歌
物
語
で
あ
る
以
上
は
、
歌
は
実
と
し
て
伝
承
さ
れ
愛
請
さ
れ
た
歌
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
作
り
物
語
で
あ
る
事
は
許
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
ま
と
と
の
歌

で
は
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
場
面
の
解
釈
や
鑑
賞
は
語
る
者

・
読
ひ
者
の
自

由
に
任
か
さ
れ
る
。
そ
こ
に
「
集
」
と
は
違
う
「
物
語
」
の
領
域
が
あ
り
得
ょ

う
。
契
沖
が
「
ζ

れ
は
物
語
な
れ
ば
筆
に
ま
か
せ
た
る
事
あ
る
べ
し
」
と
言
っ

た
の
は
、
乙
ん
な
意
味
あ
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う。

契
沖
は
、
全
体
を
一
律
的
に
規
定
す
る
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
文
献
に
徴

し
て
そ
の
事
実
の
有
無
を
云
云
す
る
方
法
を
取
っ
て
い
る
の
で
、
後
の
斎
藤
彦

磨
の
「
勢
語
図
語
抄
」
に
は
、
「
臆
断
は
い
と
/
¥
よ
ろ
し
か
れ
ど
、
此
物
語

に
深
く
な
づ
み
て
実
録
の
如
く
説
き
な
さ
れ
た
り
」
と
、
心
外
と
思
わ
れ
る
よ

う
な
批
評
を
加
え
た
り
も
し
て
い
る
。
「
勢
語
図
説
抄
」
は
、
「
伊
勢
物
語」

は

実
録
に
あ
ら
ず
と
い
う
方
向
に
傾
い
た
も
の
、
其
淵
の
「
伊
勢
物
語
古
意
」
の

説
く
所
、
「
ム
ユ
玄
音
々
の
あ
と
な
し
物
語
に
同
じ
」
、
「
こ
よ
な
き
心
や
り
種
と

ぞ
な
れ
り
け
る
」
と
い
う
趣
意
に
同
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
「
臆
断
」
は
、
「
虚
実
を
ま
じ
へ
書
く
」
も
の
だ
と
い
う
あ
た
り
に

「
歌
物
語
」
の
位
置
づ
け
を
し
た
物
で
あ
る
か
ら
、
「
古
意
」
の
言
う
如
き
あ

と
な
し
物
語
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
作
り
物
語
と
も
ジ
ャ
ン
ル
を
異
に

し、

集
や
日
記
と
も
別
な
も
の
で
あ
る
。
そ
乙
に
「
歌
も
の
が
た
り
」
は
定
位

置
を
保
持
す
る
。

ー-

集
は
実
録
に
て
、ζ
乙
は
物
語
な
れ
ば
か
う
作
れ
る
な
る
べ
し
。
(
百
六
段
)

作
れ
る
と
と
な
れ
ば
そ
の
ま
ま
に
見
る
べ
し
。
(
六
段
)

此
段
は
作
れ
る
な
り
。
(
十
二
段
)

此
段
作
物
語
な
り
。
(
二
十
三
段
)

「
作
れ
る
な
り
」
と
あ
る
事
は
、ζ
の
物
語
の
乙
の
章
段
の
こ
の
話
の
部
分
は

作
り
事
で
あ
る
。
歌
は
実
の
詠
作
ま
た
は
伝
承
で
あ
る
。
物
語
の
部
分
は
、
実

事

・
実
際
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
虚
実
相
混
ず
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
は
な

し
」
の
要
素
が
は
い
り
込
む
事
を
嫌
わ
な
い
。
面
白
く
読
ま
せ
る
。
物
語
に
趣

味
を
持
た
せ
る
。
「
作
り
物
語
」
的
要
素
が
、
脚
色
と
し
て
加
っ
て
い
る
。

思
う
に
、
「
臆
断
」
が
学
問
と
し
て
進
境
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
歌
物
語
の

ヅ
ャ
ン
ル
の
本
質
を
指
摘
し
て
く
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
集
は
実
録
だ
が
歌
物

語
は
や
は
り
物
語
文
学
の
中
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
実
の
中
に
虚
を
加

え
る
事
を
拒
ま
な
い
の
で
あ
る
。
全
く
の
実
で
も
な
く
、
全
く
の
虚
で
も
な
い
。

彼
が
説
く
虚
実
は
、
「
三
体
詩
抄
」
の
説
く
所
と
甚
た
相
似
る
。

「虚
ト
ハ
意
ニ

所
レ
思
ノ
理
事
ゾ
。

理
事
ハ
無
レ
形
、
故
為
レ
虚
。
実
ト
ハ
限
ェ
所
レ
見
ノ景
ゾ。

景
物
ハ
有
レ
形
。
サ
テ
実
ノ
中
ニ
含
ムレ
虚
ヲ
事
ガ
ア
ル
ゾ
」
(
三
体
詩
法
抄
)
。
歌

物
語
に
宛
て
て
考
え
れ
ば
、
歌
は
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
者
が
加
え
る
事
も
減

ず
る
事
も
許
さ
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。
物
語
は
作
者
の
所
為
で
あ
る
。
作
者
が

作
る
事
も
、
つ
ま
り
加
減
す
る
事
も
脚
色
す
る
事
も
、
か
な
り
の
範
囲
で
許
容
さ

れ
て
い
る
。
(
そ
の
許
容
の
範
囲
は
と
り
ど
り
で
、
そ
れ
に
よ

っ
て
説
話
集
に

近
づ
い
た
り
歴
史
物
語
に
近
づ
い
た
り
・
も
し
て
い
る
。
)

私
は
ま
た
思
う。

伊
勢
物
語
に
作
り
物
語
の
要
素
が
ま
じ
っ
て
い
る
事
は

『
臆
断
』
『
古
意
』
等
の
古
学
主
義
が
始
め
て
言
っ
た
の
で
は
な
く
、
中
世
の
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注
釈
で
も
随
分
指
摘
し
て
い
る
事
で
あ
っ
た
。
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
以
降
の

伝
統
を
引
く
「
肖
聞
抄
」
「
惟
清
抄
」
等
々
の
注
釈
も
決
し
て
、
実
に
執
着
し

て
虚
構
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
者
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
臆
断
』

『
古
意
』
等
が
文
献
主
義

・
実
証
主
義
を
強
調
し
て
い
る
の
と
は
、
区
別
を
示

す
と
し
て
も
、
中
世
の
学
風
に
批
判
主
義
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、

又
或
説
、
奥
州
な
ど
の
遠
き
名
所
を
い
へ
る
は
、
業
平
是
ま
で
は
く
だ

り
侍
ら
ね
ど
、
歌
に
つ
き
て
其
所
に
て
よ
め
る
や
う
に
書
な
し
侍
り
。
是

つ
く
り
物
語
の
習
也
と
い
へ
り
。
此
ノ
説
は
誠
に
一
理
あ
る
に
似
た
り
。

(
愚
見
抄
)

あ
く
た
川
ち
り
な
ど
な
が
す
と
云
云
。
ま
乙
と
に
一
概
の
御
註
に
も

此
ノ
事
を
一
説
と
し
て
如
ジ
此
ク
ノ
あ
そ
ば
さ
れ
た
り
。
実
に
は
此
ノ
名
な
し
。

作
リ
物
が
た
り
作
法
に
や
。
(
肖
筒
抄
)

あ
く
た
川

作

り

物
語
な
れ
ば
、
替
市
中
の
あ
く
た
な
が
す
川
な
ど
云
フ
儀

に
も
及
ば
ず
。
只
あ
く
た
川
と
い
ふ
川
に
て
を
く
べ
し
。
(
惟
清
抄
)

伊
勢
物
語
研
究
史
に
於
け
る
中
世
の
復
権
を
認
め
る
事
は
極
め
て
大
事
な
事

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
『
臆
断
』
の
卓
見
は
、
今
日
か
ら
言
え
ば
格
別
に
奇
抜
な

所
も
な
く
、
「
集
は
実
録
に
て
ζ

乙
は
物
語
な
れ
ば
か
う
作
れ
る
な
る
べ
し
(
百

六
段
)
、
「
作
れ
る
乙
と
な
れ
ば
た
だ
そ
の
ま
ま
に
見
る
べ
し
(
六
段
)
と
、
無

理
な
力
を
抜
い
た
批
評
に
こ
そ
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
奇
し
く
も
(
あ

る
い
は
当
然
に
も
)
、
『
惟
清
抄
』
(
舟
橋
宣
賢
)
の
「
作
り
物
語
な
れ
ば
・
:
只

あ
く
た
川
と
い
ふ
川
に
て
置
く
べ
し
」
と
符
節
を
合
わ
せ
る
。
中
世
歌
学
だ
近

世
古
学
だ
と
あ
な
が
ち
に
大
声
を
あ
げ
て
区
別
巻
叫
ぶ
ま
で
も
な
い
。

真
実
が

真
実
で
あ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

旧
著
で
も
言
及
し
た
が
、

『
臆
断
』
の
位
置
は
、
物
語
の
本
質
を
明
ら
か
に

し
、
物
語
批
評
を
物
語
批
評
と
し
て
出
発
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る

先
入
主
を
意
識
的
に
退
け
て
、
物
語
の
あ
る
が
ま
ま
を
享
受
し
批
評
し
よ
う
と

す
る
。
近
世
に
於
け
る
内
在
批
評
の
完
成
は
、
契
沖
に
よ
っ
て
際
立
っ
て
近
づ

い
た
と
見
る
事
が
出
来
る
。

思
う
に
、
伊
勢
物
語
の
本
体

・
本
質
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
時
、
虚
実
の
問

題
が
最
も
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
『
知
顕
抄
』
の
苦
か

ら
、
乙
の
物
語
が
歌
書
で
あ
る
と
い
う
観
点
で
専
ら
考
え
ら
れ
て
お
り
、
物
語

部
分
に
関
し
て
は
歴
史
的
事
実
と
の
関
連
が
主
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
知
顕
抄
』
で
は
、
物
語
の
な
ぞ
め
い
た
表
現
が
、
い
か
な
る
史
実
を
意
味
す

る
か
が
模
索
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
。
『
知
顕
』
と
は
、
字
面
に
隠
さ
れ
て
い

る
史
実
的
意
味
を
顕
現
す
る
と
い
う
名
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
も
表
現
面
の
虚

と
隠
さ
れ
た
実
と
の
関
連
が
問
題
で
あ
っ
た
。
『
愚
見
抄
』
以
後
に
な
る
と
、

物
語
部
分
に
、
作
り
物
語
的
な
趣
向
が
ま
じ
る
事
が
あ
る
事
は
指
摘
さ
れ
る
所

が
あ
り
、
歌
に
も
業
平
な
ら
ぬ
者
も
あ
り
、
物
語
に
於
け
る
虚
構
の
問
題
が
伊

勢
物
語
研
究
史
に
沿
う
て
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。
乙
の
問
題
が
そ
の
ま
ま
の
方
向

で
近
世
に
連
続
し
て
い
る
。
『
臆
断
』
が
『
か
ゃ
う
の
物
語
の
た
ぐ
ひ
は
、
も

ろ
こ
し
に
も
虚
実
を
ま
じ
へ
普
く
よ
し
、
五
雑
狙
と
云
ふ
物
に
書
け
り
」
と
断

じ
、
伊
勢
物
語
が
そ
の
よ
う
な

「
虚
実
ま
じ
え
書
く
物
語
」
と
弁
じ
た
の
は
、

物
語
文
学
研
究
史
の
上
に
一
つ
の
峠
を
越
え
た
者
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
契
沖
は

恐
ら
く
伊
勢
物
語
注
釈
を
進
め
て
行
っ
た
結
果
の
断
案
と
し
て
右
の
よ
う
に
説

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
文
学
注
釈
叢
許
に
採
ら
れ
た
国
学
院
大
学
蔵
の
「
臆
断
」
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の
巻
首
に
本
来
に
は
築
の
形
を
付
加
さ
れ
た
文
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。

契
沖
は
伊
勢
物
語
を
全
く
実
録
に
あ
ら
ず
と
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ

が
物
語
と
し
て
は
創
作
的
要
素
が
あ
っ
た
事
を
は
っ
き
り
認
め
よ
う
と
し
て
い

る
、
そ
の
方
向
に
数
歩
を
進
め
て
い
る
。

真
淵
の
「
伊
勢
物
語
古
意
」
の
中
の
「
総
論
」
は
、
契
沖
の
見
解
を
前
進
せ

し
め
よ
う
と
し
た
す
ぐ
れ
た
物
語
評
論
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
論
の
当
否
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ζ

と

ふ

ろ

か
』
る
ふ
み
を
物
語
と
名
づ
け
る
事
は
、
実
の
録
の
と
と
く
は
あ
ら
で
、

ま
ζ

と
そ
ら
と
と

世
の
人
の
語
り
伝
へ
来
し
事
を
真
実
虚
実
を
も
聞
は
ず
そ
の
か
た
る
ま
h

k
書
き
集
め
た
る
て
ふ
意
に
て
、
今
云
ふ
昔
々
の
あ
と
な
し
物
語
に
同
じ
。

し
か
は
あ
れ
ど
、
文
よ
く
書
き
た
れ
ば
、
こ
よ
な
き
心
や
り
種
と
ぞ
な
れ

り
け
る
。

こ
れ
が
総
論
中
の
総
論
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
「
物
語
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
事

の
意
味
は
、
伝
承
を
そ
の
ま
ま
語
る
の
が
「
物
語
」
と
い
う
名
の
本
有
の
意
味

で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
一
応
は
う
べ
な
え
る
。
だ
が
、
ζ

れ
を
物
語
文
学
全

般
を
総
括
す
る
定
義
と
す
る
に
は
、
作
り
物
語
と
か
歌
物
語
と
か
呼
ぴ
な
ら
わ

し
て
い
る
も
の
を
包
括
し
得
な
い
欠
陥
が
あ
る
。
作
者
が
想
像
を
加
え
、
主
題

を
持
っ
て
描
き
上
げ
る
創
作
文
芸
を
忘
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
「
聞
き
書
き
」

「
説
話
集
」
な
ど
し
か
、
物
語
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
か
に
聞
こ
え
る
。
古
代

に
「
か
た
る
」
と
言
い
、
「
か
た
り
」
と
言
っ
た
の
は
、
な
る
程
「
伝
承
」
と

関
す
る
話
説
す
る
事
を
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
「
い
な
と
言
へ
ど
強
ふ
る
志
斐

飽
が
強
諮
り
乙
の
と
ろ
聞
か
ず
で
わ
れ
恋
ひ
に
け
り
」
(
万
葉
)
の
強
語
り
が
物

語
世
界
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
語
り
手
と
聞
き
手
と
が
あ
れ
ば
物
語
が
成
り

立
つ
。
右
の
真
淵
の
物
語
定
義
は
、
「
上
古
の
物
語
は
」
と
限
定
す
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
)

真
淵
の
物
語
総
論
は
、
一
言
に
尽
く
せ
は
物
語
そ
ら
と
と
論
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
恐
ら
く
源
氏
物
語
の
物
語
そ
ら
と
と
の
考
え
事
が
影
響
が
あ
っ
た
ろ
う
。

真
淵
は
物
語
各
論
で
、
伊
勢
物
語

・
伊
勢
物
語
等
は
、
「
ζ

こ
に
あ
り
し
事
を
、

あ
ら
ぬ
よ
う
に
」

書
き
な
す
故
に
「
そ
ら
と
と
」
で
あ
り
、
宇
津
保

・
落
窪
の

物
語
は
「
よ
れ
る
所
も
あ
る
か
、
き
だ
か
に
言
ひ
が
た
け
れ
ど
も
、
ま
づ
は
そ

ら
と
と
」
と
説
明
す
る
。
大
和
物
語

・
今
昔
物
語
等
は
、
「
み
づ
か
ら
巧
め
る

に
は
あ
ら
で
、
人
の
語
る
ま
ま
に
書
き
た
れ
ば
、
実
も
虚
も
、
又
い
と
実
録
な

る
も
交
れ
り
」
と
説
明
、
栄
花
物
語
は
「
実
の
事
な
る
を
、
し
ば
ら
く
物
語
と

は
名
づ
け
た
り
」
と
い
う
風
に
概
説
す
る
。
物
語
文
学
の
類
を
大
ま
か
な
が
ら

分
け
て
、
「
作
り
物
語
」
と
「
説
話
集
」
と
史
籍
の
物
語
化
と
し
て
の

「
歴
史

物
語
」
と
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
面
白
い
と
思
う
。
だ
が
、

「伊
勢
物
語
」

と
「
源
氏
物
語
」

等
を
一
つ
に
寄
せ
て
「
日
本
に
あ
っ
た
事
を
モ
デ
ル
と
し
て

仮
作
物
語
」
と
括
ろ
う
と
し
た
の
は
、
甚
だ
奇
妙
で
あ
る
。
「
伊
勢
物
語
」
を

「
源
氏
物
語
」
等
と
同
じ
く
「
作
り
物
語
」
と
し
て
解
釈
し
た
事
を
示
す
。

「
伊
勢
物
語
」
は
「
作
り
物
語
」
で
あ
り
、
「
大
和
物
語
」
は
伝
承
の
物
語
の

聞
き
留
め
で
あ
る
と
し
て
別
の
類
に
収
納
さ
れ
て
い
る
事
は
、
お
か
し
な
事
だ

が
、
全
く
わ
か
ら
ぬ
事
で
は
な
い
。

思
う
に
、
「
伊
勢
物
語
」
の
中
に
も
、
業
平
の
歌
で
な
く
古
伝
承
に
若
干
の

創
作
を
加
え
た
者
が
あ
る
し
、
「
大
和
物
語
」
の
方
が
そ
の
種
の
伝
説
を
語
る

者
が
あ
り
、
そ
の
差
が
そ
の
ま
ま
「
今
昔
物
語
集
」
の
世
界
に
向
か
っ
て
な
だ

れ
て
ゆ
く
。
「
祭
花
物
語
」
・
大
鏡
」
以
下
の
歴
史
物
語
の
類
の
、
物
語
と
呼
ば
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れ
る
事
の
意
味
は
、
い
か
に
浬
解
し
た
ら
よ
い
か
。
歴
史
は
仮
名
ぶ
み
で
記
さ

れ
て
も
歴
史
で
あ
る
事
に
変
り
は
な
い
。
今
日
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
を

「
物

語
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
収
め
て
い
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。

ζ

れ
ら
に
は
物
語
る
と
い
う
形
が
あ
る
。
作
者
は
そ
こ
に
自

己
を
見
え
穏
れ
さ
せ
つ
つ
、
作
口
聞
に
結
構
を
与
え
、
虚
構
を
加
え
も
し
、
主
観

的
な
表
現
を
参
加
さ
せ
も
す
る
。
そ
の
点
で
は
、
日
記

・
随
筆
の
類
も
、
広
義

に
は
物
語
で
あ
る
。
そ
の
点
を
念
頭
に

置

い
て
、
そ
の
上
で
「
作
り
物
語
」

「
歌
物
語
」
「
説
話
文
学
」
「
歴
史
物
語
」
「
日
記

・
随
筆
」
等
の
類
別
の
中
に

整
理
し
て
見
た
ら
よ
い
。

真
淵
が
、
「
伊
勢
物
語
」

を
「
源
氏
物
語
」
と
同
列
に
収
め
よ
う
と
し
た
の

は
誤
り
と
す
る
し
か
な
い
が
、
歌
物
語
部
分
を
「
そ
ら
と
と
」
で
あ
る
と
見
な

す
事
で
契
沖
と
離
れ
て
独
自
の
見
解
を
誌
み
た
事
を
、
伊
勢
物
語
研
究
史
の
中

で
全
く
意
味
の
な
い
事
と
も
思
わ
な
い
。
虚
構
の
幅
を
多
少
拡
げ
て
解
釈
す
る

と
い
う
一
つ
の
見
地
を
示
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

歌
物
語
の
場
合
、
歌
は
物
語
と
別
に
、
既
存
の
伝
承
で
あ
る
。

ζ

れ
を
読
み
、

鑑
賞
す
る
読
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
そ
の
歌
の
持
つ
場
面
を
想
像
で
補
い
な
が
ら
、

再
現
し
て
み
る
。
そ
乙
で
は
、
自
由
に
歌
を
構
成
す
る
人
物
や
事
件
を
想
像
し

て
見
る
。
そ
の
想
像
さ
れ
た
世
界
が
歌
物
語
を
作
り
上
げ
る
。

歌
と
か
俳
句
の
よ
う
な
短
詩
形
文
芸
は
、
一
旦
、
社
会
の
中
に
所
有
さ
れ
る

と
、
作
者
か
ら
離
れ
て
独
り
歩
き
を
始
め
る
。
「
去
来
抄
」
に
「
岩
鼻
や
ζ
ζ

に
も
ひ
と
り
月
の
客
」
と
い
う
発
句
に
つ
い
て
、
作
者
は
去
来
で
、
芭
蕉
が

「

汝
ζ

の
句
を
い
か
に
思
ひ
て
作
せ
る
や
」
と
質
問
し
た
。
去
来
は
「
明
月
に
山

野
吟
歩
し
侍
ら
に
、
岩
頭
一
人
の
騒
客
を
見
つ
け
た
る
」
と
申
す
。
師
は
「
乙

こ
に
も
一
人
月
の
客
と
、
お
の
れ
名
乗
り
出
で
た
ら
ん
ζ

そ
い
く
ば
く
の
風
流

な
ら
ん
。
た
だ
自
称
の
句
と
な
す
べ
し
」
と
教
え
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
句
を

め
ぐ
る
作
者
の
語
る
場
面
構
成
と
、
そ
の
師
匠
の
芭
蕉
が
解
釈
す
る
場
面
構
成

の
説
明
と
が
ま
る
で
違
う
。
句
自
体
は
作
者
と
読
者
で
独
り
歩
き
+
守
し
て
い
る
。

作
者
が
読
者
の
解
釈
を
支
配
す
る
事
は
出
来
な
い
。

然
ら
ぱ
歌
物
語
に
於
け
る
物
語
部
分
は
、
本
の
歌
を
自
由
に
歩
き
廻
っ
た
結

果
で
あ
る
。
「
企
画
男
あ
り
け
り
」
の
男
が
在
原
業
平
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
事
は
な
く
な
る
。
た
だ
た
と
え
ば
元
服
直
後
の
美
し
い
貴
公
子
で
あ
れ
ば

よ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
で
、
勝
手
に
、
人
物
の
年
令
・
地
位
・
境
遇
な
ど
を
想

像
の
中
で
作
り
上
げ
て
も
構
わ
な
い
。
史
実
を
考
証
す
る
事
は
、
そ
の
方
の
学

者
に
任
か
せ
て
も
よ
い
。
読
者
は
自
由
に
想
像
世
界
に
遊
べ
ば
よ
い
。
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一一、

近
世
小
説
評
論
の
発
展
と
曲
亭
馬
琴

始
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
『
臆
断
』
が
「
五
雑
狙
」
の
説
を
引
い
て
、
物
語

文
芸
の
類
は
、
虚
実
ま
じ
え
て
書
く
と
説
い
た
の
は
、
日
本
の
物
語
文
芸
の
類

も
支
那
の
小
説
類
と
同
種
の
物
と
見
た
事
に
な
る
。
取
り
わ
け
で
、

「伊
勢
物

語
」
の
非
実
録
性
・
創
作
性
を
認
め
た
事
を
示
す
。

や
や
時
代
が
下
る
が
、
馬
琴
も
同
じ
「
五
雑
狙
」
を
引
い
て
、
小
説
及
び
雑

劇
戯
文
は
虚
実
相
半
ば
す
べ
く
、
ま
さ
に
遊
戯
三
昧
之
筆
た
る
べ
く
、
又
情
景

そ
の
極
に
造
る
事
を
目
標
と
す
べ
し
と
説
く
。
こ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
作
家
批
評

家
と
し
て
の
馬
琴
の
小
説
論
の
基
本
と
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
彼
馬
琴
が
著
作

性
命
を
摺
り
減
ら
し
て
行
っ
た
。
敢
え
て
そ
の
道
を
選
ん
で
男
子
一
生
の
事
業
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と
し
た
生
涯
は
、
「
戯
作
三
昧
」
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
「
情
景
、
極
に
造
り
て

止
む
」
と
い
う
の
は
、
文
芸
と
し
て
の
戯
作
の
理
想
で
あ
っ
た
。

ζ

れ
は
私
の
解
釈
で
あ
る
が
、
馬
琴
と
い
う
人
間
は
戯
作
の
価
値
を
二
つ
に

分
け
て
考
え
て
い
た
。
劇
作
(
文
芸
)
の
社
会
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
の
二

元
に
分
け
て
考
え
て
い
た
か
と
思
う
。
文
芸
の
社
会
的
価
値
は
「
勧
懲
」
、
芸

術
的
価
値
は
「
情
景
極
に
造
り
て
止
む
」
の
所
の
「
文
章
」
の
美
で
あ
っ
た
。

ζ

の
二
元
的
思
考
は
、
「
八
犬
伝
」
等
の
彼
の
作
品
に
付
さ
れ
た
序
践
に
一
貫

し
て
現
れ
る
。
思
う
に
、
乙
の
二
元
論
の
ジ
レ
ン
マ
の
よ
う
な
も
の
は
、
不
思

議
と
明
治
の
文
芸
に
尾
を
引
き
、
大
正
・
昭
和
の
文
芸
に
及
ん
で
、
永
遠
の
課

題
を
残
す
事
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
あ
と
で
ま
た
触
れ
る
所
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
馬
琴
の
右
の
論
は
、
も
と
も
と
支
那
小
説
に
於
け
る
、
清
の
金
聖
歓

と
い
う
人
の
「
水
時
間
伝
」
批
評
に
対
す
る
反
論
ぞ
契
機
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
題
し
て
「
詰
ニ
金
聖
歓
こ
と
い
う
。
ま
と
と
に
庖
大
な
評
論
で
あ

る
。
「
玄
同
放
言
」
(
日
本
随
筆
大
成
巻
三
所
収
)
の
「
第
四
十
一
人
事
」
の
中

に
入
っ
て
い
る
。
金
聖
歎
が
「
人
爵
伝
」
に
外
書
批
註
し
て
、
第
七
十
回
ま
で

元
の
施
耐
奄
作
と
し
、
七
十
回
以
下
は
羅
貫
中
が
継
い
だ
者
と
し
、
王
望
如
も

賛
同
し
て
い
る
が
、
王
氏
の
論
は
弁
ず
る
足
ら
ず
、
聖
歎
亦
よ
く
小
説
を
見
た

者
で
な
い
と
詰
っ
て
い
る
。
(
馬
琴
は
水
瀞
伝
は
全
編
羅
貫
中
作
で
あ
り
、
金

聖
歎
の
説
は
で
た
ら
め
で
あ
る
と
す
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
)

こ
の
「
詰
金
聖
歎
」

と
い
う
一
文
は
、
馬
琴
の
抱
懐
す
る
小
説
論

・
小
説
批

評
論
を
引
き
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
底
を
な
し
て
い

た
の
は
、
彼
の
戯
作
者
と
し
て
の
創
作
体
験
の
中
で
胸
中
に
去
来
し
た
、
抱
負

や
懐
疑
や
も
ろ
も
ろ
の
感
想
が
金
塑
歎
の
水
添
伝
批
評
に
反
擁
す
る
事
で
一
度

に
噴
き
出
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
金
聖
歎
が
一
方
で
「
西
遊
記
」
・
「
三
国
志

す

演
義
」
を
都
べ
て
好
か
ら
ず
と
辰
し
な
が
ら
、
他
方
「
三
国
志
演
義
」
を
評
す

る
日
は
こ
れ
を
第
一
と
す
る
な
ど
、
両
舌
、
媒
婆
の
如
き
矛
盾
を
攻
撃
し
て
い

る
。
か
く
て
何
が
好
き
小
説
で
あ
る
か
が
関
わ
れ
て
来
る
。
謝
肇
制
は
、
小
説

を
論
じ
て
「
西
遊
記
」
を
第
一
と
す
べ
し
と
す
る
。
「
三
国
士
山
演
義
」
等
は
「
僅

に
し
て
味
無
し
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、事
太
だ
実
な
れ
ば
則
ち
時
四
に
近
し
。
」
と

言
っ
て
い
る
に
対
し
て
も
、
馬
琴
一
家
の
別
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
見

解
の
中
に
は
、
彼
の
小
説
虚
実
の
論
の
明
確
な
意
見
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ

'o
。

但
、
三
国
演
義
の
、
「
実
に
過
ぎ
た
る
を
も
て
云
云
」
と
い
ひ
し
の
み
感

服
し
が
た
し
。
彼
の
書
は
所
謂
、
虚
実
相
半
ば
す
る
も
の
な
り
。

E
、
陳

寿
が
「
士
山
」
に
は
三
国
の
本
紀
列
伝
、
紛
員
と
し
て
一
朝
に
通
覧
し
が
た

し
。
「
演
義
」
に
至
り
て
、
三
行
君
臣
の
終
始
を
話
説
す
る
に
、
謀
れ
た
る

わ
〈

紙
を
解
き
て
、
肇
め
て
隻
に
掛
け
た
る
始
し
。
そ
の
才
の
世
に
創
れ
た
る

わ
ぢ

に
あ
ら
ぎ
り
せ
ぱ
な
し
が
た
か
る
事
に
な
ん
。
よ
り
て
お
も
ふ
に
「
三
国

演
義
」
は
作
者
の
胸
踊
よ
り
生
み
出
せ
し
趣
向
に
あ
ら
ず
。

ζ

は
天
作
に

し
て
、
自
然
の
妙
処
多
か
り
。
水
添
伝
は
作
者
の
位
裏
よ
り
作
り
出
せ
し

趣
向
な
り
。
乙
は
人
作
に
し
て
、
そ
の
才
亦
傑
出
せ
し
も
の
な
り
。
響
へ

ば
生
花
と
男
総
花
の
如
し
。
男
総
花
の
美
な
る
乙
と
は
鹿
ぜ
美
な
り
、
し

か
れ
ど
も
造
花
自
然
の
微
妙
に
及
ば
ず
、
又
お
も
ふ
に
小
説
の
批
註
は
毛

宗
出
聞
が
三
国
演
義
の
評
論
、
滑
稽
い
と
多
か
り
。
金
塑
歎
が
理
を
推
し
史

を
引
き
た
る
外
書
に
は
遥
か
に
優
し
た
り
。
こ
の
他
の
諸
演
義
は
謝
氏
の

論
ぜ
し
如
し
。
西
遊
記
は
尤
も
妙
作
な
れ
ど
も
そ
の
事
怪
誕
に
過
ぎ
て
事
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も
情
致
を
写
せ
る
こ
と
な
し
。
そ
の
書
、
水
濡

・
三
国
演
義
の
右
に
出
で

ち
か
ど
ろ

A
U
ん

が
た
き
ζ

の
故
な
る
べ
し
。
又
近
属
乙
の
間
に
刊
行
せ
し
前
々
太
平
記

・

か
ら
〈
に

前
太
平
記
そ
の
他
の
諸
軍
記
、
多
く
は
唐
山
の
演
義
に
似
た
り
。
虚
実
相

い
ほ
ゆ
る
り

半
ば
す
る
の
み
、
謝
氏
所
云
僅
に
し
て
無
味
者
也
。
凡
そ
小
説
は
心
を
師

と
し
て
作
り
出
せ
る
も
の
な
れ
ば
、
巧
拙
は
作
者
の
才
に
よ
る
べ
し
。

ほ
ん

今
の
草
子
物
語
を
作
る
に
唐
山
の
小
説
は
本
に
な
ら
ず
、
彼
と
我
と
は
物

み
な
異
な
り
。
き
れ
ば
と
て
竹
取

・
宇
津
保

・
源
氏

・
落
窪
も
材
に
は
な

ら
ず
、
雅
俗
今
昔
の
差
附
あ
れ
ば
な
り
。
そ
の
才
あ
る
は
心
を
師
と
し
、

(
下
略
)

馬
琴
の
支
那
小
説
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
、
批
評
限
の
適
確
さ
、
見
る
べ
き

も
の
が
あ
る
と
思
う
。
私
に
ζ

の
馬
琴
評
を
批
評
す
る
だ
け
の
素
養

・
下
地
が

甚
だ
貧
し
い
の
で
何
か
と
ζ

と
あ
げ
す
る
の
も
気
が
引
け
る
が
、
そ
れ
で
も
、

「
三
国
志
演
義
」
「
水
瀞
伝
」
「
西
遊
記
」
を
取
り
上
げ
て
の
比
較
評
論
は
、
問

外
漢
の
私
な
ど
が
読
ん
で
も
、
巧
み
で
も
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
所
も
少
な
く
な

い
文
章
で
あ
る
。
諸
肇
制
の
評
言
を
尺
度
と
し
て
彼
独
自
の
批
評
を
引
き
出
し

て
い
る
。
「
三
国
演
義
」

を
生
花
に
た
と
え
、
「
天
作
」
「
造
化
自
然
の
微
妙
」

さ
を
持
つ
と
し
、
「
水
添
伝
」
は
「
人
作
」
で
あ
り
、
現
り
花
に
た
と
え
ら
れ

る
と
す
る
。
「
西
遊
記
」
は
「
妙
作
」
だ
が
快
誕
過
ぎ
て
情
致
の
描
写
の
見
る

べ
き
が
な
い
と
し
て
最
下
に
置
く
。
天
作

・
人
作

・
妙
作
と
並
べ
た
の
に
も
、

上

・
中
・

下
の
口
聞
を
分
か
つ
文
章
上
の
工
夫
を
見
せ
て
い
る
。
馬
琴
は
支
那
小

説
の
比
較
か
ら
、
創
作
の
最
高
の
境
地
と
し
て
、
作
者
の
肢
の
中
で
巧
ま
れ
た

者
に
あ
ら
ざ
る
造
化
自
然
の
味
わ
い
を
見
せ
る
「
天
作
」
を
ひ
そ
か
に
目
標
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

と
も
か
く
乙
の
「
詰
金
聖
歎
」
を
草
し
た
所
か

ら
、
彼
の
小
説
創
作
へ
の
抱
負

・
理
想
を
育
て
て
行
っ
た
の
か
と
考
え
て
み
る
。

彼
の
言
う
所
の
、
「
天
作

・
人
作

・
妙
作
」
の
一
二
者
を
、
た
と
え
ば
、
「
南
総
里

見
八
犬
伝
」
に
あ
て
は
め
て
見
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
考
え
て
見
る
の
も
一
興

は
あ
る
。
「
三
国
士
山
演
義
」
(
勿
論
「
三
国
士
山
」
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
歴
史

小
説
と
し
て
の
「
:・
演
義
で
あ
る
)
は
、
造
化
自
然
の
妙
趣
を
見
せ
た
上
の
品

だ
ろ
う
と
馬
琴
は
評
定
す
る
。
「
水
濡
伝
」
は
趣
向
の
巧
み
さ
は
あ
る
が
造
り

花
で
あ
る
、
中
の
品
だ
と
さ
だ
め
る
。
「
西
遊
記
」
は
面
白
い
が
不
自
然
す
ぎ

る
。
怪
奇
に
走
り
、
人
情
の
く
ま
ぐ
ま
を
写
し
て
極
致
を
見
せ
る
所
が
な
い
、

し
ん
ひ
と

妙
作
だ
が
、
下
の
品
で
あ
る
。

ζ

の
評
価
が
、
清
人
金
聖
歎
と
意
見
を
異
に
す

ヲ
心
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
馬
琴
は
金
聖
歎
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
る
。

金
聖
歎
が
「
三
国
士
山
演
義
」
を
才
子
之
書
の
第
一
と
賞
し
た
の
は
賛
成
だ
が
、

金
聖
歎
は
他
方
で
「
如
J
西
遊

・
三
国
ノ
こ
は

「
都
不
レ
好」

と
評
す
る
の
は
、

西
舌
」
「
乱
説
」
で
あ
っ
て
、
仲
媒
婆
以
下
と
口
を
極
め
て
論
難
す
る
。
(
こ
れ

は
馬
琴
の
議
論
好
き
の
性
癖
で
も
あ
る
。
乙
れ
は
人
物
評
で
あ
っ
て
、
馬
琴
の

「
水
論
伝
」
評
、
「
三
国
志
演
義
」
評
、
「
西
遊
記
」
評
は
右
に
述
べ
た
如
く
で

金
聖
歎
の
批
評
と
反
撰
し
た
り
一
致
し
た
り
も
し
て
い
る
。
こ
の
批
評
の
中
か

ら
、
馬
琴
自
身
の
小
説
諭
が
導
か
れ
て
い
る
点
に
も
興
味
が
あ
る
。
)

馬
琴
の
小
説
論
の
二
つ
の
柱
と
な
る
勧
懲
と
人
情
を
尽
く
す
と
い
う
両
者
も

乙
の
文
章
の
中
で
導
き
出
さ
れ
る
。

水
添
伝
は
、
作
者
の
大
意
、
草
賊
を
賢
と
し
、
衣
冠
を
賊
と
す
。
そ
の
筆

ま
乙
と

eよ
は
〈

力
、
人
情
を
尽
く
す
が
如
き
は
、
寒
に
小
説
の
巨
壁
な
り
、
後
世
乙
れ
に

加
ふ
る
も
の
な
し
。
但
、
勧
懲
に
は
甚
だ
遠
か
り
。
そ
の
趣
向
の
立
て
ぎ
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ま
善
悪
正
し
か
ら
ず
、
潔
か
ら
ぬ
筋
の
み
あ
れ
ば
:
水
濡
伝
を
廃
斥
し
て

可
な
り
。

同
様
の
文
章
は
後
の
段
で
も

お
ほ
よ
そ

大
約
小
説
は
勧
懲
を
宗
と
せ
し
も
の
な
ら
ぎ
れ
ば
弄
ぶ
に
足
ら
す
。
水
添

伝
は
小
説
の
巨
摩
し
て
今
古
に
敵
手
な
け
れ
共
、
今
に
論
議
の
多
か
る
は

勧
懲
に
遠
け
れ
ば
な
り
。
謝
肇
制
が
小
説
を
論
じ
た
る
、
西
遊
記
を
第
一

と
す
べ
し
と
い
へ
り
。

と
説
い
て
い
る
。
こ
ζ

で
も
、
文
芸
の
芸
術
(
美
)
的
評
価
と
倫
理
的
評
価
と

が
対
立
し
て
二
元
的
に
思
惟
さ
れ
て
い
る
。
人
に
よ
っ
て
「
水
幣
伝
」
を
最
高

と
し
、
或
い
は
「
三
国
志
演
義
」
を
第
一
等
と
し
、
又
は
「
西
遊
記
」
を
最
上

と
す
る
。
こ
れ
ら
の
批
評
論
の
前
で
馬
琴
は
自
分
の
戯
作
の
方
向
を
考
え
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
乙
れ
が
「
世
間
金
聖
歎
」
な
る
一
文
の
持
つ
意
味
で
あ
ろ
う
。

馬
琴
の
雑
纂
随
筆
集
「
玄
同
放
言
」
は
個
々
の
文
章
の
執
筆
時
は
勿
論
わ
か

ら
な
い
。
巻
末
、
政
文
に
「
文
政
元
年
戊
寅
皐
月
十
日
は
じ
め
の
二
巻
を
創
し

果
て
、
後
に
し
る
し
つ
著
作
堂
の
あ
る
じ
解
」
と
あ
る
。
息
子
の
宗
伯
に
編
集

さ
せ
る
た
め
に
、
初
め
の
二
巻
を
草
し
了
え
て
、
乙
の
あ
と
書
き
を
書
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
全
編
に
対
す
れ
ば
一
部
分
で
あ
る
。

宗
伯
は
、
巻
三
第
四
十
こ
ま

で
を
版
に
し
て
、
亀
田
鵬
斎
に
漢
文
の
序
文
を
乞
う
て
巻
頭
に
付
し
た
ら
し
い
。

(
巻
四
以
降
は
巻
六
第
八
十
五
篤
と
付
録
と
編
集
さ
れ
て
い
て
未
刊
)

文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
と
い
え
ば
馬
琴
の
「
椿
説
弓
張
月
」
は
既
に
八
年

程
前
に
出
て
お
り
、
「
南
総
里
見
八
犬
伝
」
は
四
年
程
前
に
初
編
が
出
て
い
る
。

と
の
「
八
犬
伝
」
の
構
想
に
「
水
務
伝
」
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
と
、
彼
の

「
詰
金
聖
歎
」
の
一
文
を
書
い
た
の
は
そ
の
頃
の
事
で
あ
っ

た
か
と
想
定
さ
れ

ょ
う
か
。

私
は
、
か
つ
て
名
古
屋
か
ら
毎
月
出
て
い
た
研
究
誌
「
国
漢
研
究
」
に
投
稿

し
て
「
作
家
批
評
家
と
し
て
の
曲
亭
馬
琴
」
な
る
一
文
を
発
表
し
た
事
が
あ
っ

た
が
、
そ
の
切
り
抜
き
に
、

元
来
、金
聖
歎
の
水
論
伝
批
評
と
言
う
も
の
は
頗
る
有
名
で
あ
っ
て
、水
濡

伝
を
世
に
出
し
た
も
の
と
言
は
れ
、
千
葉
亀
雄
氏
の
文
芸
批
評
史
と
い
ふ

(
題
の
)
或
る
講
義
の
文
章
の
中
に
も
、
か
な
り
詳
し
い
論
評
(
好
意
的

な
)
が
あ
る
位
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
水
添
伝
七
十
固
ま
で
正
編
て
施
耐

庵
作
、
七
十
回
以
下
百
二
十
固
ま
で
羅
貫
中
作
で
あ
る
と
い
ふ
仮
説
が
出

て
い
る
。
そ
の
正
続
の
説
及
作
者
の
説
が
馬
琴
の
論
難
点
で
あ
っ
て
、
ひ

い
て
は
批
評
論
や
作
品
の
主
題
論
l
i隠
微
論
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
乙
の
論
難
を
め
ぐ
っ
て
馬
琴
の
文
学
観
、
批
評
観
と
い
ふ
も
の
が
甚

だ
多
方
面
に
表
は
れ
て
い
る
。

云
云
。

と
書
い
て
い
る
。
馬
琴
の
「
詰
金
聖
歎
」
な
る
一
文
は
、
当
時
ほ
と
ん
ど
注
意

さ
れ
て
い
な
か

っ
た。

四
、
馬
琴
の
小
説
批
評
の
輪
廓

(
乙
の
項
、
一
部
ク
ォ
タ
リ
l
日
本
文
学
第
2
昭
8
か
ら
の
再
録
を
含
む
)
滝

沢
馬
琴
は
近
世
以
前
の
、
批
評
家
ら
し
い
唯
一
の
批
評
家
で
あ
る
。
勿
論
、

学
者
的
な
批
評
家
は
、
他
に
も
国
学
の
領
域
ゃ
、
歌
人
、
俳
人
の
領
域
に
多
数

に
あ
っ
た
が
、

馬
琴
は
そ
れ
ら
と
は
よ
ほ
ど
違
っ
た
存
在
で
あ
る
。
馬
琴
を
批
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評
家
た
ら
し
め
る
の
は
、
そ
の
理
論
で
な
く
し
て
、
寧
ろ
作
品
批
評
で
あ
る
。

併
し
そ
れ
は
印
象
批
評
で
は
な
く
て
、
彼
自
ら
の
信
念
で
は
一
一
種
の
美
学
的
批

評
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
文
学
批
評
の
全
貌
を
探
る
の
は
容
易
な
事
で
は
な
い
が
、
特
に
注
意
す

べ
き
も
の
(
批
評
)
を
あ
げ
る
と
、

一
八
犬
伝
の
序
政

二
詰
金
聖
歎
(
玄
同
放
言
所
収
)

三
臨
綬
(
曲
亭
遺
稿
)

四
を
こ
の
す
き
み
(
同
)

五
お
か
め
八
目
(
同
)

六
本
朝
水
激
伝
を
読
む
弁
批
評
(
同
)

七
稗
史
外
題
鐙
批
評
(
同
)

八
務
説
虎
之
巻
(
同
)

な
ど
が
あ
る
。
彼
の
批
評
に
は
か
な
り
激
情
的
な
口
調
を
露
わ
に
し
た
も
の
が

多
い
の
は
、
彼
の
気
質

・
性
情
を
示
す
。
こ
の
批
評
を
養
い
に
し
て
、
小
説
に

関
す
る
意
見
を
培
養
し
て
行
っ
た
観
が
あ
る
。

若
干
の
注
を
加
え
る
と
、
三
は
「
三
馬
の
鞭
」
と
書
き
換
え
た
方
が
使
利
だ

ろ
う
。
「
浮
世
風
呂
」
等
で
知
ら
れ
る
式
亭
三
馬
の
「
流
転
数
回
阿
古
義
物
語
」

を
批
評
し
た
も
の
で
、
徹
頭
徹
尾
あ
ら
さ
が
し
で
あ
る
。

ωつ
ら
/
¥
乙
の
作
者
の
才
芸
を
お
し
量
る
に
、
み
づ
か
ら
戯
作
者
と
称
し

つ
h

、
虚
名
を
さ
を
さ
高
け
れ
ど
も
、
よ
く
世
態
情
致
を
写
し
て
、
か
〉

る
物
語
ぷ
み
な
ど
を
著
す
才
は
な
か
り
け
り
。
(
三
島
の
綾
総
巻
批
評
)

ω小
説
の
趣
向
す
る
所
、
巧
加
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
作
者
に
大
学
問
な
く

て
は
、
第
一
勧
懲
に
正
し
か
ら
ず
。
今
の
小
説
は
、
比
々
と
し
て
皆
こ
れ

也
。
(
同
警
の
政
)

馬
琴
が
所
有
の
板
本
の
始
め
末
尾
な
ど
に
記
し
付
け
た
感
想
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ωに
「
虚
名
を
さ
を
さ
高
け
れ
ど
も
」
と
あ
る
の
は
、
三
馬
の
「
浮
世
風
呂
」
等

に
対
す
る
世
評
が
官向
か
っ
た
事
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
が
か
な
り
績
に
さ
わ
っ

て
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
俗
評
は
高
い
が
、
馬
琴
が
求
め
る
よ
う
な
「
世
態
情
致

を
写
す
」
と
評
価
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。

「
そ
の
趣
向
、
人
情
に
乙
た
え
る

も
の
」
で
も
な
い
。
三
馬
の
作
品
は
、
そ
れ
に
は
価
し
な
い
。

ω小
説
と
い
う

者
は
、
作
者
に

「
大
学
問
」
が
な
く
て
は
、
「
勧
懲
」
が
正
し
く
な
い
。
小
説

は
「
人
情
を
穿
つ
」
事
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
は
作
者
の
「
才
」
が
必
要
で
あ
り
、

「
品
位
」
が
必
要
で
あ
る
。
小
説
に
不
可
欠
な
条
は
、
第
一
に
「
勧
懲
が
正
し

い
」
と
い
う
事
、
第
二
に
「
そ
の
文
章
が
情
を
穿
ち
、
趣
を
尽
く
す
」
と
い
う

事
で
あ
る
と
論
ず
る
。
三
馬
の
作
品
評
を
契
機
に
し
て
自
家
の
小
説
論
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。

六
の
「
本
朝
水
爵
伝
を
読
む
井
批
評
」
は
、
建
部
綾
足
の
読
本
様
式
の
小
説

「
本
朝
水
爵
伝
」
に
対
す
る
読
後
感
な
ら
び
に
批
評
を
記
し
た
も
の
で
、
馬
琴

の
小
説
評
論
と
し
て
は
頗
る
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
綾
足
の
右
の
読
本
は

日
本
の
古
代
(奈
良
期
)
を
舞
台
に
、
支
那
小
説
「
水
漁
伝
」
を
翻
案
し
た
作

品
で
、
読
本
と
し
て
は
初
期
に
属
す
る
。
馬
琴
の
作
品
「
南
総
里
八
犬
伝
」
に

対
す
る
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
影
響
の
最
も
大
き
か
っ
た
の

は
、
文
章
文
体
の
選
択
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。

同
か
〉
る
物
語
を
作
ら
ん
に
雅
言
も
て
も
の
せ
ん
と
し
つ
る
こ
と
、
か
へ
す

介
¥
も
あ
や
ま
り
な
り
。
そ
を
い
か
に
と
言
ふ
に
、
稗
史
野
乗
の
、
人
情

- 19ー

Osaka Shoin Women's University Repository



を
写
す
に
は
、
す
べ
て
俗
語
に
よ
ら
ぎ
れ
ば
得
な
し
難
き
物
な
れ
ば
乙
そ
、

唐
土
に
て
は
水
添
伝
西
遊
記
を
初
と
し
て
、
宋
末
元
明
の
作
者
ど
も
、
皆

俗
語
も
て
綴
り
た
れ
。
乙
〉
を
も
て
、
人
情
を
旨
と
し
て
綴
る
草
紙
物
語

に
、
古
言
は
さ
ら
な
り
、
正
文
を
も
て
つ
Y
れ
と
い
は
ば
羅
貫
(中
)
・
高

東
嘉
も
す
べ
な
か
る
べ
く
、紫
式
部
と
い
ふ
と
も
、今
の
世
に
生
れ
て
古
言

も
て
物
が
た
り
ぶ
み
を
綴
れ
と
い
は
い
〉

、
必
ず
筆
を
投
棄
す
べ
し
。
(
本

朝
水
濡
伝
を
読
h
U
弁
批
評
)

川
文
を
古
雅
に
、
事
は
今
様
に
し
て
、
雅
俗
に
娼
ぴ
ん
と
ほ
り
せ
し
な
ら
ん
。

ふ
り

さ
は
れ
、
事
は
古
の
態
を
し
ろ
す
と
も
文
は
雅
俗
を
通
用
せ
ぎ
れ
ば
、
広

く
行
は
れ
が
た
き
も
の
也
。
(
同
)

ωの
方
で
は
、
原
則
と
し
て
世
銀
人
情
を
写
実
す
る
小
説
の
文
体
は
俗
語
に

よ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
を
和
漢
の
古
典
を
例
に
し
て
説
い
た
の
で
あ
り
、

紫
式
部
が
今
の
世
に
現
れ
た
ら
、
現
代
の
口
頭
の
言
葉
で
小
説
を
書
い
た
に
違

い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
の
考
え
と
し
て
は
か
な
り
思
い
切
っ
た
説
で
、

卓
見
と
許
し
て
よ
か
ろ
う
。
乙
の
意
見
の
ま
ま
を
実
行
し
た
と
し
た
ら
、
明
治

の
中
程
に
近
く
現
れ
始
め
た
言
文
一
致
体
小
説
が
一
挙
に
実
現
し
た
事
に
な
ろ

う
。
馬
琴
も
人
情
世
態
を
写
す
に
は
俗
語
で
な
け
れ
ば
と
い
う
意
見
に
う
そ
は

な
か
っ
た
が
、
小
説
を
書
く
と
な
れ
ば
、
雅
語
を
使
っ
た
り
俗
語
を
使
っ
た
り
、

自
由
に
通
じ
て
用
い
た
ら
よ
い
と
い
う
。
そ
れ
を
仙
の
方
で
は
、
「
文
は
雅
俗

に
通
用
せ
ぎ
れ
ば
広
く
行
は
れ
が
た
き
も
の
」
と
書
い
た
の
で
あ
る
。
思
う
に

馬
琴
は
乙
う
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
雅
俗
を
適
用
」
と
い
う
の
は
、
自

由
に
雅
語

・
雅
文
の
世
界
に
入
り
、
俗
語
俗
文
の
世
界
に
入
り
、
両
者
の
美
を

ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
」
と
願
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
雅
俗
に
適
用
」
の

「
に
」
は
ど
う
い
う
事
な
の
か
を
そ
う
解
釈
し
て
見
る。

一
の
、
八
犬
伝
序
駿
が
馬
琴
の
小
説
論
に
関
す
る
最
も
大
き
な
資
料
で
あ
る
。

私
は
「
日
本
小
説
評
論
史
序
説
」
を
書
い
た
時
に
、
主
と
し
て
こ
の
八
犬
伝
の

序
や
駿
の
文
を
資
料
と
し
て
、
評
論
史
的
な
意
味
を
考
え
て
見
た
。
近
世
の
小

説
文
学
は
、
西
鶴

・
其
積

・
自
笑
ら
が
小
説
を
「
慰
み
草
」
と
見
た
の
を
始
め

と
し
て
、
近
松
巣
林
子
も
浄
瑠
璃
芝
居
に
就
い
て
、
虚
実
と
慰
み
と
の
関
係
で

芸
と
い
う
物
を
考
え
た
。
馬
琴
ら
の
時
に
な
る
と、

馬
琴
だ
け
で
は
な
か
っ
た

が
、
勧
善
懲
悪
と
い
う
倫
理
的
要
諮
と
慰
み
と
虚
実
の
か
ね
あ
い
の
中
で
小
説

の
世
界
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
権
力
の
強
圧
も
勿
論
あ
っ
た
が
、
民

衆
の
倫
理
観
の
啓
蒙
を
お
の
れ
の
使
命
で
あ
る
と
自
己
を
鞭
縫
し
て
行
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
好
ひ
と
好
ま
ぎ
る
と
に
拘
わ
ら
ず
ζ

う
す
る
し
か
な
い
と
言
っ

た

消
極
的
気
持
で
、
あ
の
よ
う
な
、
八
犬
伝
の
如
き
超
大
作
を
も
の
す
る
に
は
至

れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ω宣
ナ
ル哉
、
大
声
不
トレ
入
ラ
ニ
里
耳
ニ
一
。
稗
史
雄
レ
無
レ
益
於
事
一
、
而
寓
Z
-一

以
テ
ス
レ
パ
-
一
勧
懲
ヲ
一、

則
チ
令
シ
メ
テ
レ
読
マニ
之
婦
幼
ニ
一
、
可
シ
無
力
レ
レ
害
失
。

(
八
犬
伝
第
七
輯
)

大
声
僅
耳
に
入
ら
ず
と
い
う
の
は
尤
も
な
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、

小
説
は
無
用
な
物
だ
が
、
そ
の
中
に
勧
善
懲
悪
の
微
意
を
含
め
れ
ば
、
幼
い
者

や
婦
女
子
の
読
物
と
し
て
少
な
く
と
も
無
害
で
あ
る
。

ω信号一ロ不ト
モレ
美ナラ
可
J
以
テ
警
ム
ニ
後
学
三
。
美
言
不
トモ
レ
信
ナ
ラ
。
可
、
J

Z

以テ

娯
マシム
ニ
婦
幼
ヲ
一。
(
同
第
二
穏
)

美
と
善
と
の
対
立
を
認
め
る
が
、
道
徳
の
勧
め
と
小
説
の
面
白
さ
と
が
相
倹

っ
て
、
勧
懲
と
娯
楽
と
を
与
え
る
の
が
碑
史
小
説
の
世
界
で
あ
る
。
民
衆
の
文
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学
愛
好
を
利
用
し
い
ド
、
勧
懲
の
外
在
日
的
を
果
た
す
乙
と
を
目
的
と
し
、
そ
れ

を
主
張
と
し
、
理
論
化
を
生
ず
る
。
そ
の
代
表
選
手
が
馬
琴
で
あ
っ
た
。
彼
は

善
く
も
悪
し
く
も
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
。

右
に
述
べ
た
八
犬
伝
第
七
輯
序
の
文
学
無
用
の
説
に
、
も
う
す
乙
し
長
い
論

説
が
付
い
て
い
る
。
原
漢
文
だ
が
、

仮
名
交
り
に
書
き
下
し
て
見
る
。

ω或
る
人
余
が
号
一
口
を
聞
き
、
之
を
噺
笑
っ
て
日
く
、
稗
史
挫
記
、
無
用
之
冗

籍
、
工
を
費
や
し
桜
を
災
し
、
安
ん
ぞ
道
ふ
に
足
ら
ん
や
と
。
鳴
呼
、
無
用

を
憎
h
u
者
、
用
の
用
た
る
所
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
人
の
一
身
、
貴
も
無
く

賎
も
無
く
、
起
臥
す
る
所
一
席
に
過
ぎ
ず
、
然
れ
ど
も
多
席
無
用
之
者
と

為
し
て
之
を
廃
し
て
可
な
ら
ん
や
。
無
用
者
有
用
之
資
な
り
。
余
も
虚
文

を
貴
ば
す
。
好
h
U
所
は
乃
ち
経
籍
史
伝
旧
記
実
録
な
り
。
而
る
に
毎
歳
著

す
所
、
稗
史
小
説
に
非
ぎ
る
暮
し
。
然
る
所
以
の
者
は
何
ぞ
や
。
書
頁
利

を
捕
り
て
以
て
余
に
求
む
。
年
々
に
箸
さ
ん
と
欲
す
る
書
は
、
垂
百
頁
刻
む

事
を
願
は
ず
、
既
に
己
に
無
益
か
く
の
如
き
書
を
著
し
て
三
十
有
八
年
、

蕊
に
潤
筆
以
て
有
用
之
書
を
購
ふ
。
則
ち
用
と
無
用
と
、
得
て
分
別
す
べ

か
ら
ず
。
宣
な
る
か
な
、
大
声
但
耳
に
入
ら
ず
と
は
。
稗
史
事
に
益
な
し

と
い
へ
ど
も
、
寅
す
る
に
勧
懲
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
婦
幼
に
読
ま
し
め
て

害
な
か
る
べ
し
。
(
同
第
七
輯
序
一
部
前
引
)

乙
ζ

は
半
ば
遁
げ
口
上
で
、
し
か
し
半
ば
は
本
音
の
文
学
論
で
あ
る
。

右
と
同
様
な
、
作
者
と
し
て
の
理
想
と
み
ず
か
ら
の
生
活
と
の
ジ
レ
ン
マ
は
、

八
犬
伝
囲
外
剰
筆
で
繰
返
し
て
筆
に
し
て
い
る
。
乙
れ
も
作
家
と
し
て
生
業
の

複
雑
化
と
い
う
近
代
的
現
象
で
あ
っ
た
事
も
見
の
が
せ
ま
い
。
曲
亭
馬
琴
は
あ

る
意
味
で
は
文
学
否
定
論
者
で
あ
ろ
う
と
も
し
て
い
た
。
乙
の
翁
を
止
h
u
事
を

得
ず
稗
官
者
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
今
の
世
の
中
で
あ
っ
て
、
天
な
る
か
な
命

な
る
か
な
と
長
嘆
さ
せ
ら
れ
る
と
も
記
す
。
(
回
外
剰
筆
)
し
か
し
、
彼
の
本
音

と
し
て
文
学
論
は
、
漸
く
に
し
て
そ
の
理
論
化
を
進
め
る
。

仙
野
史
用
レ
心
、
仮
ニ
彼
名
一
而
新
ニ
其
事
一
。
於
レ
是
乎
、
善
可

-E勧
一
、
悪
亦

足
レ
懲
乎
。
君
子
尋
ニ
文
外
隠
徴
一
而
解
二
信
深
意
一
、
婦
幼
代
三
日
観
場
一

而
不
レ
覚
ニ
春
日
秋
夜
之
長
一
(
同
第
七
輯
)

乙
ζ

で
馬
琴
の
文
章
の
中
に
「
文
外
の
隠
微
」
と
い
う
語
が
出
る
。
第
九
輯

簡
端
附
言
に
も
、

川
夫
、
隠
れ
た
る
を
求
め
怪
し
き
を
述
べ
作
る
小
説
野
乗
の
果
敢
な
き
も
、

其
の
大
筆
に
至
り
て
は
、
必
ず
作
者
の
隠
微
あ
り
。
是
を
弄
ぶ
者
は
甚
だ

多
く
、
是
を
悟
者
の
得
易
か
ら
ぬ
は
、
音
も
今
も
同
じ
か
る
べ
し

と
あ
る
。
馬
琴
の
小
説
批
評
観
で
も
あ
る
が
、
彼
の
小
説
本
質
論
を
示
す
も
の

で
も
あ
る
。

彼
の
言
う
隠
微
と
は
、
つ
ま
る
所
は
勧
懲
と
い
う
小
説
主
題
で
あ
る
。
彼
は

「
水
論
伝
隠
微
発
明
評
」
と
い
う
者
を
著
し
た
い
と
い
う
事
を
巻
二
十
九
簡
端

或
説
賛
弁
の
中
言
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
外
題
の
文
学
を
見
て
い
な
い
。
そ

の
外
題
を
有
す
る
彼
の
文
が
あ
っ
た
と
し
て
り
そ
れ
は
、
八
犬
伝
巻
二
十
九
筒

賭
或
説
賛
弁
と
称
す
る
文
の
中
で
述
べ
て
い
る
の
と
同
じ
趣
旨
で
あ
っ
た
ろ
う

と
思
う
。

思
う
に
馬
琴
の
「
水
激
伝
」
に
関
す
る
批
評
は
、
か
の
「
詰
金
聖
歎
」
か
ら

「
八
犬
伝
」
の
構
想
が
次
第
に
形
を
成
す
ま
で
の
聞
に
、
重
要
な
転
回
を
し
て

い
る
。
前
者
で
は
、
水
幣
伝
は
小
説
の
偉
大
な
作
品
で
、
今
古
に
敵
手
が
な
い

が
、
勧
懲
に
遠
い
。
そ
れ
が
欠
点
だ
と
し
て
い
る
。
「
水
濡
伝
は
廃
斥
し
て
可
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な
り
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
だ
が
八
犬
伝
巻
二
十
九
簡
端
或
説
賛
弁
」
で
は
、

「
水
添
伝
」
も
ま
た
勧
懲
の
意
を
外
に
顕
さ
な
い
が
、
隠
微
の
聞
に
そ
れ
を
寓

し
て
い
る
。
「
水
激
伝
」
は
、
怪
談
を
以
て
趣
向
を
立
て
て
い
る
が
、
始
め
に

石
喝
一
名
八
箇
の
魔
君
を
走
ら
せ
、
終
り
に
石
掲
一
百
八
箇
の
廃
君
を
治
め

て
、
遂
げ
い
宗
朝
の
忠
義
の
士
と
し
た
の
は
、
作
者
の
一
部
の
大
趣
向
で
あ
り
、

作
者
の
隠
微
は
乙
ζ

に
あ
り
と
説
い
て
い
る
。

「
水
瀞
隠
微
発
明
評
」
と
い
う
外
題
を
有
す
る
文
章
ま
た
は
著
書
を
見
た
事

が
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
は
っ
き
り
見
当
が
つ
く
。
「
八
犬
伝
巻
二
十
九
簡
端

或
説
賛
弁
」
に
見
え
る
水
、
話
伝
を
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
三
十
六
の

巻
末
に
は
、
「
ζ

の
故
に
吾
亦
戯
に
水
飴
の
隠
微
を
発
揮
、
国
字
評
し
て
、
命

じ
て
拍
花
窓
談
と
い
は
ま
く
ほ
り
す
。
さ
り
け
れ
ど
老
眼
年
々
に
衰
退
し
て
、
今

は
筆
硯
不
如
意
に
な
り
ぬ
。
果
た
す
べ
き
や
否
や
を
知
ら
ず
」
と
記
し
て
い
る

所
か
ら
推
し
て
見
る
と
、
か
の
「
水
滞
隠
微
発
明
評
」
も
、
そ
の
名
の
小
著
述

を
予
定
し
て
い
て
そ
の
実
現
を
見
な
か
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

「
水
瀞
伝
」
は
馬
琴
の
稗
史
小
説
創
作
の
原
点
と
な
っ
た
も
の
、
少
な
く
と

も
模
範

・
手
本
と
な
っ
た
も
の
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
か
と
思
う
。

彼
は
「
玄
開
放
言
」
を
書
い
た
こ
ろ
は
、
「
水
添
伝
」
を
そ
れ
ほ
ど
高
く
買

わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
小
説
と
し
て
の
出
来
ば
ぇ
、
筆
力
に
つ
い
て
は
、

「
小
説
の
巨
竪
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
の
推
賞
す
る
所
以
は
、
「
そ
の
筆
力
、
人

情
を
尽
く
す
が
如
き
は
楚
に
小
説
の
巨
摩
と
な
り
、
後
世
之
に
加
ふ
る
も
の
な

し
」
と
い
う
に
あ
っ
た
。
た
だ
勧
善
懲
悪
と
い
う
教
訓
的
な
者
に
は
甚
だ
遠
い

か
ら
、
作
と
し
て
は
取
ら
な
い
と
し
て
い
た
が
、
馬
琴
は
後
年
「
八
犬
伝
」
を

書
く
に
至
つ
て
は
、
多
く
の
点
で
「
水
漏
伝
」
を
手
本
に
し
て
い
る
。
作
の
規

圃圃圃・F

模
と
し
て
は
「
水
滋
」
に
学
ぶ
所
が
あ
っ
て
、

ζ

れ
に
勧
懲
の
主
意
を
加
え
る
。

そ
こ
で
「
水
滋
」
は
趣
向
は
怪
談
に
取
る
が
、
作
者
の
隠
微
は
実
は
勧
善
懲
悪

の
意
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
水
濡
伝
解
釈
の
転
回
を
図
っ
た
。

馬
琴
の
鏡
舌
な
序
駿
類
ま
で
全
部
に
当
た
っ
て
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い

が
、
ほ
ぽ
彼
の
意
見
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
な
ぞ
っ
て
見
た
か
と
思
う。

「
人
情
を
尽
く
す
」
「
情
致
を
写
す
」
「
世
態
情
を
写
す
」
「
観
レ世
写
情
」

さ

ま
ざ
ま
に
語
は
変
化
し
て
い
る
が
、
彼
が
創
作
上
の
指
針
と
し
て
写
実
主
義
を

一
方
に
掲
げ
て
い
た
事
に
な
る
。
馬
琴
ら
の
樽
史
と
並
ん
で
行
な
わ
れ
た
「
人

情
本
」
の
看
板
「
人
情
」
は
馬
琴
の
「
人
情
世
態
」
と
い
う
諾
で
あ
っ
た
事
は

明
ら
か
で
あ
る
。
馬
琴
の
文
学
論
の
模
倣
、
焼
き
直
し
と
見
ら
れ
る
。

ω是
は
男
女
の
淫
楽
を
誠
む
る
教
へ
に
し
て
、
勧
善
懲
悪
の
世
話
狂
言
な
り
。

(
春
色
辰
己
園
序
)

ωた
ぐ
ひ
な
く
亦
新
し
き
う
が
ち
な
る
、

美
名
と
花
の
人
情
を
人
に
し
ら
し

む
る
為
の
船
と
も
な
ら
ん
。
(
春
色
梅
美
婦
弥
、
三
篇
序
)

な
ど
は
、
文
学
談
義
と
し
て
は
明
ら
か
に
曲
亭
馬
琴
を
学
ん
で
、

売
ら
ん
が
た

め
の
看
板
で
あ
っ
た
事
は
明
白
で
、
ま
と
も
に
文
学
評
論
と
し
て
取
り
上
げ
る

し
ろ
物
で
は
な
い
。
看
板
以
上
の
物
で
は
あ
る
ま
い
が
、
「
誠
め
」
と
か
「
教

へ
」
と
か
は
本
音
に
は
遠
い
も
の
が
あ
っ
た
。
「
新
し
き
う
が
ち
」
と
「
人
情
」

と
か
言
う
の
が
、
多
少
は
学
聞
を
根
底
に
置
い
て
い
る
と
い
う
飾
り
句
句
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
人
情
本
は
世
態
人
情
を
写
実
し
て
極
致
を
知
ら
し
ら
し
め
よ
う

と
い
う
目
標
と
し
て
、
馬
琴
の
勧
懲
主
義
の
重
苦
し
い
甲
旬
を
脱
ぎ
棄
て
た
町

人
に
な
り
切
っ
た
と
い
う
点
で
、
新
し
い
写
実
主
義
へ
の
文
芸
へ
の
道
を
拓
い

た
の
で
あ
る
。
馬
琴
の
主
知
主
義
か
ら
主
情
主
義
へ
、
売
ら
ん
か
な
の
計
算
か
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ら
、
期
せ
ず
し
て
日
本
文
芸
の
新
し
い
時
代
へ
の
歩
み
が
見
ら
れ
る
事
に
な
る
。

乙
の
覚
え
書
き
、
極
め
て
切
り
が
悪
い
気
が
す
る
が
、
私
の
ぺ
ン
の
無
器
用

で
、
一
応
切
り
に
す
る
。
た
だ
、
あ
わ
た
だ
し
く
明
治
の
維
新
の
幕
が
開
い
て
、

ぜ
ひ
触
れ
て
置
き
た
い
の
は
、
馬
琴
ら
の
位
置
か
ら
迫
遥
の
「
小
説
神
髄
」
な

ど
と
の
距
離
で
あ
る
。

「
小
説
神
髄
」
を
読
ん
で
見
る
と
、
そ
れ
が
近
代
批
評
の
出
発
で
あ
る
事
は

勿
論
肯
定
出
来
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
強
き
で
馬
琴
ら
の
近
世
批
評
の
継
承
で
あ

る
事
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
明
治
を
か
な
り
遠
く
に
離
し
て
眺

め
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。

「
小
説
神
髄
」
の
肝
腎
要
め
、

小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。
人
情
と
は
い
か
な

る
も
の
を
言
ふ
や
。

日
く
、
人
情
と
は
人
間
の
情
欲
に
て
百
八
煩
悩
是
な
り
。

と
い
う
定
義
の
や
り
か
た
を
見
ろ
と
、
馬
琴
ら
の
小
説
の
観
念
を
抜
い
た
り
差

し
た
り
し
て
、
そ
れ
に
多
少
の
近
代
審
美
学
の
知
識
で
解
釈
を
付
加
し
て
組
み

立
て
た
か
に
見
え
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
程
新
し
く
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え

る
。
近
世
と
近
代
と
の
連
続
の
性
格
の
方
が
、
私
に
は
よ
り
強
く
印
象
さ
れ
る
。

私
は
、
い
ろ
い
ろ
の
点
で
、
近
世
(
前
後
の
か
な
り
長
い
間
)
は
近
代
前
期

と
見
る
。

言
語
面
で
も
生
活
文
化
史
の
面
で
も
、
近
代
前
期
的
な
性
格
を
見
る
。

歴
史
の
連
続
を
見
る
。
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