
             

要 

旨 

 

 

『
徒
然
草
』
に
は
同
類
の
内
容
の
章
段
が
連
続
す
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
れ

が
、
は
た
し
て
後
人
の
思
い
つ
き
で
並
べ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
作
者
兼
好
法
師
の
意
図
に
よ

っ
て
並
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
の
は
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、

筆
者
が
今
ま
で
論
考
し
て
き
た
連
続
し
た
章
段
に
は
、
や
は
り
そ
の
並
べ
方
に
意
味
が
あ
り
、

順
序
を
違
え
た
ら
、
そ
の
章
段
の
持
つ
、
魅
力
・
迫
力
が
薄
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

本
書
自
体
、
成
立
当
時
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
に
は
言

え
な
い
。
古
典
文
学
の
、
書
写
に
よ
る
変
形
の
歴
史
は
、
必
ず
や
つ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
先
学
者
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
大
体
に
お
い
て
各
章
段
が
成
立
順
に
記
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
、
同
類
の
内
容
の
章
段
に
、
そ
の

位
置
（
順
序
）
に
必
然
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
、
お
お
よ
そ
、
成
立
順
に
並
べ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
の
、
さ
さ
や
か
な
一
つ
の
証
言
と
も
な
り
、
本
稿
も
そ
の
一
端
を
担
う
こ
と 

             

が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
、
第
一
四
二
段
（
「
後
段
」
と
よ
ぶ
）
に
、
焦
点
を
あ
て
た
が
、
も
ち
ろ
ん
狙
い
は

そ
の
「
前
段
」
の
第
一
四
一
段
（
「
前
段
」
と
よ
ぶ
）
の
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
に
も
あ
る
。
詳

細
に
前
段
と
後
段
を
比
較
し
つ
つ
検
証
し
て
い
く
と
、
①
両
段
と
も
に
、
東
国
人
が
、
そ
の
外

見
上
か
ら
は
予
想
も
つ
か
な
い
立
派
な
発
言
（
「
一
言
」
）
を
し
、
作
者
が
感
動
し
て
い
る
こ
と
、

②
両
段
と
も
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
東
国
人
の
発
言
（
「
一
言
」
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
③

両
段
と
も
に
そ
の
発
言
を
「
一
言
」
と
い
う
同
一
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
、
④
後
段
冒
頭
の
一

文
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
」
は
、
従
来
の
理
解
よ
り
も
よ
り
強

く
、
前
段
を
意
識
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
な
ど
が
判
明
し
た
。
こ
う
い
っ
た
事
実

を
も
と
に
前
段
と
後
段
を
検
証
す
る
と
、
後
段
で
政
治
論
に
発
展
さ
せ
る
意
欲
が
、
前
段
冒
頭

の
「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
」
を
書
き
始
め
た
時
か
ら
、
あ
っ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
作
者
兼
好

の
論
理
は
、
現
代
人
の
論
理
と
食
い
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
た
し
か

に
、
彼
の
論
の
進
め
方
は
個
性
的
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
論
理
と
し
て
ず
れ
て
は
い
な
い
こ
と

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要 

第
五
二
号 

（
二
〇
一
七
年
三
月
十
五
日
） 

 

『
徒
然
草
』
の
研
究 

―
第
一
四
二
段
に
つ
い
て
― 

 
 

The Study on the 142th Passage of Tsurezuregusa 
   

土
屋 

博
映 

H
ir
oe
i 

TS
UCH

IY
A 

25



跡見学園女子大学文学部紀要 第 52 号 2017 

が
本
稿
で
も
確
認
で
き
た
。 

 
結
論
と
し
て
、
本
書
後
段
（
第
一
四
二
段
）
と
前
段
（
第
一
四
一
段
）
と
の
関
係
性
は
非
常

に
強
く
、
時
を
置
か
ず
し
て
、
連
続
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
判
断
し
た
。
最
終
的
に
は
「
政

治
論
」
を
主
張
す
る
意
図
で
前
段
・
後
段
は
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
江
戸

時
代
に
な
さ
れ
た
章
段
区
分
の
弊
害
は
今
こ
そ
取
り
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
言
葉
で
ま
と

め
た
。 

  

一
、
は
じ
め
に 

 

『
徒
然
草
』
第
一
四
二
段
は
、
第
一
四
一
段
と
内
容
的
に
類
似
し
て
い
る
。
第
一

四
二
段
は
、
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
」
で
も
「
よ
き
一
言
」
を
言
う
も
の
だ
と
い
う
、

冒
頭
の
一
文
か
ら
、
「
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
が
、
「
子
故
に
こ
そ
、
万
の

あ
は
れ
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」
と
言
っ
た
と
い
う
作
者
の
経
験
談
か
ら
、「
子
持
ち
て
こ

そ
、
親
の
志
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
、
さ
ら
に
「
か
な
し
か

ら
ん
親
の
た
め
、
妻
子
の
た
め
に
は
、
恥
を
も
忘
れ
、
盗
み
も
し
つ
べ
き
事
な
り
」

と
発
展
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
「
人
を
苦
し
め
、
法
を
犯
さ
し
め
て
、
そ
れ
を
罪
な
は
ん

事
、
不
敏
の
わ
ざ
な
り
」
と
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
最
後
に
「
上
の
奢
り
費
や
す
所

を
や
め
、
民
を
撫
で
農
を
勧
め
ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。」
と

い
う
政
治
論
に
ま
で
及
ぶ
内
容
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
前
に
置
か
れ
る
第
一
四
一
段
は
、「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
」
が
も

と
も
と
東
国
の
人
間
で
、「
さ
う
な
き
武
者
」
で
あ
り
、
「
声
う
ち
ゆ
が
み
、
あ
ら
あ

ら
し
く
て
、
聖
教
の
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
わ
り
、
い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
」
と
思
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
同
郷
の
人
間
の
、
都
人
へ
の
批
判
に
対
し
、
同
調
す
る
こ
と
な
く
、

筋
道
を
た
て
て
、
そ
の
考
え
の
誤
り
を
否
定
し
た
こ
と
に
、
作
者
は
感
動
し
、「
多
か

る
な
か
に
寺
を
も
住
持
せ
ら
る
る
は
、
か
く
や
は
ら
ぎ
た
る
所
あ
り
て
、
そ
の
益
も

あ
る
に
こ
そ
と
覚
え
侍
り
し
」
と
ま
と
め
て
い
る
。 

 

両
段
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
よ
き
言
動
を
す
る
と
は
、
表
面
的
に
は
予
想
も
つ
か

な
い
人
物
が
、
思
い
や
り
深
い
心
を
表
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
作
者
の
感
動
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
段
が
、
偶
然
に

置
か
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
両
段
の
関
連
性
が
強
く
、
作
者
が
意
図
的
に
類
似
の
話

を
と
り
あ
げ
、
並
べ
た
も
の
と
仮
定
し
て
論
を
進
め
る
。 

 

第
一
四
二
段
が
「
政
治
論
」
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
第
一
四
二
段
に

だ
け
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
第
一
四
一
段
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
ま
で
発
展

さ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
第
一
四
一
段
と
第
一
四
二
段
は
、
本
来

別
々
に
取
り
扱
う
べ
き
で
は
な
く
、
ま
と
め
て
鑑
賞
し
て
こ
そ
、
作
者
の
真
意
が
読

み
取
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
て
い
き
た
い
。 

 

二
、
第
一
四
二
段
に
つ
い
て 

１
、
全
文

（1 ）

 

 

心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ
し
げ

な
る
が
、
か
た
へ
に
あ
ひ
て
、
「
御
子
は
お
は
す
や
」
と
問
ひ
し
に
、
「
一
人
も
持
ち

侍
ら
ず
」
と
答
へ
し
か
ば
、「
さ
て
は
、
も
の
の
あ
は
れ
は
知
り
給
は
じ
。
情
な
き
御

心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
と
、
い
と
お
そ
ろ
し
。
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ
は
思

ひ
知
ら
る
れ
」
と
言
ひ
た
り
し
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
事
な
り
。
恩
愛
の
道
な
ら
で
は
、

か
か
る
者
の
心
に
慈
悲
あ
り
な
ん
や
。
孝
養
の
心
な
き
者
も
、
子
持
ち
て
こ
そ
、
親
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の
志
は
思
ひ
知
る
な
れ
。（
第
一
段
落
） 

 
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
が
、
な
べ
て
ほ
だ
し
多
か
る
人
の
、

万
に
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
を
見
て
、
無
下
に
思
ひ
く
た
す
は
僻
事
な
り
。
そ
の
人

の
心
に
な
り
て
思
へ
ば
、
誠
に
、
か
な
し
か
ら
ん
親
の
た
め
、
妻
子
の
た
め
に
は
、

恥
を
も
忘
れ
、
盗
み
も
し
つ
べ
き
事
な
り
。
さ
れ
ば
、
盗
人
を
い
ま
し
め
、
僻
事
を

の
み
罪
せ
ん
よ
り
は
、
世
の
人
の
餓
え
ず
、
寒
か
ら
ぬ
や
う
に
、
世
を
ば
行
は
ま
ほ

し
き
な
り
。
人
、
恒
の
産
な
き
と
き
は
、
恒
の
心
な
し
。
人
、
き
は
ま
り
て
盗
み
す
。

世
治
ら
ず
し
て
、
凍
餓
の
苦
し
み
あ
ら
ば
、
咎
の
者
絶
ゆ
べ
か
ら
ず
。
人
を
苦
し
め
、

法
を
犯
さ
し
め
て
、
そ
れ
を
罪
な
は
ん
事
、
不
便
の
わ
ざ
な
り
。（
第
二
段
落
） 

 

さ
て
、
い
か
が
し
て
人
を
恵
べ
き
と
な
ら
ば
、
上
の
奢
り
費
す
所
を
や
め
、
民
を

撫
で
農
を
勧
め
ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
衣
食
尋
常
な
る
う

へ
に
、
僻
事
せ
ん
人
を
ぞ
、
ま
こ
と
の
盗
人
と
は
い
ふ
べ
き
。（
第
三
段
落
） 

 
 ２

、
本
段
の
検
討 

本
段
の
冒
頭
は
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。
」
で
、
こ

れ
が
本
段
全
体
を
導
く
、
い
わ
ば
主
題
（
テ
ー
マ
）
の
よ
う
に
お
か
れ
て
い
る
。 

以
下
、
こ
れ
を
含
む
第
一
段
落
を
見
て
行
く
。 

 

そ
の
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
」
に
あ
た
る
の
が
、
続
く
「
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ
し

げ
な
る
」
で
あ
る
。 

 

そ
の
「
荒
夷
」
が
「
か
た
へ
」
に
む
か
っ
て
「
御
子
は
お
は
す
や
」
と
尋
ね
た
の

で
あ
る
。 

 

「
か
た
へ
」
は
そ
の
問
い
に
「
一
人
も
持
ち
侍
ら
ず
」
と
答
え
た
。 

 

そ
こ
で
、「
荒
夷
」
は
「
さ
て
は
、
も
の
の
あ
は
れ
は
知
り
給
は
じ
。
情
け
な
き
御

心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
と
、
い
と
お
そ
ろ
し
。
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ
は
思

ひ
知
ら
る
れ
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
が
冒
頭
の
一
文
に
言
う
「
よ
き
一
言
」
で
あ
る
。 

 

子
ど
も
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
、「
も
の
の
あ
は
れ
は
知
り
給
は
じ
。
情
け
な
き
御

心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
」
と
言
い
切
り
、
畳
み
か
け
て
「
い
と
お
そ
ろ
し
」
と
言

う
。
そ
し
て
、
「
よ
き
一
言
」
の
中
心
と
な
る
の
が
、
「
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ

は
思
ひ
知
ら
る
れ
」
で
あ
り
、
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
結
論
で
あ
る
。 

 

こ
の
発
言
「
一
言
」
に
つ
い
て
、
作
者
は
「
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
事
な
り
」
と
、
強

い
同
意

（2 ）

を
示
し
、
そ
こ
か
ら
「
恩
愛
の
道
な
ら
で
は
、
か
か
る
者
の
心
に
慈
悲
あ
り

な
ん
や
。
孝
養
の
心
な
き
者
も
、
子
持
ち
て
こ
そ
、
親
の
志
は
思
ひ
知
る
な
れ
」
と

発
展
し
て
い
く
。 

 

冒
頭
主
題
と
見
ら
れ
た
一
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
よ
き
一
言
」
は
「
恩
愛
の
道
」「
孝

養
の
心
」
へ
と
、
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

第
二
段
落
で
は
、
「
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
」
者
が
、
「
な
べ

て
ほ
だ
し
多
か
る
人
」
の
、
「
万
に
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
」
を
見
て
、
「
無
下
に
思

ひ
く
た
す
」
こ
と
は
「
僻
事
」
だ
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
、
第
一
段
落

の
「
荒
夷
の
よ
う
な
、
愛
情
な
ど
と
い
う
気
持
ち
は
ま
っ
た
く
も
た
な
い
と
思
わ
れ

る
者
」
が
、「
子
供
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
愛
情
を
実
感
す
る
」
と
い
う
こ
と

か
ら
の
流
れ
だ
が
、
彼
は
、
第
一
段
落
末
尾
の
一
文
、「
孝
養
の
心
な
き
者
も
、
子
持

ち
て
こ
そ
、
親
の
志
は
思
ひ
知
る
な
れ
。
」
で
、
本
段
全
体
の
ま
と
め
と
は
し
な
い
の

で
あ
る
。 

 

第
二
段
落
で
は
、
冒
頭
主
題
と
思
わ
れ
た
一
文
の
、
明
ら
か
な
発
展
が
あ
る
と
考
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え
ら
れ
る
。
比
較
し
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。 

「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
」（
第
一
段
落
冒
頭
） 

「
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
が
、
な
べ
て
ほ
だ
し
多
か
る
人
の
、

万
に
へ
つ
ら
ひ
、
望
深
き
を
見
て
、
無
下
に
思
ひ
く
た
す
は
僻
事
な
り
」（
第
二
段
落

冒
頭
） 

 

つ
ま
り
、
第
一
段
落
は
、
末
尾
の
「
孝
養
の
心
な
き
者
も
」
の
一
文
に
よ
っ
て
見

事
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
、
前
段
の
第
一
四
一
段
と
は
対
応
す
る
。 

 

本
段
で
の
結
論
を
急
げ
ば
、
こ
の
第
二
段
落
は
、
第
一
段
落
の
連
想
の
発
展
は
あ

る
と
い
う
も
の
の
、
内
容
的
に
は
相
当
異
質
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
同
一
の
章
段
だ
と
考
え
た
場
合
、
あ
く
ま
で
も
現
代
人
の
感
覚
と
し
て
、
筋
道
が

通
ら
な
い
、
つ
ま
り
論
理
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

第
二
段
落
冒
頭
の
一
文
は
、
あ
く
ま
で
も
第
一
段
落
と
の
比
較
の
問
題
だ
が
、
主

題
と
す
る
に
は
長
す
ぎ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
段
落
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。 

 

「
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す
る
す
み
な
る
」
は
、
出
家
し
た
人
で
、
万
事
に

つ
け
て
、関
わ
る
肉
親
が
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。続
く
、「
ほ
だ
し
多
か
る
ひ
と
の
、

万
に
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
」
は
、「
世
を
捨
て
た
る
人
」
と
対
照
的
な
、
関
わ
る
肉

親
が
多
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
作
者
は
、
後
者
は
（
生
活
の
た
め
、
家
族
等

を
養
う
た
め
）
、
人
に
お
世
辞
を
使
い
、
欲
望
も
深
い
と
続
け
、
さ
ら
に
後
者
を
前
者

が
「
無
下
に
思
ひ
く
た
す
は
僻
事
な
り
。」
と
言
い
切
る
。 

 

つ
ま
り
主
体
が
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
」
か
ら
「
世
を
捨
て
た
る
人
の
、
万
に
す

る
す
み
な
る
」
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
と
り
あ
え
ず
第
一
四
一
段
と
比
較

し
て
み
る
と
、
第
一
四
一
段
は
「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
」
で
あ
り
、
彼
は
同
段
後
半
の

「
こ
の
聖
、
声
う
ち
ゆ
が
み
」
以
下
の
内
容
か
ら
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
」
と
の
関

連
性
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

つ
ま
り
第
一
四
二
段
が
―
あ
く
ま
で
も
仮
定
の
話
だ
が
―
第
一
段
落
の
み
で
完
結

し
て
い
れ
ば
、
第
一
四
一
段
、
第
一
四
二
段
を
併
記
し
た
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な
い

可
能
性
が
高
い
。 

 

と
こ
ろ
が
、
第
二
段
落
の
主
体
の
転
換
は
、
大
き
な
変
化
で
あ
り
、
同
一
段
と
し

て
は
許
容
範
囲
を
越
え
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
前
段
と
の
併
記
と
は

考
え
に
く
い
。 

 

第
二
段
落
を
見
て
行
く
。
続
く
「
そ
の
人
の
心
に
な
り
て
思
へ
ば
、
誠
に
、
か
な

し
か
ら
ん
親
の
た
め
、
妻
子
の
た
め
に
は
、
恥
を
も
忘
れ
、
盗
み
も
し
つ
べ
き
事
な

り
」
は
、
も
ち
ろ
ん
第
一
段
落
の
発
展
で
あ
る
。「
ほ
だ
し
多
か
る
人
の
、
万
に
へ
つ

ら
ひ
、
望
み
深
き
」
に
対
し
て
の
弁
護
で
あ
る
。 

 

続
く
「
さ
れ
ば
」
と
い
う
接
続
詞
に
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
の
作

者
は
、
基
本
的
に
淡
々
と
文
を
並
べ
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
淡
々
と
主
張
を
積
み
重

ね
て
い
く
姿
勢
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
か
ら
言
う
と
、「
さ
れ

ば
」
と
い
う
接
続
詞
は
相
当
な
重
み
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

（3 ）

。
い

わ
ゆ
る
結
論
（
主
張
）
を
述
べ
る
場
合
の
常
套
句
な
の
で
あ
る
。
続
く
「
盗
人
を
い

ま
し
め
、
僻
事
を
の
み
罪
せ
ん
よ
り
は
、
世
の
人
の
餓
ゑ
ず
、
寒
か
ら
ぬ
よ
う
に
、

世
を
ば
行
は
ま
ほ
し
き
な
り
」
は
政
治
論
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い（4 ）

。
お
そ
ら
く

当
代
の
政
治
家
に
向
け
て
述
べ
ら
れ
た
発
言
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

続
い
て
、「
人
、
恒
の
産
な
き
と
き
は
、
恒
の
心
な
し

（5 ）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
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は
『
孟
子
』
の
引
用
で
あ
り
、
続
く
「
人
、
き
は
ま
り
て
盗
み
す
」
は
そ
れ
を
言
い

換
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
の
主
張
、「
世
治
ま
ら
ず
し
て
、
凍
餓
の
苦
し

み
あ
ら
ば
、
咎
の
者
絶
ゆ
べ
か
ら
ず
」
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
本
段

落
の
ま
と
め
と
な
る
、
「
人
を
苦
し
め
、
法
を
犯
さ
し
め
て
、
そ
れ
を
罪
な
は
ん
事
、

不
便
の
わ
ざ
な
り
」
へ
と
続
く
。
こ
の
ま
と
め
は
政
治
論
だ
が
、
非
常
に
弱
弱
し
い
。

感
情
論
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。 

 

続
い
て
、
第
三
段
落
で
あ
る
。 

 

「
さ
て
、
い
か
が
し
て
人
を
恵
む
べ
き
と
な
ら
ば
、
上
の
奢
り
費
す
所
を
や
め
、

民
を
撫
で
農
を
勧
め
ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
が
、

「
さ
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
第
二
段
落
を
ま
と
め
よ
う
と
い
う
意
図
は
う
か
が
え
る

が
、「
さ
て
」
と
は
ど
う
に
も
弱
弱
し
い
接
続
詞
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
大
変
な
主
張
を

す
る
と
い
う
姿
勢
で
は
な
い
。「
い
か
が
し
て
人
を
恵
む
べ
き
と
な
ら
ば
」
も
柔
ら
か

い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
続
く
「
上
の
奢
り
費
す
所
を
や
め
、
民
を
撫
で
農
を
勧
め

ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
」
も
主
張
と
言
う
に
は
あ
ま
り
に
も

軟
弱
で
あ
る
。 

 

第
三
段
落
の
ま
と
め
で
あ
る
「
衣
食
尋
常
な
る
う
へ
に
、
僻
事
せ
ん
人
を
ぞ
、
ま

こ
と
の
盗
人
と
は
い
ふ
べ
き
」
は
、
第
二
段
落
の
「
盗
人
を
い
ま
し
め
、
僻
事
を
の

み
罪
せ
ん
よ
り
は
、
世
の
人
の
餓
え
ず
寒
か
ら
ぬ
や
う
に
、
世
を
ば
行
は
ま
ほ
し
き

な
り
」
に
対
応
し
て
い
る
。 

 

結
局
彼
の
政
治
論
は
、
真
綿
で
く
る
ん
だ
よ
う
に
、
願
望
・
希
望
を
こ
め
た
も
の

で
、
積
極
的
な
改
革
案
を
示
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。 

 

彼
は
、
時
の
権
力
者
階
級
に
対
し
、
知
識
人
・
教
養
人
と
し
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
す

る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
本
段
も
、
中
世
の
権
力
者
と
し
て
東

国
の
誰
か
か
ら
、
政
治
の
在
り
方
を
問
わ
れ
た
も
の
へ
の
回
答
と
す
れ
ば
、
真
綿
で

く
る
ん
だ
よ
う
な
論
理
、
結
論
も
納
得
は
い
く
。 

 

そ
こ
に
第
一
四
一
段
と
の
関
係
が
見
て
取
れ
る
。
次
章
で
は
第
一
四
一
段
を
検
討

す
る
。 

 

三
、
第
一
四
一
段 

１
、
全
文（6 ）  

 

悲
田
院
堯
蓮
上
人
は
、
俗
姓
は
三
浦
の
某
と
か
や
、
さ
う
な
き
武
者
な
り
。
故
郷

の
人
の
来
り
て
物
語
す
と
て
、「
吾
妻
人
こ
そ
、
言
ひ
つ
る
事
は
頼
ま
る
れ
、
都
の
人

は
、
こ
と
う
け
の
み
よ
く
て
実
な
し
」
と
言
ひ
し
を
、
聖
、「
そ
れ
は
さ
こ
そ
お
ぼ
す

ら
め
ど
も
、
お
の
れ
は
都
に
久
し
く
住
み
て
、
馴
れ
て
見
侍
る
に
、
人
の
心
劣
れ
り

と
は
思
ひ
侍
ら
ず
。
な
べ
て
心
や
は
ら
か
に
、
情
け
あ
る
ゆ
ゑ
に
、
人
の
言
ふ
ほ
ど

の
事
、
け
や
け
く
否
び
が
た
く
て
、
万
え
言
ひ
放
た
ず
、
心
弱
く
こ
と
う
け
し
つ
。

偽
り
せ
ん
と
は
思
は
ね
ど
、
乏
し
く
か
な
は
ぬ
人
の
み
あ
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
本
意

と
ほ
ら
ぬ
事
多
か
る
べ
し
。
吾
妻
人
は
我
が
か
た
な
れ
ど
、
げ
に
は
心
の
色
な
く
、

情
お
く
れ
、
ひ
と
へ
に
す
く
よ
か
な
る
も
の
な
れ
ば
、
始
め
よ
り
否
と
言
ひ
て
や
み

ぬ
。
に
ぎ
は
ひ
豊
か
な
れ
ば
、
人
に
は
頼
ま
る
る
ぞ
か
し
」
と
こ
と
わ
ら
れ
侍
り
し

こ
そ
、
こ
の
聖
、
声
う
ち
ゆ
が
み
、
あ
ら
あ
ら
し
く
て
、
聖
教
の
こ
ま
や
か
な
る
こ

と
わ
り
、
い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
と
思
ひ
し
に
、
こ
の
一
言
の
後
、
心
に
く
く
な
り

て
、
多
か
る
な
か
に
寺
を
も
住
持
せ
ら
る
る
は
、
か
く
や
は
ら
ぎ
た
る
所
あ
り
て
、

そ
の
益
も
あ
る
に
こ
そ
と
覚
え
侍
り
し
。 
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２
、
本
段
の
検
討 

 

冒
頭
の
一
文
は
、「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
は
、
俗
姓
は
三
浦
の
某
と
か
や
、
さ
う
な
き

武
者
な
り
」
で
あ
る
。 

 

「
上
人
」
と
あ
る
か
ら
、
高
僧
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
俗
姓
」
の
「
三
浦

の
某
」
は
東
国
の
、
い
わ
ゆ
る
「
荒
夷
」
を
意
味
し
、「
さ
う
な
き
武
者
」
か
ら
、
さ

ら
に
「
荒
々
し
き
人
物
」
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
真
逆
に
あ
た
る
主
語
と
述
語
の
関

係
が
、
以
下
の
内
容
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
。 

 

「
故
郷
の
人
の
来
り
て
物
語
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
東
国
の
粗
野
な
人
間
が
や
っ

て
き
て
上
人
に
話
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
故
郷
」
と
は
東
国
の
「
三
浦
」
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
語
っ
た
内
容
が
続
く
。 

 

「
吾
妻
人
こ
そ
、
言
ひ
つ
る
事
は
頼
ま
る
れ
、
都
の
人
は
、
こ
と
う
け
の
み
よ
く

て
、
実
な
し
」
は
、
東
国
人
の
、
都
人
批
判
で
あ
る
。
東
国
人
は
、
約
束
は
守
る
。

し
か
し
、
都
人
は
調
子
よ
く
引
き
受
け
る
が
、
誠
実
に
対
応
し
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
同
郷
人
の
発
言
に
、
上
人
は
ど
う
回
答
す
る
か
。
普
通
な
ら
同
調
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
作
者
も
そ
れ
を
期
待
さ
せ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。 

 

長
い
回
答
が
続
く
。
ま
ず
は
回
答
の
冒
頭
か
ら
。 

 

「
そ
れ
は
さ
こ
そ
お
ぼ
す
ら
め
ど
も
、
お
の
れ
は
都
に
久
し
く
住
み
て
、
馴
れ
て

見
侍
る
に
、
人
の
心
劣
れ
り
と
は
思
ひ
侍
ら
ず
」 

 

上
人
は
「
そ
れ
は
さ
こ
そ
お
ぼ
す
ら
め
ど
も
」
と
一
旦
は
、
同
郷
人
を
認
め
、
接

続
助
詞
「
ど
も
」
で
そ
れ
を
否
定
し
て
い
く
。
東
国
人
を
ほ
め
る
同
郷
人
に
対
し
、

都
人
は
「
人
の
心
劣
れ
り
と
は
思
ひ
侍
ら
ず
」
と
弁
護
す
る
。 

 

上
人
は
さ
ら
に
続
け
る
。
「
（
都
人
は
）
な
べ
て
こ
こ
ろ
や
は
ら
か
に
、
情
け
あ
る

ゆ
ゑ
に
、
人
の
言
ふ
ほ
ど
の
事
、
け
や
け
く
否
び
が
た
く
て
、
万
え
言
放
た
ず
、
心

弱
く
こ
と
う
け
し
つ
」
と
弁
護
す
る
。
都
人
は
心
穏
健
で
、
情
が
あ
る
の
で
、
他
人

に
対
し
、
き
っ
ぱ
り
と
断
れ
な
く
、
気
弱
く
引
き
受
け
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
あ

る
。 

 

さ
ら
に
、「
偽
せ
ん
と
は
思
は
ね
ど
、
乏
し
く
か
な
は
ぬ
人
の
み
あ
れ
ば
、
お
の
づ

か
ら
本
意
と
ほ
ら
ぬ
事
多
か
る
べ
し
」
と
、
都
人
へ
の
弁
護
を
続
け
る
。「
乏
し
く
か

な
は
ぬ
人
」
と
あ
る
の
に
は
注
目
し
た
い
。
上
人
の
こ
の
発
言
を
信
ず
る
な
ら
ば
、

一
般
の
都
人
は
貧
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

続
い
て
、「
吾
妻
人
は
我
が
か
た
な
れ
ど
、
げ
に
は
心
の
色
な
く
、
情
お
く
れ
、
ひ

と
へ
に
す
く
よ
か
な
る
も
の
な
れ
ば
、
始
め
よ
り
否
と
言
ひ
て
や
み
ぬ
」
と
、
東
国

人
と
の
比
較
を
す
る
。
東
国
人
に
に
つ
い
て
、「
心
の
色
な
く
、
情
お
く
れ
」
と
あ
る

の
に
は
注
目
し
た
い
。
上
人
の
こ
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
東
国
人
は
、
や
さ
し
さ
が
な

く
、
情
感
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

「
に
ぎ
は
ひ
豊
か
な
れ
ば
、
人
に
は
頼
ま
る
る
ぞ
か
し
」
と
、
東
国
人
の
ま
と
め

を
す
る
。「
に
ぎ
は
ひ
豊
か
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
上
人
の
こ
の
発
言
に

よ
れ
ば
、
東
国
人
は
、
経
済
的
に
豊
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
の
上
人
の
発
言
を
受
け
て
、
以
下
、
作
者
の
評
価
が
述
べ
ら
れ
る
。 

 
「
①
と
こ
と
わ
ら
れ
侍
り
し
こ
そ
、
②
こ
の
聖
、
声
う
ち
ゆ
が
み
、
あ
ら
あ
ら
し

く
て
、
聖
教
の
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
わ
り
、
い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
と
思
ひ
し
に
、

③
こ
の
一
言
の
後
、
心
に
く
く
な
り
て
、
多
か
る
な
か
に
、
寺
を
も
住
持
せ
ら
る
る

は
、
か
く
や
は
ら
ぎ
た
る
所
あ
り
て
、
そ
の
益
も
あ
る
に
こ
そ
と
覚
え
侍
り
し
。
」（
※
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①
～
③
は
筆
者
が
便
宜
的
に
番
号
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
） 

 
長
い
評
価
な
の
で
、
三
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

①
の
「
侍
り
し
」
の
「
し
」
に
よ
っ
て
、
作
者
は
直
接
上
人
か
ら
こ
の
発
言
を
聞

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

②
の
「
こ
の
聖
（
上
人
）」
の
声
が
東
国
な
ま
り
で
、
荒
っ
ぽ
い
こ
と
か
ら
仏
教
の

細
か
な
道
理
な
ど
は
わ
か
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
、
作
者
が
、
ず
っ
と
上
人
に
偏
見

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

 

③
の
「
こ
の
一
言
の
後
、
心
に
く
く
な
り
て
」
に
よ
っ
て
こ
の
上
人
の
発
言
の
内

容
に
よ
り
、
作
者
は
上
人
へ
の
偏
見
を
改
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
れ
以
下
の

発
言
に
よ
っ
て
上
人
が
寺
の
住
職
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
心
の
や
さ
し
さ
が
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
な
の
だ
ろ
う
と
、
作
者
が
、
気
が
付
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。 

 

本
段
の
構
成
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。 

（
１
）
冒
頭
一
文
→
徳
の
高
い
「
堯
蓮
上
人
」
が
東
国
の
出
自
で
、
も
と
は
「
さ
う

な
き
武
者
」
で
あ
る
。 

（
２
）
「
故
郷
の
人
」
の
発
言
→
「
東
国
人
」
を
肯
定
し
、「
都
人
」
を
否
定
す
る
。 

（
３
）
「
上
人
」
の
発
言
→
「
都
人
」
を
肯
定
し
、「
東
国
人
」
を
否
定
す
る
。 

（
４
）
作
者
の
判
断
（
評
価
）
→
「
上
人
」
に
つ
い
て
の
徳
の
高
さ
に
疑
い
を
抱
い

て
い
た
が
、「
こ
の
一
言
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
疑
問
が
氷
解
し
、
徳
の
高
さ
を
認
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。 

 

補
足
す
れ
ば
、
冒
頭
の
一
文
で
、「
上
人
」
が
「
東
国
人
」
で
あ
る
と
い
う
、
表
面

的
に
は
相
い
れ
な
い
内
容
を
主
部
と
述
部
に
お
い
た
の
は
、
作
者
の
意
図
的
な
し
わ

ざ
と
言
え
よ
う
。
本
当
に
中
身
も
「
上
人
」
な
の
か
と
い
う
疑
い
を
暗
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。 

 

「
故
郷
の
人
」
は
「
上
人
」
の
引
き
立
て
役
で
あ
る
。「
都
人
」
へ
の
発
言
は
都
人

の
悪
口
で
あ
り
、
否
定
で
あ
る
。
誰
も
が
、
上
人
は
当
然
そ
の
口
車
に
乗
る
と
思
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
が
あ
に
は
か
ら
ん
や
、「
上
人
」
は
口
車
に
乗
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、「
都
人
」

を
肯
定
し
、「
東
国
人
」
を
否
定
す
る
。
そ
れ
も
感
情
的
で
は
な
く
、
論
理
的
に
、
筋

道
立
て
て
、
淡
々
と
「
都
人
」
を
肯
定
す
る
理
由
と
、「
東
国
人
」
を
否
定
す
る
理
由

を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
作
者
の
「
上
人
」
へ
の
疑
い
は
晴
れ
た
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
構
成
と
補
足
か
ら
、
本
段
の
中
心
は
、「
上
人
」
の
発
言
に
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
こ
の
一
言
の
後
、
心
に
く
く
な
り
て
」
か
ら
明
確
で
あ
る
。 

 

さ
て
そ
う
な
る
と
、
次
に
位
置
す
る
「
第
一
四
二
段
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に

な
る
の
か
。
次
章
で
検
証
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

四
、
前
段
と
後
段
の
検
証 

 

『
徒
然
草
』
に
は
類
似
の
内
容
の
章
段
が
連
続
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
意
図
的
に
編
集
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
論
を
進
め
る
。
そ
の
際
、
連
続
す
る
段

の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
は
何
か
、
ど
の
様
な
位
置
（
価
値
）
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
に
も
具
体
的
に
論
証
し
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
現
在
の

２
４
３
段
（
プ
ラ
ス
序
段
）
と
い
う
章
段
の
区
分
に
つ
い
て
、
は
た
し
て
そ
れ
で
い

い
も
の
か
、
論
じ
て
き
た
。
相
も
変
わ
ら
ず
江
戸
時
代
の
学
者
の
区
分
を
旧
態
依
然

と
し
て
利
用
し
続
け
る
と
い
う
の
は
納
得
が
い
く
も
の
で
は
な
い
。
基
本
に
た
ち
か
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え
っ
て
、
章
段
区
分
に
つ
い
て
も
研
究
を
続
け
、
疑
問
を
な
げ
か
け
て
き
た
。
本
稿

も
そ
の
一
連
の
流
れ
の
上
に
た
つ
も
の
で
あ
る（7 ）

。 

 

第
一
四
二
段
に
中
心
は
お
く
が
、
も
ち
ろ
ん
第
一
四
一
段
も
射
程
に
い
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
段
を
整
理
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
確
認
だ
が
、

便
宜
上
、「
第
一
四
一
段
」
を
「
前
段
」
、「
第
一
四
二
段
」
を
「
後
段
」
と
呼
ぶ
。 

（
１
）
両
段
と
も
に
類
似
の
内
容
で
あ
る
。 

（
２
）
ど
ち
ら
も
東
国
人
（
荒
夷
）
で
、
外
見
か
ら
は
予
想
も
し
な
い
「
や
は
ら
ぎ

た
る
所
」（
前
段
）
「
慈
悲
」
（
後
段
）
を
も
っ
て
い
る
。 

（
３
）
前
段
は
高
徳
の
僧
（
悲
田
院
堯
蓮
上
人
）、
後
段
は
、
い
か
つ
い
東
国
人
（
荒

夷
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
）
の
発
言
を
中
心
と
し
て
い
る
。 

（
４
）
前
段
の
上
人
の
発
言
は
、
東
国
人
の
発
言
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
、
詳
細
に

論
理
的
に
筋
道
を
た
て
て
、
都
人
と
東
国
人
を
比
較
し
、
都
人
を
肯
定
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
後
段
は
、
東
国
人
が
仲
間
に
問
い
か
け
、
そ
の
回
答
か
ら
、
自
己
の

主
張
を
積
極
的
・
断
定
的
に
述
べ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

（
５
）
ど
ち
ら
の
発
言
も
「
一
言
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
前
段
の
「
一
言
」

は
長
く
、
説
明
的
で
淡
々
と
し
て
い
る
。
後
段
の
「
一
言
」
は
短
く
、
断
定
的
（
力

強
い
）
で
あ
る
。 

（
６
）
前
段
は
上
人
の
発
言
か
ら
上
人
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、

後
段
は
東
国
人
の
発
言
を
肯
定
し
た
第
一
段
落
か
ら
、
さ
ら
に
第
二
段
落
、
第
三
段

落
へ
と
作
者
の
考
え
は
発
展
し
て
い
く
。 

（
７
）
後
段
は
、
第
一
段
落
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
親
の
志
」
か
ら
、
第
二
段
の
「
世
を

捨
て
た
る
人
」
が
扶
養
家
族
の
多
い
人
の
「
へ
つ
ら
ひ
、
望
み
深
き
」
を
非
難
し
て

は
い
け
な
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
こ
か
ら
「
さ
れ
ば
」
と
接
続
詞
で
強
調
し
、
盗
人
を

罰
す
る
よ
り
は
、
世
の
中
を
治
め
る
こ
と
を
優
先
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。 

（
８
）
後
段
の
第
三
段
落
は
、
「
上
の
奢
り
費
す
所
を
や
め
、
民
を
撫
で
農
を
勧
め
」

と
政
治
論
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。 

（
９
）
後
段
の
第
三
段
落
の
ま
と
め
は
、「
衣
食
尋
常
な
る
う
へ
に
、
僻
事
せ
ん
人
を

ぞ
、
ま
こ
と
の
盗
人
と
は
い
ふ
べ
き
」
と
な
っ
て
お
り
、
政
治
論
と
は
い
う
も
の
の
、

ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
を
さ
け
て
い
る
。 

（
10
）「
僻
事
」
と
い
う
単
語
が
、
第
二
段
落
に
２
つ
、
第
三
段
落
に
１
つ
出
現
し
、

両
段
落
の
親
近
性
を
思
わ
せ
る
。
な
お
「
僻
事
」
と
い
う
単
語
は
、
本
書
全
体
で
６

例
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る（8 ）

。 

 

以
上
の
10
項
目
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

（
１
）
と
（
２
）
か
ら
、
前
段
と
後
段
は
、
意
図
的
に
並
べ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。 

本
書
に
お
い
て
、
同
類
の
内
容
の
章
段
が
連
続
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

お
そ
ら
く
作
者
が
意
図
的
に
並
べ
た
も
の
で
、
各
章
段
は
独
立
せ
ず
に
、
有
機
的
に

関
連
を
持
ち
、
そ
の
関
連
性
が
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
り
、
あ
る
主
張
を
し
て
い
る
よ

う
に
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
印
象
批
評
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
か
な
り
実
証
さ
れ

そ
う
な
仮
説
と
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。 

（
３
）
は
、
「
上
人
」
（
高
徳
の
僧
）
の
発
言
（
「
一
言
」
）
が
中
心
で
、
論
理
的
で

長
文
で
、
内
容
に
重
み
が
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
前
段
の
ま
と
め
で
、
作
者
は
、

「
こ
の
聖
、
声
う
ち
ゆ
が
み
、
あ
ら
あ
ら
し
く
て
、
聖
教
の
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
わ

り
、
い
と
わ
き
ま
へ
ず
も
や
と
思
ひ
し
」
で
あ
っ
た
の
が
、「
こ
の
一
言
」
の
後
、「
こ
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こ
ろ
に
く
く
な
り
て
、
多
か
る
な
か
に
寺
を
も
住
持
せ
ら
る
る
は
、
か
く
や
は
ら
ぎ

た
る
所
あ
り
て
、
そ
の
益
も
あ
る
に
こ
そ
と
」
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
当
然
な
が
ら
、
「
こ
の
一
言
」
に
重
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

（
４
）
は
、「
上
人
」
の
発
言
か
ら
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
（
東
国
人
）」
の
発
言

へ
と
変
わ
る
。
し
か
も
こ
の
東
国
人
に
は
、
さ
ら
に
「
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ
し
げ
な

る
」
と
い
う
修
飾
語
が
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
「
か
た
へ
」
に
積
極
的
に
話
し
か
け

る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
会
話
そ
の
も
の
は
短
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
や
り
と
り
に
し

か
見
え
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
に
、
ず
ば
り
と
核
心
を
つ
い
た
会
話
の
や
り
と
り
に

な
っ
て
い
る
。 

「
御
子
は
お
は
す
や
」
（
荒
夷
） 

「
一
人
も
持
ち
侍
ら
ず
」（
か
た
へ
） 

「
さ
て
は
、
も
の
の
あ
は
れ
は
知
り
給
は
じ
。
情
な
き
御
心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん

と
、
い
と
お
そ
ろ
し
。
子
故
に
こ
そ
、
万
の
あ
は
れ
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」（
荒
夷
） 

こ
の
発
言
は
、
後
段
冒
頭
の
「
よ
き
一
言
」
に
あ
た
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
短
い
発
言

の
中
で
、「
荒
夷
」
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
表
現
が
連
続
す
る
と
こ
ろ
が
作
者
の
腕

の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
平
安
貴
族
の
好
ん
だ
言
葉
で
あ

る
。
こ
れ
を
言
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
情
な
き
」
は
前
段
の
上
人
の
発
言
の
「
情

あ
る
」
と
関
連
す
る
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
お
そ
ろ
し
げ
な
る
」
荒
夷
自
ら
、「
か
た

へ
」
に
対
し
「
い
と
お
そ
ろ
し
」
と
表
現
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。 

 

こ
の
荒
夷
の
発
言
を
受
け
て
、
作
者
は
、
納
得
の
い
っ
た
と
き
の
常
套
句
「
さ
も

あ
り
ぬ
べ
き
事
な
り
」
で
ま
と
め
て
い
る（9 ）

。 

（
５
）
は
、
前
段
の
「
一
言
」
は
「
こ
の
一
言
」
で
ま
と
め
ら
れ
、
後
段
冒
頭
の

「
よ
き
一
言
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
後
段
冒
頭
の
一
文
は
、
前
段
を
強
く
意
識

し
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
。「
よ
き
一
言
」
が
「
こ
の
一
言
」
を
受
け
て
い
る
の
は

明
ら
か
だ
が
、「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
」
の
「
も
」
も
前
段
を
意
識
し
て
い
る
と
考

え
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
上
人
」
と
同
様
に
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
は
」
で
あ
っ
た
ら
ど
う
か
、
並
列
す
れ
ば
そ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。 

「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。」
な
ら
前
段
を
受
け
て
い
る
。 

「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
は
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。
」
な
ら
座
り
の
悪
い
表
現
に

な
っ
て
し
ま
う
。 

も
し
も
前
段
と
無
関
係
で
、
独
立
し
て
い
る
と
言
う
の
な
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
だ

に
」
を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。 

「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
だ
に
、
よ
き
一
言
い
ふ
も
の
な
り
。
」 

（
６
）
は
、
後
段
が
前
段
と
強
く
関
連
す
る
の
は
、
す
べ
て
で
は
な
く
、
第
一
段

落
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
段
の
上
人
は
都
人
と
東
国
人
を
一
般
論
で
と
ら

え
た
が
、
後
段
の
荒
夷
は
、
子
と
親
と
い
う
「
恩
愛
の
道
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。 

（
７
）
は
、（
６
）
で
「
恩
愛
の
道
」
を
述
べ
た
こ
と
を
受
け
て
、
親
子
の
情
愛
は
、

「
盗
み
も
し
つ
べ
き
な
り
」
と
断
定
す
る
。
そ
こ
か
ら
政
治
論
へ
と
発
展
し
て
い
く

わ
け
で
あ
る
。 

（
８
）
は
、
第
三
段
落
で
、
政
治
論
の
ま
と
め
で
あ
る
。
第
二
段
落
で
は
接
続
詞

「
さ
れ
ば
」
を
用
い
、
第
三
段
落
は
「
さ
て
」
と
、
接
続
詞
を
有
効
に
用
い
て
い
る
。 

（
９
）
は
、
本
来
の
政
治
論
の
主
張
な
ら
、「
い
か
が
し
て
人
を
恵
む
べ
き
と
な
ら

ば
、
上
の
奢
り
費
す
所
を
や
め
、
民
を
撫
で
農
を
勧
め
ば
、
下
に
利
あ
ら
ん
事
、
疑

ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」
で
ま
と
め
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
相
当
や
わ
ら
か
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な
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
。
作
者
の
政
治
論
の
、
真
の
ま
と
め
は
「
衣
食
尋
常
な
る

う
へ
に
、
僻
事
せ
ん
人
を
ぞ
、
ま
こ
と
の
盗
人
と
は
い
ふ
べ
き
。」
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
政
治
を
つ
か
さ
ど
る
者
に
で
は
な
く
、
民
衆
へ
の
提
言
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、

真
の
政
治
論
と
は
い
い
が
た
い（10 ）

。 

（
10
）
は
、
後
段
の
第
二
段
落
と
第
三
段
落
に
、
本
書
で
は
特
別
扱
い
の
単
語
「
僻

事
」
が
３
箇
所
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
、
関
連
性
の
深
さ
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
四
二
段
に
属
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
異
質
な
要
素
を
相

当
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

五
、
結
論 

 

本
稿
で
は
、
第
一
四
二
段
（
「
後
段
」
）
に
、
焦
点
を
あ
て
た
が
、
も
ち
ろ
ん
狙
い

は
そ
の
「
前
段
」
の
第
一
四
一
段
の
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
に
も
あ
る
。
詳
細
に
前

段
と
後
段
を
比
較
し
つ
つ
ま
と
め
て
い
く
と
、
①
両
段
と
も
に
、
東
国
人
が
、
そ
の

外
見
上
か
ら
は
予
想
も
つ
か
な
い
立
派
な
発
言
（
「
一
言
」）
を
し
、
作
者
が
感
動
し

て
い
る
こ
と
、
②
両
段
と
も
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
東
国
人
の
発
言
（「
一
言
」
）

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
③
両
段
と
も
に
そ
の
発
言
を
「
一
言
」
と
い
う
同
一
表
現
で

ま
と
め
て
い
る
こ
と
、
④
後
段
冒
頭
の
一
文
「
心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も
、
よ
き
一
言

い
ふ
も
の
な
り
」
は
、
従
来
の
把
握
よ
り
も
よ
り
強
く
、
前
段
を
意
識
し
て
記
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
な
ど
が
判
明
し
た
。
こ
う
い
っ
た
事
実
を
も
と
に
前
段
と
後

段
を
比
較
し
つ
つ
、
検
証
す
る
と
、
後
段
で
政
治
論
に
発
展
さ
せ
る
意
欲
が
、
前
段

冒
頭
の
「
悲
田
院
堯
蓮
上
人
」
を
書
き
始
め
た
時
か
ら
、
あ
っ
た
も
の
と
判
断
で
き

る
。
作
者
兼
好
の
論
理
は
、
や
や
も
す
る
と
、
現
代
人
の
論
理
と
食
い
違
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
確
か
に
、
彼
の
論
の
進
め
方
に
は
彼
な
り
の
個

性
が
あ
る
が
、
実
は
、
論
理
と
し
て
ず
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

結
論
と
し
て
、
本
書
前
段
（
第
一
四
一
段
）
と
後
段
（
第
一
四
二
段
）
の
関
係
性

は
非
常
に
強
く
、
時
を
置
か
ず
し
て
、
連
続
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
判
定
す
る
。

「
政
治
論
」
を
主
張
す
る
意
図
で
前
段
・
後
段
は
、
強
い
関
係
で
、
つ
な
が
り
、
展

開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
な
さ
れ
た
章
段
区
分
の
弊
害
は
今
こ
そ
取
り

去
ら
ね
ば
、
本
書
の
本
来
の
姿
が
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。 

   

注 （
１
）
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
以
下
、
『
全
集
』
と
よ
ぶ
。
な

お
、
『
全
集
』
の
頭
注
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
前
段
に
続
い
て
、
東
夷
の
意
外
な
善
言
を
語
り
、
人
民
の
心
情
に
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
罪
人
を
つ
く
る
悪
政
の
批
判
に
及
ん
で
い
る
。『
孟
子
』
の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
け
れ

ど
も
、
兼
好
の
発
想
は
政
治
論
で
は
な
い
。
子
を
持
つ
も
の
、
係
累
を
捨
て
が
た
い
常
人
の

心
理
に
分
け
入
っ
て
の
立
論
で
あ
る
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
る
。
政
治
論
と
し
て
は
、
普
通

の
撫
民
勧
農
思
想
で
、
孟
子
の
立
場
か
ら
特
に
進
み
出
て
い
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
。
」 

（
２
）
本
書
に
「
さ
も
」
の
用
例
は
次
の
六
例
。
い
ず
れ
も
文
章
末
で
、
筆
者
の
同
感
（
納
得
）

を
示
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
さ
も
覚
え
ぬ
べ
し
」
（
第
五
段
） 

 

「
さ
も
あ
ら
ん
か
し
」
（
第
八
段
） 

 

「
さ
も
覚
え
ぬ
べ
け
れ
」
（
第
二
五
段
） 

 

「
さ
も
あ
る
べ
き
事
也
」
（
第
三
四
段
） 
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「
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
事
也
」
（
本
段
） 

 
「
さ
も
有
り
ぬ
べ
き
事
也
」
（
第
一
五
四
段
） 

（
３
）
本
書
に
「
さ
れ
ば
」
は
十
九
例
あ
る
。
基
本
的
に
前
後
を
因
果
関
係
で
強
く
関
係
づ
け

て
い
る
。 

（
４
）
（
注
１
）
に
あ
る
よ
う
に
、
安
良
岡
氏
は
「
政
治
論
」
と
は
言
わ
ず
、
「
悪
政
の
批
判
」

と
し
て
い
る
。 

（
５
）
『
孟
子
』
（
梁
恵
王
章
句
上
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

「
恒
の
産
な
け
れ
ば
、
因
っ
て
恒
の
心
な
し
」 

（
６
）
『
全
集
』
頭
注
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
都
会
人
で
あ
る
兼
好
が
、
東
国
武
士
出
身
で
あ
る
上
人
の
、
思
い
の
ほ
か
柔
軟
な
言
葉
に

よ
っ
て
、
証
人
に
対
す
る
評
価
を
改
め
た
話
で
あ
る
。
東
国
人
が
剛
直
で
心
情
の
こ
ま
や
か

さ
に
欠
け
る
と
い
う
、
当
時
の
都
人
に
一
般
的
な
見
解
が
、
兼
好
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

前
の
『
荒
夷
』
に
つ
い
て
の
話
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
何
回
か
関
東
に
行
き
、
関
東

に
滞
在
し
た
に
し
て
も
、
し
ょ
せ
ん
兼
好
は
都
会
人
で
あ
り
、
貴
族
社
会
の
一
員
で
あ
っ
た
。

た
だ
こ
の
場
合
、
兼
好
は
個
別
的
に
観
察
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
」 

（
７
）
連
続
す
る
章
段
の
検
証
と
し
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
論
文
を
著
し
て
い
る
。 

『
徒
然
草
』
研
究
―
第
一
三
五
段
に
つ
い
て
―
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム 

第
12
号
） 

『
徒
然
草
』
研
究
―
第
一
三
七
段
に
つ
い
て
―
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要 
第
四

十
八
号
） 

『
徒
然
草
』
研
究
―
第
一
三
六
段
に
つ
い
て
―
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要 

第
四

十
九
号
） 

『
徒
然
草
』
研
究
―
第
五
八
段
に
つ
い
て
―
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化 

第
10
号
） 

（
８
）
本
書
に
は
「
僻
事
」
の
用
例
が
六
例
あ
る
。
本
段
以
外
の
三
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

「
お
ろ
か
な
る
人
と
も
、
僻
事
す
る
人
と
も
云
ふ
べ
し
」
（
第
一
二
三
段
） 

 
｢

僻
事
せ
ん
と
て
ま
か
る
者
な
れ
ば
、
い
づ
く
を
か
か
ら
ざ
ら
ん｣

（
第
二
○
九
段
） 

 

「
鶴
を
か
ひ
給
ひ
け
る
ゆ
へ
に
と
申
す
は
僻
事
也
」
（
第
二
二
三
段
） 

（
９
）
（
注
２
）
で
述
べ
た
。 

（
10
）
（
注
４
）
で
述
べ
た
。 
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