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詐
術
と
し
て
の
読
本
│
『
著
作
堂
旧
作
略
自
評
摘
要
』
に
み
る
作
為
の
評
価
│木

越
俊
介

は
じ
め
に

こ
の
た
び
見
出
さ
れ
た
『
著
作
堂
旧
作
略
自
評
摘
要
』（
以
下
、

『
自
評
』

）
の
執
筆
過
程
は
、
馬
琴
に
と
っ
て
鏡
を
見
る
よ
う

⑴

な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
も
の
は
、
自

ら
も
忘
れ
か
け
て
い
た
若
か
り
し
日
の
姿
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
間

的
な
距
離
感
が
生
み
出
す
も
の
は
甚
だ
興
味
深
く
、
馬
琴
は
過
去

の
作
品
に
お
け
る
自
ら
の
作
為
が
ど
の
よ
う
な
形
と
し
て
体
現
さ

れ
て
い
る
か
を
、
三
、
四
十
年
後
の
一
読
者
と
し
て
チ
ェ
ッ
ク
し

て
い
る
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
も
と
よ
り
虚
構
で
あ
る
限
り
、
様
々

な
作
為
を
め
ぐ
ら
せ
て
描
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
江
戸
時

代
の
小
説
（
こ
こ
で
は
虚
構
の
物
語
的
散
文
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意

味
で
用
い
る
）
の
う
ち
で
も
、
お
そ
ら
く
最
も
作
為
に
満
ち
た
様

式
の
一
つ
で
あ
る
馬
琴
の
読
本
に
お
い
て
、
作
為
は
い
か
に
あ
る

の
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
い
か
な
る
理

念
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
新
出
『
自
評
』
を
通
し
て
考
え
て
み

た
い
。
そ
し
て
そ
の
先
に
、
過
去
を
顧
み
た
馬
琴
が
改
め
て
自
身

の
読
本
に
見
た
光
と
影
を
探
っ
て
み
た
い
。

一

「
理
義
」
に
か
な
う
「
自
然
」
と
「
自
由
」

作
為
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
い
く
つ
か
の

と
な
る

言
葉
を
抽
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
（
た
だ
し
、
本
稿
で
は
以

下
、
馬
琴
の
評
の
内
容
そ
の
も
の
の
是
非
は
原
則
問
わ
な
い
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
）。
こ
の
点
に
お
い
て
、
新
出
『
自
評
』

と
用
語
の
上
で
か
な
り
隣
接
し
て
い
る
の
が
、
斎
藤
桂
屋
作
『
木

石
余
譚
』
の
評
で
あ
る
『
稗
説
虎
之
巻
』（
天
保
十
四
年
六
月
成
）

で
あ
り
、
時
期
的
な
近
さ
か
ら
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
。
該

書
に
つ
い
て
は
、
服
部
仁
氏
「
馬
琴
晩
年
の
読
本
観
│
『
稗
説
虎
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之
巻
』
を
通
し
て
『
木
石
余
譚
』
を
見
る
│
」

に
詳
細
な
分
析

⑵

が
備
わ
る
ゆ
え
、
折
に
触
れ
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。

で
は
ま
ず
、『
自
評
』
に
お
い
て
多
出
す
る
「
自
然
」

と
い
う

⑶

用
語
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
言
葉
は

『
稗
説
虎
之
巻
』
に
も
見
え
、
服
部
氏
前
掲
論
文
の
Ｃ
に
詳
述
さ

れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
最
低
限
の
整
理
を
行
う
に
と
ど
め
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、「
自
然
」
と
は
無
理
の
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
ん
に
ち
我
々
が
一
般
に
考
え
る
と
こ
ろ
の
無
理
の
な

さ
と
は
や
や
異
な
る
の
で
、
そ
の
点
も
含
め
用
例
を
見
て
い
く
（
以

下
、
傍
線
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
）。

①
は
じ
め
五
十
四
塚
東
六
郎
が
遊
女
曙
明
の
情
死
を
救
ひ
得

て
、
是
を
妻
と
し
て
女
児
二
人
を
生
せ
し
後
、
曙
明

の

小
名

旦
開

嫖
客
一
八
が
冤
鬼
の
祟
に
て
、
夫
婦
猛
に
離
別
す
る
段
は
、

作
り
得
て
自
然
の
如
し
。（
糸
桜
春
蝶
奇
縁
・
第
二
段
）

②
全
体
筋
よ
く
通
り
て
自
然
の
ご
と
く
毫
も
無
理
な
る
所
な

し
。（
四
天
王
剿
盗
異
録
）

③
卯
原
が
萩
の
花
餅
を
贈
り
て
、
富
士
母
子
を
毒
殺
せ
ま
く

計
し
が
、
反
そ
の
餅
を
盗
人
五
四
郎
が
食
ひ
て
自
滅
の
段
は
、

善
悪
応
報
自
然
の
如
く
に
て
愉
快
也
。（
三
国
一
夜
物
語
・
第

五
・
六
編
）

①
に
「
作
り
得
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
意
の
結
果
で
あ
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
筋
や
設
定
の
上
で
「
無
理
」

が
な
い
（
②
）
こ
と
が
「
自
然
」
な
の
で
あ
る
。『
自
評
』
に
は
「
筋

は
安
ら
か
に
て
無
理
な
る
趣
向
少
な
し
」（
墨
田
川
梅
柳
新
書
）
の

よ
う
な
言
い
方
も
散
見
す
る
。
た
だ
し
、
③
の
よ
う
に
、「
善
悪
応

報
」
と
い
う
点
に
照
ら
し
て
も
「
自
然
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
（『
糸
桜
春
蝶
奇
縁
』
評
に
は
、「
因

果
の
免
れ
難
き
所
自
然
の
ご
と
く
に
て
い
よ
〳
〵
妙
也
」
と
も
あ

る
）。
と
も
あ
れ
、
こ
の
問
題
は
「
作
意
を
作
為
と
感
じ
さ
せ
ず
に
」

（
大
谷
俊
太
氏

）
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で

⑷

あ
る
。

次
に
、「
自
由
」
と
い
う
用
語
も
多
く
見
ら
れ
る
。

④
況
清
水
冠
者
義
高
の
如
き
は
、
作
者
の
自
由
に
成
し
が
た

き
実
録
あ
れ
ば
…
（
頼
豪
阿
闍
梨
恠
鼠
伝
）

⑤
然
れ
ど
も
俊
寛
の
事
は
『
平
家
物
語
』『
源
平
盛
衰
記
』
に

実
録
あ
れ
ば
、
作
者
の
自
由
に
成
し
が
た
し
（
俊
寛
僧
都
嶋

物
語
）



- 7 -

こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
箇
所
に
、「
是
皆
実
録
に
綁
縛
せ
ら

る
ゝ
故
に
し
て
快
か
ら
ず
」、「
実
録
に
縛
ら
れ
た
る
作
者
の
お
ろ

か
ご
ゝ
ろ
な
り
け
ん
か
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
史
実
（
具
体
的
に

は
典
拠
）
に
束
縛
さ
れ
た
こ
と
を
欠
点
と
し
て
お
り
、
逆
に
言
え

ば
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
は
い
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と

は
い
え
、
馬
琴
『
自
評
』
に
は
、
こ
れ
ら
「
自
由
に
成
し
が
た
し
」

な
ど
の
用
法
と
は
や
や
異
な
り
、「
自
由
（
の
筆
）
に
出
」
る
な
ど

の
言
い
方
も
認
め
ら
れ
、
こ
ち
ら
は
明
ら
か
に
否
定
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
登
場
人
物
の
言
動
な
ど

に
然
る
べ
き
根
拠
が
な
い
場
合
（
⑥
）
や
、
当
然
と
る
べ
き
行
動

を
と
ら
な
い
場
合
、
さ
ら
に
は
十
分
な
説
明
が
な
く
つ
じ
つ
ま
が

合
わ
な
い
、
描
写
が
お
ざ
な
り
に
な
る
（「
脱
筆
」、「
省
筆
に
過
」

ぐ
、「
疎
文
」
な
ど
と
も
評
さ
れ
る
）
な
ど
の
場
合
、
逆
に
、
作
者

の
想
定
す
る
プ
ロ
ッ
ト
の
た
め
に
無
理
に
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
よ

う
と
す
る
場
合
（
⑦
）
な
ど
が
該
当
す
る
。

⑥
孫
十
郎
が
見
も
知
ら
ぬ
兵
四
郎
に
百
金
を
借
て
、
始
よ
り

疑
は
ざ
り
し
は
い
か
に
ぞ
や
。
且
孫
十
郎
は
賤
し
き
餅
商
人

な
れ
ど
も
義
士
也
、
然
る
を
乞
児
に
欺
れ
て
彼
仮
死
骸
を
墳

地
に
埋
め
て
実
稚
・
師
門
の
奸
計
に
陥
り
し
は
そ
の
心
術
通

ら
ず
し
て
、
作
者
の
自
由
に
出
た
る
に
似
た
り
。（
園
雪
・
巻

三
）

⑦
仮
経
紀
兵
四
郎
は
師
門
が
腹
心
の
家
臣
河
原
柳
只
九
郎

ニ
セ
ア
キ
ビ
ト

と
呼
る
ゝ
者
に
て
、
彼
折
薄
雪
を
駕
籠
に
乗
せ
苦
集
滅
道
を

過
る
時
、
近
江
の
山
賊
榎
嶋
夜

太
郎
が
手
下
の
小
頭
領
小

殿
荒
平
太
等
五
六
賊
、
こ
ゝ
に
埋
伏
し
て
を
り
、
矢
庭
に
只

シ
タ
マ
チ

九
郎
と
両
個
の
轎
夫
を
撃
仆
し
薄
雪
を
奪
ひ
捉
る
時
、
柱

カ
ゴ
カ
キ

サ
ヽ
ユ

る
孫
十
郎
を
も
擒
に
し
て
近
江
へ
将
て
ゆ
き
し
は
何
等
の
為

ぞ
。
こ
は
薄
雪
が
賊
塞
を
免
れ
去
る
時
、
こ
の
孫
十
郎
な
く

て
は
工
合
宜
し
か
ら
ざ
る
故
に
、
作
者
自
由
の
筆
に
出
て
妙

な
ら
ず
。（
同
）

⑥
は
、
孫
十
郎
と
い
う
登
場
人
物
が
設
定
上
「
義
士
」
と
い
え
る

者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
突
な
申
し
出
を
何
の
警
戒
心
も

な
く
受
け
、
あ
っ
け
な
く
悪
人
の
奸
計
に
騙
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、

⑦
は
専
ら
後
の
展
開
の
た
め
だ
け
に
、
必
然
性
の
な
い
人
物
ま
で

連
れ
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
難
じ
て
い
る
。お
そ
ら
く
、「
自

由
（
の
筆
）
に
出
」
る
と
い
う
の
は
、
服
部
氏
前
掲
論
文
の
Ｃ
に

お
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
勝
手
」
に
近
い
用
語
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
は
、「
不
都
合
」
も
し
く
は
「
無
造
作
」

（
と
も
に
『
月
氷
奇
縁
』
評
）
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
馬
琴
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は
決
し
て
恣
意
的
な
印
象
論
で
評
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の

立
脚
点
を
探
る
と
、
ど
う
や
ら
「
理
義
」
に
か
な
う
か
否
か
と
い

う
一
点
に
帰
着
す
る
よ
う
で
あ
る
。『
括
頭
巾
縮
緬
帋
衣
』
の
評
に

は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
「
自
然
」
や
「
自
由
」
の
問
題
が
、「
理

義
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

⑧
こ
の
段
は
親
子
情
男
女
湊
合
の
大
場
に
て
、
悲
泣
哀
傷
の

趣
を
尽
し
た
り
。
然
れ
ど
も
今
よ
く
思
へ
ば
、
理
義
に
称
ざ

る
所
多
く
あ
り
、（
略
）
是
等
は
自
然
に
あ
ら
ず
し
て
、
作
者

の
自
由
に
出
た
き
は
妙
筆
と
す
る
に
足
ら
ず
。

⑨
当
時
作
者
の
心
碗
久
物
狂
の
浮
説
に
合
ん
と
て
自
由
に
筆

を
枉
た
る
也
、
是
等
も
都
て
理
義
に
か
な
は
ず
。

マ
ゲ

馬
琴
の
評
に
言
う
「
理
義
」
は
儒
教
的
な
そ
れ
に
限
定
さ
れ
ず

（
も
ち
ろ
ん
中
心
軸
に
は
あ
っ
た
に
せ
よ
）、
も
っ
と
広
い
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
「
理
義
」

を
整
理
し
て
述
べ
る
と
、
登
場
人
物
た
ち
が
無
理
な
く
無
駄
な
く

配
置
さ
れ
、
彼
ら
の
行
動
規
範
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
状
況
が
、
当

時
の
社
会
や
環
境
に
照
ら
し
過
不
足
な
く
描
か
れ
な
が
ら
も
、
そ

こ
に
必
然
と
偶
然
が
説
得
力
を
も
っ
て
作
用
し
て
い
く
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
繰
り
返
す
が
、
こ
の
作
用
こ
そ
が
こ
ん
に
ち

考
え
る
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
読
本
の
伝
奇
性

を
体
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
あ
り
さ
ま
も
含
め
「
自
然
」
に

見
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
延
長
上
に
「
善
人
の
枉
死
」
の
否
定
が
あ
り
、
こ

れ
も
既
に
服
部
氏
前
掲
論
文
の
Ａ
に
詳
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
一
つ
だ
け
例
を
あ
げ
て
お
く
（『
自
評
』
は
、
こ
の
点
を
糺
す

こ
と
に
多
く
の
筆
が
割
か
れ
て
い
る
）。

⑩
然
る
を
右
の
三
女
人
共
に
横
死
し
た
り
し
は
、
皆
作
者
の

自
由
に
出
て
、
当
時
看
官
の
好
む
所
に
従
ひ
し
な
る
べ
し
（
括

頭
巾
縮
緬
帋
衣
）

と
は
い
え
興
味
深
い
の
は
、「
理
義
」
と
り
わ
け
「
理
」
へ
の
志

向
は
馬
琴
の
虚
構
を
成
す
根
本
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
理
」
を
絶
対

化
し
て
そ
の
全
て
を
説
明
し
尽
く
そ
う
と
す
る
の
は
、
虚
構
で
あ

る
以
上
自
ず
と
限
界
が
生
ず
る
こ
と
も
ま
た
、
馬
琴
は
承
知
し
て

い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

⑪
こ
の
下
、
合
法
が

の
閻
魔
堂
に
て
浅
間
左
右
衛
門
が

不
用
意
に
富
士
右
門
を
焼
討
す
る
段
も
新
奇
也
。
然
ど
も
焔

消

は
製
し
て
こ
そ
火
薬
に
も
な
れ
、
只
地
上
に
生
じ
て

又
塩
硝

に
作
る

い
ま
だ
製
せ
ざ
る
物
に
火
の
移
る
べ
き
こ
と
な
し
と
て
、
昔

是
を
難
じ
け
る
人
あ
り
。
そ
は
理
論
に
て
虚
談
を
旨
と
し
ぬ
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る
小
説
の
本
意
に
あ
ら
ず
、（
略
）
素
よ
り
火
薬
な
れ
ば
し
か

作
り
設
た
る
の
み
、
豈
実
に
そ
の
事
あ
ら
ん
や
。
そ
を
云
云

と
理
論
し
ぬ
る
は
仮
を
も
て
真
と
な
す
な
れ
ば
、
予
が
取
ら

ざ
る
処
也
。（
三
国
一
夜
物
語
・
第
四
編
）

か
つ
て
批
難
さ
れ
た
こ
と
が
ず
っ
と
腹
に
据
え
か
ね
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
、
小
説
中
に
描
い
た
こ
と
を
、（
当
時
の
）
科
学
的
な
常
識

に
照
ら
し
合
わ
せ
起
こ
り
得
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
そ
れ

は
余
り
に
「
理
論
」、
す
な
わ
ち
「
真
」
に
拘
泥
し
た
揚
げ
足
取
り

に
過
ぎ
ず
、「
虚
談
を
旨
と
し
ぬ
る
小
説
の
本
意
」
で
は
な
い
、
と

す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
馬
琴
が
こ
れ
だ
け
気
色
ば
ん
で
い

る
よ
う
に
、
彼
自
身
は
極
力
こ
う
し
た
矛
盾
を
避
け
る
よ
う
努
め

て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

い
わ
ば
「
理
」
は
、
馬
琴
の
読
本
に
と
っ
て
諸
刃
の
剣
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
天
保
期
の
馬
琴
か
ら
見
て
目
に
余
る
点
に
つ
い
て

は
逐
一
言
及
す
る
の
だ
が
、一
応
ポ
ー
ズ
と
し
て
、あ
ま
り
に「
理
」

に
つ
き
す
ぎ
る
の
も
ど
う
か
と
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
口
吻
に
は
、「
作
り
物
語
」
で
あ
る
こ
と
の
宿
命
に
対
す
る
、

あ
る
種
の
諦
念
と
矜
持
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
感
情
が
表
明

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、『
園
雪
』
評
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

⑫
是
亦
神
霊
の
冥
助
前
後
矛
盾
す
。
か
く
い
へ
ば
仮
を
も
て

真
と
な
す
理
評
に
似
て
、
吾
本
意
な
ら
ね
ど
も
よ
し
や
作
り

物
語
也
と
も
余
り
に
浮
た
る
事
は
、
世
に
久
く
行
は
れ
ず
、

人
を
感
ぜ
し
む
る
に
、
深
切
な
ら
ざ
れ
ば
也
。
こ
も
亦
吾
昨

非
を
弁
ず
る
の
み
、
婦
幼
は
是
等
の
理
義
を
知
ら
ね
ば
、
今

猶
愛
る
も
あ
る
べ
し
、
士
君
子
の
為
に
い
ふ
に
足
ら
ず
。

右
の
「
か
く
い
へ
ば
仮
を
も
て
真
と
な
す
理
評
に
似
て
、
吾
本

意
な
ら
ね
ど
も
よ
し
や
作
り
物
語
也
と
も
余
り
に
浮
た
る
事
は
」

と
い
う
言
い
方
に
、
馬
琴
の
「
作
り
物
語
」
に
対
す
る
態
度
が
見

て
取
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
馬
琴
に
お
け
る
「
作

り
物
語
」
観
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
と
の
関
連
を

探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

「
作
り
物
語
」
の
頂
き
へ

は
た
し
て
、
馬
琴
に
と
っ
て
「
作
り
物
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な

位
置
づ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

⑬
但
し
逆
旅
主
人
由
八
夫
婦
が
奸
智
に
た
け
て
、
利
欲
の
為

に
申
介
が
妻
年
青
を
奪
ひ
取
ら
ん
と
て
種
々
の
苦
計
を
旋
ら

ヲ
モ
ト

し
、
屡
毒
要
を
施
し
て
申
介
夫
婦
を
そ
こ
な
ひ
し
は
、
彼
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人
肉
経
紀
な
る
悪
人
鬼
九
郎
に
だ
も
勝
れ
る
は
い
か
に
ぞ

ヒ
ト
カ
ド
ワ
カ
シ
ユ

や
。
其
人
柄
に
相
応
し
か
ら
ず
、
是
等
は
作
り
物
語
に
て
自

然
の
如
し
と
は
い
ひ
が
た
し
。（
青
砥
藤
綱
模
綾
案
・
巻
五
）

こ
れ
は
鬼
九
郎
と
い
う
悪
人
が
年
青
と
い
う
女
性
を
手
に
入
れ
る

た
め
、
由
八
夫
婦
に
悪
事
を
持
ち
か
け
、
由
八
夫
婦
は
こ
れ
に
応

じ
「
種
々
の
苦
計
を
旋
ら
し
、
屡
毒
要
を
施
」
す
の
だ
が
、
そ
れ

が
余
り
に
も

知
に
過
ぎ
、
最
終
的
に
は
年
青
の
夫
・
申
介
を
も

殺
す
と
い
う
展
開
に
つ
い
て
の
批
難
で
あ
る
。
い
く
ら
金
の
た
め

と
は
い
え
、
由
八
夫
婦
が
そ
こ
ま
で
の
悪
に
手
を
染
め
る
必
然
性

に
乏
し
い
と
言
う
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
裁
判
小
説
で
あ
る
本

作
は
反
面
、
こ
う
し
た
奸
計
や
詐
術
の
面
白
さ
を
描
く
の
が
眼
目

で
も
あ
る
）。
そ
の
点
が
い
か
に
も
こ
し
ら
え
事
め
い
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
「
作
り
物
語
」
と
い
う
言
葉
が
や
や
侮
蔑
的
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
自
分
自
身
が
手
を
染
め
て
い
る

読
本
が
「
作
り
物
語
」
で
な
い
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
馬
琴
は
そ
う

と
し
か
認
め
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
な
り
に
そ
こ
に
一
つ

の
線
引
き
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

前
節
の
⑥
に
は
、
続
い
て
「
是
を
作
り
物
語
と
お
も
へ
ば
論
な

し
、
勧
懲
を
宗
と
し
て
理
義
深
切
な
る
大
筆
に
は
あ
る
べ
く
も
あ

ら
ず
か
し
」
と
あ
る
の
だ
が
、「
作
り
物
語
」
と
片
付
け
て
し
ま
え

ば
、
目
く
じ
ら
を
立
て
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
が
、「
勧
懲
を
宗
と
し
て
理
義
深
切
な
る
大
筆
」
と
し
て
は
適
切

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
馬
琴
に
と
っ
て
読
本
は
所
詮
「
作
り
物
語
」
の
範

疇
に
入
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
レ
ベ
ル
の
違

い
が
あ
る
。
自
ら
の
（
目
指
す
）
作
品
は
凡
庸
な
「
作
り
物
語
」

な
ど
で
は
な
く
、「
虚
談
」（
前
出
）
と
は
い
え
、
全
て
が
荒
唐
無

稽
、
で
た
ら
め
で
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
身
の

過
去
の
作
品
の
拙
い
部
分
や
欠
陥
は
見
過
ご
せ
な
い
の
で
あ
り
、

同
じ
「
作
り
物
語
」
で
も
、「
理
義
深
切
な
る
大
筆
」
と
そ
う
で
な

い
も
の
の
差
を
常
に
顕
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
読
者
の
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
も
理
解
・
読
解
の
幅
が

あ
り
、
一
般
の
「
婦
幼
」
や
「
世
の
看
官
」
は
単
な
る
「
作
り
物

語
」
で
満
足
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
馬
琴
の
読
本
は
同
時
に
「
士

君
子
」
が
読
む
に
足
る
深
遠
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本

『
自
評
』
が
後
者
で
あ
る
桂
窓
・
篠
斎
と
い
っ
た
読
み
手
に
向
け

て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
複
雑
な
の
は
、
商
品
で
あ
る
以
上
、「
婦
幼
」
や
「
世
の

看
官
」
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
娯
楽
で
あ
る
こ
と
も
必
要
条
件
な
の

で
あ
る
（
本
稿
で
は
触
れ
な
い
が
、
文
体
の
あ
り
方
な
ど
も
こ
の
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点
を
踏
ま
え
て
評
価
さ
れ
て
い
る
）。
と
同
時
に
、
歌
舞
伎
・
浄
瑠

璃
と
の
差
別
化
も
は
か
ら
れ
ね
ば
、
そ
の
存
在
意
義
は
危
う
い
（
こ

う
し
た
読
者
や
演
劇
の
問
題
は
、
文
体
の
こ
と
と
と
も
に
、
服
部

氏
前
掲
論
文
の
Ｂ
と
Ｄ
に
詳
し
い
）。
次
の
一
節
に
は
、
こ
こ
ま
で

見
て
き
た
要
素
が
混
在
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑭
…
自
由
の
筆
に
任
せ
た
る
の
み
、
勧
懲
の
為
に
宜
し
か
ら

ず
。
然
れ
ど
も
世
の
看
官
は
か
く
ま
で
に
理
義
を
推
て
見
る

者
な
く
只
一
日
の
雑
劇
に
換
て
睡
魔
を
破
る
ま
で
な
れ
ば
、

こ
の
書
発
板
の
頃
、
い
た
く
行
は
れ
て
再
板
の
後
今
も
年
々

に
摺
り
出
す
と
云
な
る
に
（
括
頭
巾
縮
緬
帋
衣
）

「
理
義
」
の
欠
如
し
た
「
作
り
物
語
」
は
、「
雑
劇
」「
浄
瑠
璃

本
」
と
の
差
異
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
馬
琴
に
と
っ
て
そ
れ
は

危
機
感
を
抱
か
せ
る
と
と
も
に
許
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
は

い
え
、「
作
り
物
語
」
で
あ
る
以
上
、（
正
）
史
を
志
向
す
る
も
の

で
は
も
と
よ
り
な
い
。

以
上
、『
自
評
』
か
ら
窺
え
る
馬
琴
の
作
為
を
め
ぐ
る
評
価
を
整

理
・
検
討
し
て
き
た
が
、こ
れ
を
巨
視
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、「
勧

善
懲
悪
の
想
、
因
果
応
報
の
理
の
主
張
」（
中
村
幸
彦
氏

）
と
な

⑸

る
だ
ろ
う
。
で
は
そ
こ
か
ら
一
歩
進
め
、「
理
義
」
を
貫
ぬ
く
こ
と

で
、
馬
琴
読
本
が
「
作
り
物
語
」
と
し
て
成
し
得
る
こ
と
は
何
だ

っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
具
体
的
に
考
え
る
た
め
に
、
小
説
の
技

法
に
焦
点
を
絞
り
、
馬
琴
が
過
去
の
自
作
に
対
し
、
い
か
な
る
点

を
是
あ
る
い
は
非
と
し
た
の
か
、『
園
雪
』（
文
化
四
年
板
）、『
月

氷
奇
縁
』（
文
化
二
年
板
）
の
二
つ
の
作
品
を
通
し
て
見
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
自
ず
と
、
馬
琴
が
読
本
に
見
た
可
能
性
と

限
界
の
一
端
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

三

理
の
陥
穽
と
可
能
性

ま
ず
は
、「
理
」
の
透
徹
が
あ
だ
と
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
『
園
雪
』

に
つ
い
て
、
馬
琴
の
指
摘
に
基
づ
き
な
が
ら
問
題
点
を
探
っ
て
み

た
い
。

『
園
雪
』
評
に
特
有
の
言
葉
と
し
て
、「
約
束
」
に
過
ぎ
る
と
い

う
も
の
が
あ
る
（「
約
束
」
と
い
う
用
語
自
体
は
、『
稗
説
虎
之
巻
』

に
も
使
用
さ
れ
る
）。
そ
こ
に
は
「
理
義
」
と
い
う
用
語
こ
そ
使
わ

れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
物
語
の
理
法
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
よ

り
本
質
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
巻
二
「
伏
見
の
寓
居
」
は
、
以
下
の
よ

う
な
筋
で
あ
る
。

義
母
・
朝
坂
に
よ
っ
て
勘
当
さ
れ
追
い
出
さ
れ
た
佐
二
郎
は
、
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妻
・
汀
井
を
と
も
な
い
、
実
父
に
か
つ
て
仕
え
た
楚
平
夫
婦
の
も

と
に
身
を
寄
せ
る
。
し
か
し
、
次
第
に
楚
平
夫
婦
に
冷
た
く
あ
し

ら
わ
れ
る
。
五
六
年
後
、
こ
こ
に
宿
を
と
っ
た
法
師
が
楚
平
夫
婦

を
焼
き
殺
し
、
止
め
に
入
っ
た
佐
二
郎
夫
婦
も
火
を
放
た
れ
る
が
、

光
と
と
も
に
童
子
が
現
れ
二
人
を
救
う
。
童
子
は
彼
ら
を
救
っ
た

因
縁
を
語
り
、
さ
ら
に
某
年
某
月
某
日
に
分
か
る
と
言
う
が
、
こ

れ
は
夢
で
あ
っ
た
。

や
が
て
病
が
流
行
り
、
か
の
夢
中
の
法
師
が
疾
鬼
で
あ
っ
た
こ

と
に
気
付
く
が
、
佐
二
郎
夫
婦
の
看
病
の
甲
斐
な
く
楚
平
夫
婦
は

没
し
、
彼
ら
も
病
に
か
か
る
が
回
復
す
る
も
の
の
困
窮
、
さ
ら
に

各
地
に
盗
賊
が
出
現
し
た
の
で
か
の
地
を
逃
れ
さ
ま
よ
う
。

こ
の
展
開
に
つ
い
て
、
馬
琴
は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

し
か
れ
ど
も
佐
二
郎
の
夢
に
彼
童
子
の
未
来
を
示
す
事
約
束

に
過
た
り
、
楚
平
夫
婦
の
隠
匿
、
佐
二
郎
が
不
幸
の
余
殃
に

マ
マ

て
、
是
等
の
鬼
責
あ
ら
ば
朝
坂
・
渋
九
郎
・
実
稚
・
師
門
（
全

て
悪
事
を
働
く
登
場
人
物
…
引
用
者
注
）
な
ど
の
奸
悪
人
に

是
等
の
祟
な
き
は
い
か
に
ぞ
や
。
こ
の
疫
鬼
の
一
段
は
、
作

者
の
自
由
に
出
て
甘
心
し
が
た
し
。

そ
し
て
、
巻
四
「
伏
屋
の
蚊
遣
火
」
に
至
り
、
佐
二
郎
は
先
の
疾

病
に
よ
り
足
を
患
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
れ
に
よ

り
一
度
は
悪
に
荷
担
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
元
を
た
だ
せ
ば
、
な
ぜ
佐
二
郎
が
予
言
の
も
と
に
不
幸
に
陥
る

の
か
が
い
ま
ひ
と
つ
明
確
で
な
い
以
上
、「
右
の
疾
鬼
の
事
な
く
て

佐
二
郎
時
疫
に
て
腰
た
ゝ
ず
な
り
ぬ
な
ど
軽
く
い
は
ん
こ
そ
反
て

よ
ろ
し
か
る
べ
け
れ
、
事
皆
約
束
あ
ら
せ
ん
と
底
深
く
作
り
な
せ

る
故
に
、
自
由
の
筆
も
出
来
る
也
」
と
、「
約
束
」
の
弊
害
が
指
摘

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
本
作
で
象
徴
的
な
の
が
、
巻
四
の
同
じ
場
面

で
佐
二
郎
が
、
薄
雪
姫
の
母
・
玉
の
方
の
危
機
を
救
う
箇
所
で
あ

る
。
馬
琴
自
身
は
比
較
的
肯
定
的
に
評
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ

は
佐
二
郎
の
主
体
的
な
行
動
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
玉
の
方
に

仕
え
た
真
垣
の
亡
き
魂
が
佐
二
郎
に
乗
り
移
る
と
い
う
、
完
全
に

受
動
的
な
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
先
の
童
子
の
予
言
が
こ
こ

に
結
び
つ
く
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
佐
二
郎
と
い
う
登

場
人
物
は
、『
園
雪
』
に
お
い
て
、
宗
尊
親
王
や
薄
雪
姫
た
ち
の
プ

ロ
ッ
ト
と
、
馬
琴
創
案
の
佐
二
郎
を
含
む
村
人
た
ち
の
い
ざ
こ
ざ

の
プ
ロ
ッ
ト
と
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
な
の
だ

が
、
こ
こ
ま
で
の
筋
の
進
行
上
に
お
い
て
、
佐
二
郎
は
露
骨
な
ま

で
に
傀
儡
と
し
か
呼
べ
な
い
よ
う
な
位
置
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
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実
は
、『
園
雪
』
は
一
事
が
万
事
、
こ
う
し
た
手
法
に
貫
か
れ
て

お
り
、
馬
琴
自
身
も
こ
の
欠
陥
は
率
直
に
認
め
て
い
る
。

且
本
編
に
霊
夢
を
説
も
の
三
四
度
に
及
べ
り
、
は
じ
め
小
野

少
将
秋
光
の
夢
に
丘
の
上
に
虎
の
頭
あ
り
と
見
て
実
稚
生
れ
、

其
後
又
夢
に
家
の
内
に
貝
あ
り
と
見
て
、
薄
雪
生
れ
た
り
と

云
こ
と
あ
り
（
以
上
巻
一
…
引
用
者
注
）。
今
又
佐
二
郎
夫
婦

が
病
厄
の
霊
夢
あ
り
、
後
に
至
り
て
薄
雪
の
夢
に
小
野
小
町

前
後
身
を
告
る
一
段
あ
り
（
巻
三
…
引
用
者
注
）、
何
ぞ
霊
夢

の
多
き
や
。
皆
是
当
時
事
に
約
束
あ
ら
せ
ん
と
て
作
り
な
し

た
る
作
者
の
啄
黄
な
り
し
故
也
。

深
草
の
さ
き
の
ち
ぎ
り
の
段
に
、
薄
雪
の
夢
に
小
野
小
町
そ

の
前
後
身
な
る
よ
し
を
告
示
し
、
且
前
世
の
悪
報
に
て
種
々

の
艱
難
に
逢
ふ
べ
き
よ
し
を
説
諭
す
事
な
ど
は
、
亦
是
約
束

に
過
た
り
。
況
霊
夢
の
事
こ
ゝ
に
四
た
び
に
及
べ
る
は
う
る

さ
し
。

一
つ
一
つ
の
筋
を
紹
介
す
る
こ
と
は
省
く
が
、
結
果
、
本
作
が
ど

の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
か
は
、
次
の
大
高
洋
司
氏
「
京
伝
と
馬

琴
│
文
化
三
、
四
年
刊
の
読
本
に
お
け
る
構
成
の
差
違
に
つ
い
て

│
」
の
指
摘
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

⑹

小
野
小
町
の
予
言
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
薄
雪
は
、
自
ら
と

は
直
接
何
の
関
係
も
な
い
小
町
の
罪
障
を
、
以
後
全
て
背
負

い
込
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
善
の
側
が
、

前
世
の
罪
障
消
滅
の
た
め
に
、
全
て
の
苦
難
を
甘
受
せ
ね
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
、

そ
う
な
る
と
、
こ
の
作
品
中
の
〈
悪
〉
は
皆
い
く
ば
く
か
正

当
化
さ
れ
て
魅
力
の
薄
い
も
の
に
な
り
、
結
果
、
ス
ト
ー
リ

ー
展
開
が
、
非
常
に
重
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
し
て
、
物
語
と
し
て
は
、
悪
人
た
ち
の
奸
計
や
陰
謀
に
目
立

っ
て
筆
が
割
か
れ
、
薄
雪
や
玉
の
方
ら
は
ひ
た
す
ら
そ
れ
に
翻
弄

さ
れ
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
連
れ
回
さ
れ
る
こ
と
に
終
始
す
る
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
予
言
や
霊
夢
と
い
っ
た
「
約
束
」
は
、『
園
雪
』
の
物

語
を
統
括
し
て
い
く
「
理
」
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し

た
堅
牢
さ
ば
か
り
を
極
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
余
り
に
物
語
の
展
開

を
束
縛
し
て
し
ま
い
、
登
場
人
物
を
動
か
し
に
く
く
な
る
。
作
者

自
ら
の
首
を
絞
め
る
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
も
、「
理
」
を
優
先
さ
せ
過
ぎ
る
が
ゆ
え
に
、「
義
」
の
問
題

が
置
き
去
り
に
さ
れ
る
危
険
性
す
ら
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、「
理
」
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か
ら
離
れ
る
と
そ
れ
は
読
本
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
に
対
し
、「
理
」
の
ジ
レ
ン
マ
を
小
説
の
技
法
と
し
て
う
ま

く
昇
華
し
た
作
品
が
、
意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、
半
紙
本
読
本
の

第
一
作
『
月
氷
奇
縁
』
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
馬
琴
が
『
自
評
』
に

お
い
て
口
を
極
め
て
自
画
自
賛
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
な
り
の

理
由
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

『
月
氷
奇
縁
』
評
に
お
い
て
、
手
放
し
と
も
い
え
る
ぐ
ら
い
に

賞
賛
し
て
い
る
の
が
、
第
八
回
か
ら
第
十
回
に
か
け
て
の
、
ヒ
ロ

イ
ン
玉
琴
の
死
が
実
は
狐
の
身
替
わ
り
で
あ
っ
た
と
い
う
展
開
で

あ
る
。
少
し
詳
し
く
説
明
し
た
上
で
当
該
評
を
見
る
こ
と
と
し
た

い
。第

八
回
の
内
容
は
、
玉
琴
が
馬
籠
に
売
ら
れ
て
い
っ
た
家
の
主

が
、
夫
・
倭
文
が
仇
と
し
て
追
う
石
見
太
郎
で
あ
る
こ
と
が
判
明
、

玉
琴
は
そ
の
事
実
を
突
き
つ
け
た
上
で
宝
鏡
を
取
り
返
し
逃
げ
よ

う
と
す
る
が
、
太
郎
に
殺
さ
れ
る
。
太
郎
は
出
奔
す
る
が
、
そ
の

後
、
玉
琴
探
索
に
訪
れ
た
倭
文
が
彼
女
の
亡
霊
と
再
会
し
、
太
郎

の
居
場
所
を
告
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
評
に
、「
抑
佳

人
の
冤
魂
情
郎
に
逢
事
は
唐
山
の
小
説
に
間
こ
れ
あ
れ
ば
新
奇
に

あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
こ
の
一
回
は
旨
と
看
官
を
欺
き
得
た
る
作
者
の

ワ
ザ

用
心
浅
か
ら
ず
と
い
は
ま
し
」
と
あ
る
が
、
二
人
の
再
会
の
筋
は

言
う
ま
で
も
な
く
『
雨
月
物
語
』「
浅
茅
が
宿
」
に
基
づ
い
て
い
る
。

そ
し
て
第
十
回
、
は
た
し
て
石
見
太
郎
を
討
っ
た
倭
文
が
、
思

い
が
け
ず
も
生
き
た
玉
琴
と
再
び
再
会
、
彼
女
は
馬
籠
に
行
く
途

中
あ
る
者
の
手
び
き
に
よ
り
酒
楼
で
歌
妓
と
な
っ
て
い
た
と
語
り
、

倭
文
が
遭
遇
し
た
亡
霊
云
々
に
は
全
く
心
当
た
り
が
な
い
の
で
あ

っ
た
。
や
が
て
倭
文
・
玉
琴
の
夢
に
、
二
人
を
守
っ
た
の
は
倭
文

の
父
に
救
わ
れ
た
白
狐
の
報
恩
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
。

し
か
る
に
玉
琴
は
始
よ
り
馬
籠
に
は
行
か
ず
、
霊
狐
の
補
助

に
よ
り
て
、
此
酒
肆
に
来
て
歌
妓
に
な
り
、
且
病
臥
の
間
主

人
の
看
病
に
あ
へ
り
と
云
、
こ
ゝ
に
至
り
て
、
看
官
は
じ
め

て
玉
琴
が
死
な
ざ
る
を
知
る
、
大
奇
々
々
。
馬
籠
以
来
作
者

よ
く
欺
き
得
て
妙
な
る
か
な
。

こ
ゝ
を
も
て
倭
文
・
玉
琴
が
為
に
守
護
神
に
な
り
し
こ
と
、

又
玉
琴
が
身
を
売
て
石
見
太
郎
の
妾
に
な
る
時
、
霊
狐
早
く

玉
琴
に
変
じ
て
馬
籠
に
造
り
て
、
玄
丘
の
鏡
を
取
り
か
へ
し

胡
意
石
見
に
殺
さ
れ
し
と
思
は
せ
し
事
、
白
狐
神
通
を
得
れ

ワ
ザ
ト

ば
、
剣
鏡
を
怕
れ
ざ
る
こ
と
ま
で
説
示
せ
し
は
、
尤
宜
し
。

右
の
評
は
一
見
、「
霊
狐
」
に
よ
っ
て
善
人
（
玉
琴
）
の
死
を
回
避
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で
き
た
と
い
う
点
へ
の
賛
辞
に
目
が
行
き
が
ち
な
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、「
看
官
を
欺
き
得
」
た
こ
と
が
技
法
の
上
で
は
重

要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
展
開
に
つ
い
て
、
い
み
じ
く
も
高
田
衛
氏

が
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

馬
琴
の
「
二
人
玉
琴
」
は
、
一
方
の
本
体
（
人
間
）
を
、
他

方
の
仮
体
（
霊
狐
）
が
庇
護
す
る
と
い
う
趣
旨
で
貫
か
れ
て

い
る
。
い
わ
ば
仮
体
は
本
体
の
身
代
り
な
の
だ
が
、
そ
の
玉

琴
（
仮
体
）
が
敵
の
手
に
か
か
っ
て
惨
殺
さ
れ
、
死
霊
と
な

っ
て
主
人
公
倭
文
に
本
体
の
「
死
」
を
示
唆
し
、
主
人
公
倭

文
が
妻
は
既
に
死
ん
だ
と
思
い
こ
ん
だ
後
に
な
っ
て
、
玉
琴

（
本
体
）
と
の
再
会
が
あ
っ
て
、
大
団
円
に
い
た
る
─
─
そ

の
よ
う
な
時
間
的
前
後
と
、
空
間
的
遠
近
に
よ
っ
て
、
い
さ

さ
か
詐
計
的
に
「
一
体
二
形
」
を
ス
ト
オ
リ
イ
の
意
外
性
と

ト
リ
ツ
ク

神
秘
性
へ
と
運
営
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
典
拠
の
こ
と
は
、

い
ま
は
触
れ
な
い
。
⑺

こ
の
一
連
の
展
開
は
、
た
し
か
に
作
中
で
も
霊
狐
が
「
わ
れ
又

仮
に
玉
琴
と
な
り
石
見
が
為
に
殺
れ
た
り
と
見
せ
て
彼
を
誑
り
」

こ
ろ
さ

と
説
明
し
て
い
る
が
、
あ
え
て
「
理
評
」
す
れ
ば
い
く
つ
か
腑
に

落
ち
な
い
点
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
石
見
太
郎
は
自
身
を
仇
と
し

て
つ
け
狙
う
者
（
倭
文
）
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
、
玉
琴
の
素
性
も

知
ら
な
か
っ
た
の
を
、
狐
玉
琴
が
全
て
を
明
か
す
の
だ
が
、
そ
の

必
要
性
が
な
く
、
い
っ
そ
の
こ
と
密
か
に
抜
け
出
し
倭
文
に
仇
の

あ
り
か
を
告
げ
れ
ば
よ
っ
ぽ
ど
話
が
早
い
の
で
は
な
い
か
。
他
に

も
、
な
ぜ
霊
狐
は
倭
文
に
玉
琴
が
死
ん
だ
と
思
わ
せ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
か
、
は
た
ま
た
同
じ
く
石
見
太
郎
を
仇
と
す
る
丹
蔵
・
丹

平
と
い
う
者
が
、
旧
主
の
子
・
倭
文
に
初
め
て
会
い
と
も
に
力
を

合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
道
中
の
あ
る
「
女
児
」
の
導
き

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
な
の
だ
が
、
こ
の
女
性
が
玉
琴
の
霊
と
符
合

す
る
と
さ
れ
る
の
も
、
考
え
て
み
れ
ば
回
り
く
ど
く
お
か
し
な
こ

と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
全
て
「
看
官
を
欺
」

く
の
が
最
優
先
さ
れ
て
の
こ
と
で
、
こ
の
詐
術
と
い
う
か
ト
ラ
ッ

プ
（
罠
）
を
物
語
内
に
仕
掛
け
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、
ま
た
後
年

も
こ
の
点
を
高
く
評
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
高
田
氏
の
引
用
文
末
尾
に
典
拠
云
々
と
あ
っ

た
が
、
こ
の
身
替
わ
り
の
趣
向
そ
の
も
の
は
、
大
高
洋
司
氏
「『
月

氷
奇
縁
』
の
成
立
」

の
指
摘
以
来
周
知
の
よ
う
に
、
江
島
其
磧

⑻

『
風
流
曲
三
味
線
』
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。『
曲
三
味
線
』
で
は
お

ら
ん
と
い
う
女
性
が
殺
さ
れ
、
彼
女
の
亡
霊
が
侍
に
助
太
刀
を
頼

み
仇
討
ち
成
就
の
後
、
実
は
白
狐
が
身
替
わ
り
と
な
っ
て
お
り
、

お
ら
ん
は
生
き
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
、
と
い
う
筋
で
あ
る
。
た
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だ
し
、
こ
の
白
狐
は
筋
の
前
後
に
脈
絡
な
く
登
場
し
、
御
都
合
主

義
と
言
え
な
く
も
な
い
。

対
し
『
月
氷
奇
縁
』
で
は
、
こ
の
基
本
線
を
踏
襲
し
つ
つ
改
変

が
施
さ
れ
、
大
高
氏
注
８
前
掲
論
文
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
備
わ

る
。

こ
の
部
分
に
は
同
時
に
、
浮
世
草
子
と
い
わ
ゆ
る
〈
後
期
読

本
〉
と
の
違
い
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
曲

三
味
線
』
で
白
狐
が
女
主
人
公
お
ら
ん
を
助
け
た
の
は
彼
女

が
貞
淑
だ
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
だ
が
、『
月
氷
奇
縁
』
で

は
玉
琴
の
父
三
上
和
平
に
助
け
ら
れ
た
、
そ
の
報
恩
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
和
平
が
「
隠
慝
の
奸
賊
」
だ
っ
た
た
め
に

そ
の
娘
を
救
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
に
浮

世
草
子
に
は
な
い
〈
因
果
の
理
法
〉
の
強
調
が
見
ら
れ
る
。

同
時
に
馬
琴
が
『
曲
三
味
線
』
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
長

編
構
成
に
あ
っ
た
こ
と
も
同
氏
「
享
和
三
、
四
年
の
馬
琴
読
本
」

⑼

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
、
馬
琴
が
と
り

⑽わ
け
『
曲
三
味
線
』
に
注
目
し
た
の
は
、
読
者
の
意
表
を
突
く
と

い
う
展
開
そ
の
も
の
に
、
来
る
べ
き
小
説
の
方
向
性
を
見
出
し
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
月
氷
奇
縁
』
評
に
は
こ
の

点
を
指
摘
す
る
も
の
が
際
立
っ
て
多
い
の
で
あ
る
。

又
永
原
の
家
吏
上
市
丹
治
が
主
を
諫
め
か
ね
た
る
段
に
、
只

叱
り
退
け
ら
る
ゝ
と
の
み
か
ろ
う
し
る
し
て
、
こ
ゝ
に
て
は

亡
命
の
こ
と
を
い
は
ず
、
後
に
至
り
て
こ
の
丹
治
親
子
に
一

役
つ
け
た
る
は
、
看
官
の
意
外
に
出
て
巧
者
の
筆
と
や
い
ふ

べ
か
ら
ん
。（
第
一
回
）

三
上
和
平
是
（
衵
女
を
指
す
…
引
用
者
注
）
を
救
ふ
て
己
が

奴
隷
を
も
て
送
ら
せ
て
大
和
へ
落
し
つ
か
は
す
段
は
、
後
に

至
り
て
和
平
夫
婦
が
吉
野
川
に
身
を
投
ず
こ
と
の
張
本
な
れ

ど
も
、
こ
ゝ
に
て
は
其
機
変
露
ば
か
り
も
顕
れ
ず
作
り
得
て

深
し
〳
〵
。（
第
三
回
）

又
両
個
の
婦
女
子
は
寿
郎
治
早
く
剿
り
て
樹
の
元
に
在
ら
す

る
こ
と
ま
で
分
教
、
都
て
精
細
に
て
、
看
官
の
意
表
に
出
る

者
少
か
ら
ず
。（
第
五
回
）

彼
白
獼
猴
倭
文
が
為
に
良
薬
に
な
ら
ん
と
は
、
看
官
思
ひ
が

け
な
き
妙
筆
に
て
あ
り
け
る
。（
第
七
回
）

こ
れ
ら
は
プ
ロ
ッ
ト
の
記
述
上
の
工
夫
に
よ
る
も
の
が
多
く
、

物
語
上
か
ら
一
度
退
場
し
た
後
を
あ
え
て
伏
せ
て
お
き
、
再
登
場
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の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
さ
せ
た
り
（
第
一
回
）、
主
の
夫
人
ら
が

殺
さ
れ
た
と
思
い
き
や
、
そ
れ
は
誤
解
で
、
逆
に
丁
重
に
保
護
さ

れ
て
い
た
り
（
第
五
回
）、
そ
こ
に
父
子
の
再
会
を
重
ね
た
り
（
し

か
も
実
の
父
子
で
な
い
こ
と
も
後
に
判
明
）
と
、
人
物
同
士
を
筋

の
進
行
上
ど
の
よ
う
に
絡
ま
せ
る
か
、
ま
た
、
過
去
に
起
こ
っ
た

事
の
真
相
に
つ
い
て
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
明

か
さ
れ
る
か
と
い
う
点
の
案
配
に
ぬ
か
り
が
な
い
。
こ
れ
を
馬
琴

自
身
は
「
段
ど
り
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
詳
述
は

し
な
い
も
の
の
、
細
か
い
場
面
に
至
る
ま
で
凝
っ
た
作
り
と
な
っ

て
お
り
、
た
し
か
に
読
み
手
は
何
度
も
意
表
を
突
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
背
後
に
し
っ
か
り
と
し
た
全
体
の
構
成
を

備
え
て
い
る
か
ら
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
お
お
よ
そ
『
自
評
』
全

体
が
多
く
、
場
面
的
な
趣
向
へ
の
言
及
に
占
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、

『
月
氷
奇
縁
』
評
の
み
そ
の
理
法
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
を
『
月
氷
奇
縁
』
と
名
づ
く
る
よ
し
は
、
羽
隹
の
宝

刀
と
玄
丘
の
明
鏡
と
孝
子
熊
谷
倭
文
と
弟
女
三
上
玉
琴
と
一

マ
マ

旦
分
離
し
て
奇
し
く
再
会
し
ぬ
る
義
也
。
所
云
羽
隹
は
山
鶏

也
、
又
倭
文
・
玉
琴
な
り
、
玄
丘
は
白
狐
也
、
人
明
鏡
也
。

剣
を
氷
に
比
し
鏡
を
月
に
比
す
。
是
を
一
部
の
主
人
公
と
見

る
と
き
は
、
そ
の
義
分
明
な
る
べ
し
。

『
月
氷
奇
縁
』
と
い
う
作
品
の
構
成
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
理

路
整
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
高
氏
注

前
掲
論
文
に
よ
れ

10

ば
、
作
品
全
体
の
実
に
二
十
一
箇
所
に
わ
た
り
「
老
師
が
左
近
に

与
え
た
剣
と
鏡
の
ど
ち
ら
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
が
登
場
し
」、

「
剣
と
鏡
は
、
同
じ
く
拈
華
老
師
の
予
言
に
発
し
な
が
ら
（
第
二

回
で
、老
師
は
全
体
の
筋
を
暗
示
す
る
偈
を
も
残
す
…
引
用
者
注
）、

さ
り
げ
な
く
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
側
に
入
り
込
ん
で
、
予
言

に
沿
っ
た
展
開
を
導
い
て
い
る
」
と
の
見
取
り
図
に
な
る
。
こ
の

土
台
の
上
に
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
筋
を
具
体
的
に
動
か
し
て
い

く
力
学
が
有
機
的
か
つ
複
線
的
に
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

逆
に
、
先
の
『
園
雪
』
は
超
越
的
な
力
に
寄
り
か
か
り
過
ぎ
、

物
語
内
部
の
力
学
を
駆
動
さ
せ
る
余
地
を
残
さ
ず
に
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、で
は
本
節
の
問
題
に
戻
っ
て
、馬
琴
自
賛
の
詐
術
と「
理
」

は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
極
端
に
言
え
ば
、

馬
琴
が
「
看
官
の
意
表
」
を
突
く
際
、
多
く
は
叙
述
の
上
で
あ
る

種
の
嘘
を
つ
い
て
い
る
（
騙
る
）
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
聞

こ
え
が
悪
い
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
小
説
の
技
法
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、「
理
」
に
統
御
さ
れ
た
作
品
世
界
に
い
か
に
し
て
嘘
が
生
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ま
れ
る
の
か
。
こ
う
考
え
て
み
た
と
き
、
逆
説
め
く
が
、「
理
」
に

「
理
」
を
継
い
で
い
く
か
ら
こ
そ
、
読
者
の
「
虚
」
を
突
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
ら
仕
組
ん
だ

理
を
、
自
ら
の
手
で
裏
切
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

具
体
的
に
先
の
例
で
言
う
と
、
玉
琴
が
死
ん
だ
と
い
う
虚
を
、

夫
・
倭
文
の
み
な
ら
ず
、
玉
琴
を
知
ら
な
い
丹
平
・
丹
蔵
と
い
う

第
三
者
的
な
視
点
を
も
加
え
て
固
め
て
い
る
。
さ
ら
に
玉
琴
が
殺

さ
れ
る
場
面
は
、
石
見
太
郎
に
激
し
く
抵
抗
し
た
果
て
の
こ
と
な

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
立
つ
第
四
回
で
、
悪
人
で
あ
る
養
父
・

海
部
大
膳
の
裏
切
り
を
目
の
当
た
り
に
し
た
玉
琴
（
本
人
）
が
、

全
く
動
ぜ
ず
「
眉
尖
刀
」
を
手
に
向
お
う
と
す
る
勇
ま
し
さ
が
、

な
ぎ
な
た

読
者
の
目
に
残
像
と
し
て
焼
き
付
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
蓋
然
性

を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
（
霊
が
人
を
誘
導
す
る
趣
向
も
、

第
二
回
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
）。
一
方
、
こ
れ
以
外
の
場
面
の

「
看
官
の
意
表
」
は
、「
理
」
で
固
め
た
中
に
あ
え
て
空
白
を
作
る

（
描
か
な
い
）
こ
と
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
。

破
綻
の
な
い
条
理
の
う
ち
に
、
読
者
に
そ
う
と
気
付
か
れ
な
い

よ
う
に
裂
け
目
や
空
白
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
一
度
陥
れ
、
も
し
く

は
宙
づ
り
に
し
た
上
で
、
そ
の
裂
け
目
や
空
白
も
、
結
果
と
し
て

改
め
て
長
編
構
成
の
条
理
の
う
ち
に
埋
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
時
間
と
空
間
を
歪
め
る
編
集
・
加
工
の
妙
技
が
必
要
と
な
り
、

結
果
、
記
述
の
順
序
は
前
後
し
、
場
面
は
頻
繁
に
転
ず
る
。
こ
れ

を
読
み
手
側
か
ら
言
え
ば
、
徹
底
し
た
理
を
共
有
し
た
上
で
、
飛

躍
や
起
伏
に
身
を
委
ね
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
最
終

的
に
は
秩
序
が
回
復
さ
れ
、
安
定
性
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
を
改

め
て
獲
得
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
馬
琴
読
本
を
読
む
こ
と
の
快
楽
な

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
現
在
の
映
画
・
ド
ラ
マ
や
小
説
と
い
っ
た
娯
楽

作
品
の
水
準
か
ら
見
れ
ば
、
何
ら
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
が
、
こ
う
し
た
詐
術
を
技
法
と
し
て
自
覚
的
に
先
鋭
化

し
、
同
時
に
あ
る
水
準
以
上
の
読
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
技
法
の

妙
味
そ
の
も
の
を
メ
タ
的
に
堪
能
す
る
こ
と
を
も
要
請
す
る
と
い

う
点
は
、
こ
の
当
時
の
小
説
に
お
い
て
は
極
め
て
新
し
い
現
象
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

『
月
氷
奇
縁
』
は
画
期
的
な
作
品
で
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
完

璧
な
も
の
で
は
な
く
、
馬
琴
自
身
も
い
く
つ
か
欠
点
を
あ
げ
て
い

る
。
筆
者
か
ら
見
て
も
、
巻
一
、
二
に
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
る
、
主



- 19 -

家
が
襲
わ
れ
女
性
た
ち
が
落
ち
の
び
る
展
開
や
、
丹
治
、
和
平
が

と
も
に
主
君
に
よ
り
追
放
さ
れ
る
点
な
ど
、
話
の
発
端
部
に
お
け

る
人
物
の
移
動
に
繰
り
返
し
の
趣
向
が
多
く
、
先
に
指
摘
し
た
「
残

像
」
も
裏
返
せ
ば
反
復
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
点
を
差
し
引
い
て
も
、『
自
評
』
に
み
る
文
言
は
、
天
保
期
の
馬

琴
に
よ
る
過
大
評
価
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。『
月
氷
奇
縁
』
は
読

者
へ
の
詐
術
を
駆
使
し
な
が
ら
も
、
物
語
と
し
て
の
筋
を
追
う
興

趣
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
、
馬
琴
読
本
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
つ
ま
っ

た
作
品
で
あ
る
。
評
末
尾
の
「
吾
初
筆
に
て
愛
思
ふ
よ
し
も
あ
れ

ば
、
略
評
に
て
は
う
ち
も
お
か
れ
ず
」
と
い
う
一
節
は
、
丹
誠
こ

め
て
彫
琢
し
た
自
作
に
対
す
る
、
生
み
の
親
と
し
て
の
素
顔
を
垣

間
見
せ
た
一
瞬
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
見
た
馬
琴
読
本
の
あ
り
方
を
、
前
時
代
的
、
非
文
芸
的

な
も
の
と
し
て
片
づ
け
る
の
は
簡
単
で
あ
る
が
、
馬
琴
自
身
が
過

去
の
作
品
を
再
読
す
る
こ
と
で
確
認
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
技
法

・
方
法
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
確
立
し
て
い
っ
た
自
ら
の
格
闘
の

姿
で
あ
り
、「
読
本
」
と
い
う
新
し
い
「
作
り
物
語
」
の
可
能
性
を

切
り
開
い
て
い
っ
た
自
負
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
分
の
読

本
の
原
点
で
あ
る
『
月
氷
奇
縁
』
に
既
に
、
そ
の
た
し
か
な
手
応

え
を
再
発
見
で
き
た
時
に
、「
生
作
者
の
ゑ
せ
よ
み
本
」（『
月
氷

奇
縁
』
評
中
に
あ
る
言
葉
）
と
の
差
異
を
い
ま
い
ち
ど
強
調
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

注⑴

神
谷
勝
広
・
早
川
由
美
編
『
馬
琴
の
自
作
批
評
│
石
水
博
物
館
蔵

『
著
作
堂
旧
作
略
自
評
摘
要
』
│
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
）。
引
用

は
全
て
該
書
の
翻
刻
に
よ
る
。

⑵

『
曲
亭
馬
琴
の
文
学
域
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
七
・
初
出
一
九
八

二
）。
な
お
服
部
氏
は
以
下
の
四
項
目
に
分
類
し
て
分
析
し
て
お
り
、

以
下
こ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
従
っ
て
氏
の
指
摘
を
示
す
。

﹇
Ａ
﹈
読
本
執
筆
の
精
神
・
理
念
、
及
び
執
筆
上
の
心
構
え
に
つ
い

て﹇
Ｂ
﹈
読
本
構
成
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）
│
執
筆
上
の

技
術
的
注
意
、
及
び
筋
の
進
め
方
・
場
面
設
定
等
の
問
題
点
│

﹇
Ｃ
﹈
読
本
構
成
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
│
登
場
人
物

の
感
情
・
行
動
等
の
矛
盾
の
指
摘
│

﹇
Ｄ
﹈
読
本
の
文
章
作
法
に
つ
い
て

⑶

高
橋
圭
一
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
じ
ね
ん
」
と
読
む

べ
き
用
語
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
し
ぜ
ん
」
と
は
異
な
る
。
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⑷

「
面
白
が
ら
す
る
は
面
白
か
ら
ず
│
和
歌
に
於
け
る
作
為
と
自
然

│
」『
和
歌
史
の
「
近
世
」』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
・
初
出
二
〇
〇

二
）。

⑸

「
椿
説
弓
張
月
の
史
的
位
置
」『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
５
（
中
央
公

論
社
、
一
九
八
二
）。

⑹

『
読
本
研
究
』
第
三
輯
上
套
、
一
九
八
九
・
六
。

⑺

「
戯
作
者
た
ち
の
〈
女
〉
と
〈
蛇
〉」『
女
と
蛇
』（
筑
摩
書
房
、
一

九
九
九
・
初
出
一
九
七
八
）。

⑻
『
近
世
文
芸
』

・

、
一
九
七
六
・
八
。

25

26

⑼

『
曲
三
味
線
』
の
長
編
構
成
に
関
し
て
は
、
篠
原
進
氏
「
其
磧
の

ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
│
『
風
流
曲
三
味
線
』
の
光
と
影
│
」（『
緑
岡
詞

林
』
２
、
一
九
七
五
・
十
一
）
を
参
照
の
こ
と
。

⑽

『
京
伝
と
馬
琴
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
〇
・
初
出
二
〇
〇
一
）。

本
稿
は
、
西
日
本
近
世
小
説
研
究
会
（
よ
み
ほ
ん
の
会
）（
二

〇
一
三
年
三
月
三
十
日
、
於
・
尾
道
市
立
大
学
）
で
行
っ
た
発

表
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
科
学

研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
））
の
研
究
成
果
で
あ
る
。


