
１ ・

ノ
　
ー
　
トカ

ツ
ラ
ギ
ノ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ

１
そ
の
形
象
化
の
過
程
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
　
庄

（
上
）

　
ゆ

き
　
子

　
　
　
　
問
題
の
所
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ヽ
Ｉ
コ
ト
で
あ
り
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
り
、

　
か
っ
て
日
本
の
原
始
・
古
代
社
会
を
通
じ
て
数
多
く
の
神
々
か
創
り
出
さ
れ
　
　
ス
コ
ナ
ヒ
コ
ナ
で
あ
り
、
三
輪
山
の
神
で
あ
り
、
山
幸
、
海
幸
等
々
で
あ
る
。
　
一

’
た
か
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
後
代
の
文
学
の
素
材
と
な
っ
た
り
、
下
地
と
な
っ
て
　
　
い
ず
れ
も
『
古
事
記
』
で
は
傍
系
を
な
す
神
々
で
あ
る
が
、
逆
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
　
1
5

新
し
い
も
の
の
発
想
に
糸
口
を
与
え
る
役
割
を
に
な
っ
て
生
き
続
け
た
神
は
そ
　
　
故
に
、
文
学
化
、
説
話
化
を
か
な
り
高
度
に
遂
げ
て
お
り
、
後
代
の
詩
題
・
圃
　
一

う
多
く
は
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
に
、
草
子
や
物
語
、
小
説
等
々
の
素
材
に
も
な
り
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
要
す
る
に
そ
れ
ら
の
神
々
に
、
土
台
を
離
れ
て
一
人
歩
き
で
き
る
だ
　
　
　
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
も
こ
れ
ら
の
神
々
と
同
じ
く
、
一
定
の

け
の
豊
か
な
形
象
性
・
説
話
性
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
る
　
　
伝
承
・
説
話
化
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
で
、
長
く
日
本
文
学
の
中
に
入
り
込
ん
で

も
の
で
あ
ろ
う
し
、
又
一
面
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
神
々
か
深
く
広
い
生
活
　
　
そ
の
発
想
を
助
け
る
働
き
を
し
て
来
た
神
で
あ
る
。

者
の
層
に
発
想
の
基
盤
を
持
た
ず
、
そ
の
よ
う
な
形
象
化
を
遂
げ
る
こ
と
か
少
　
　
ｙ
　
彼
は
敗
北
・
苦
役
・
醜
貌
・
反
逆
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
符
号
を
負
わ
さ
れ
た
も

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
前
記
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
や
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

　
し
か
し
全
く
そ
れ
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
神
々
の
世
界
の
た
そ
か
れ
　
　
の
い
ず
れ
も
か
敗
北
・
追
放
の
神
の
一
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
、
後
述
す
る

時
に
書
か
れ
た
、
為
政
者
に
よ
る
、
露
骨
な
政
治
目
的
の
た
め
の
、
従
っ
て
反
　
　
よ
う
に
古
代
仏
教
説
話
（
役
行
者
説
話
）
の
中
で
結
実
す
る
こ
の
神
の
イ
メ
ー

文
学
的
要
素
の
濃
い
『
古
事
記
』
の
中
に
さ
え
、
ひ
き
ゆ
が
め
ら
れ
な
が
ら
も
　
　
ジ
は
そ
れ
ら
の
神
々
に
は
な
か
っ
た
よ
り
深
い
暗
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。

な
お
豊
か
な
文
学
性
、
説
話
性
を
持
ち
得
て
い
る
神
か
少
数
に
し
ろ
見
ら
れ
る
　
　
そ
れ
だ
け
に
特
有
な
性
格
、
形
象
を
与
え
ら
れ
て
い
る
神
だ
と
百
え
よ
う
。

こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
、
ど
ん
な
風
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
形



ｎ

で
彼
の
上
に
定
着
し
た
の
か
を
追
求
す
る
こ
と
か
こ
の
論
考
の
目
的
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
根
源
は
一
つ
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
要
因
か
結
び
合
っ
た
り
、
重
な

り
合
い
、
幾
つ
か
の
時
代
、
い
く
つ
か
の
階
級
・
階
層
の
刻
印
の
打
た
れ
た
思

想
・
形
象
が
か
ら
み
合
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　
従
っ
て
そ
れ
を
一
つ
一
つ
解
き
ほ
ぐ
し
、
整
理
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
来

歴
と
行
方
を
見
極
め
る
作
業
を
し
た
い
と
思
う
。

　
こ
こ
で
改
め
て
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
説
話

を
考
え
る
場
合
、
文
字
に
定
着
し
た
も
の
を
専
一
に
す
る
よ
り
も
、
文
字
化
し

た
も
の
と
、
そ
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
伝
承
と
の
関
係
に
お
い

て
見
る
方
か
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
文
字
に
定
着
さ
せ
う
る
人
々
は
、
当
然
の
事
と
し
て
中
国
渡
来
の
’

文
字
文
化
―
こ
の
場
合
特
に
仏
典
・
神
仙
伝
等
ｉ
の
享
受
者
で
あ
る
わ
け
で
、

ぞ
こ
か
ら
の
借
用
・
流
用
・
転
用
等
を
無
視
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な

い
し
、
日
本
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
文
字
に
定
着
し
た
前
代
ま
で
の
遺
産
の
投

影
を
ど
う
し
て
も
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
片
手
落
ち
に
な
る
だ
ろ
う
。
説
話
は
Ｉ
と
り
わ
け

生
き
生
き
し
た
人
間
生
活
へ
の
興
味
を
身
上
と
す
る
そ
れ
は
Ｉ
文
字
に
定
着
し

固
定
化
さ
れ
、
読
者
圈
の
中
で
だ
け
、
観
念
の
所
産
と
し
て
読
み
継
か
れ
て
行

く
も
の
の
影
響
よ
り
も
、
生
の
現
実
か
ら
生
れ
て
く
る
話
―
そ
こ
に
は
文
字
、

文
化
に
は
縁
の
な
い
人
々
の
生
活
か
あ
り
、
話
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
生
活
の
中

で
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
希
望
や
欲
望
又
、
、
絶
望
、
生
活
臭
を
身
に
つ
け
、
担

っ
て
生
ま
れ
、
流
勤
し
、
ふ
く
れ
上
り
、
脱
落
し
、
再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
Ｉ

ヘ
の
執
着
を
示
す
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
繰
返
し
て
言
う
か
、
文
字
文
化
の
享
受
者
で
あ
る
古
代
説
話
の
作
者
か
現
実

を
把
え
た
と
い
っ
て
も
、
多
く
彼
等
の
背
負
っ
て
い
る
教
養
―
仏
教
的
・
儒
教

　
的
・
神
仙
伝
的
等
々
の
Ｉ
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
そ
れ
か
浮
び
上
っ
て
来
る
仕
組

　
み
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
し
か
も
な
お
現
実
の

　
生
活
の
中
に
お
い
て
次
々
と
生
み
出
さ
れ
、
変
化
し
、
発
展
し
、
萎
扉
し
て
い

　
く
話
の
、
文
字
文
化
へ
の
流
入
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
そ
し
て
又

　
文
字
化
さ
れ
た
も
の
を
亨
受
す
る
世
界
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
か
直
接
読
ん
で
と
言

　
う
状
態
よ
り
も
、
文
字
化
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
圏
、
又
は
集
団
（
例
え
ば
貴

’
族
社
会
と
か
僧
紐
社
会
と
か
）
に
お
い
て
既
に
ロ
承
伝
承
化
さ
れ
て
い
る
状
態

　
も
あ
る
こ
と
を
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
注
一
　
西
尾
光
一
著
「
中
世
説
話
文
学
Ｊ
Ｐ
４
（
岩
波
講
座
『
日
本
文
学
史
』

　
　
　
　
　
第
六
巻
所
収
）
参
照
。

　
　
　
　
　
一

　
ま
ず
こ
の
神
の
姿
か
各
時
代
（
前
近
代
）
の
中
に
ど
の
よ
う
な
影
を
落
し
て

来
て
い
る
か
を
見
よ
う
。

　
彼
、
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
は
、
記
紀
・
『
続
日
本
紀
』
以
来

　
『
日
本
霊
異
記
』
・
『
三
宝
絵
詞
』
・
［
今
昔
物
語
］
・
『
芙
桑
略
記
』
・
『

元
亨
釈
書
』
は
じ
め
、
「
枕
草
子
」
・
く
源
氏
物
語
』
・
『
和
泉
式
部
日
記
』

か
ら
、
和
歌
に
到
る
ま
で
の
平
安
朝
文
学
諸
作
品
に
把
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
、

あ
る
部
分
の
発
想
を
文
え
る
下
地
と
な
っ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
中
世
に
入
っ

て
謡
曲
「
葛
城
」
を
は
じ
め
と
す
る
請
作
品
に
再
生
し
、
更
に
近
世
江
戸
期
の

芭
蕉
・
近
松
・
蕪
村
等
々
の
作
品
、
そ
し
て
明
治
の
坪
内
遣
謡
の
「
役
行
者
」

の
中
に
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
神
で
あ
る
。

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
『
日
本
霊
異
記
に
　
（
以
後
『
霊
異
記
』
と
記
す
。
）
以

降
の
諸
作
品
の
把
え
た
こ
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
記
紀
の
そ
れ
と
本
質
的
な
違

い
か
あ
っ
た
（
記
紀
の
そ
れ
に
は
輝
か
し
い
英
雄
的
姿
か
聯
気
楼
の
如
く
に
せ

¶ 一 = J

1ろ
一



よ
あ
っ
た
か
、
『
銃
口
本
紀
』
・
『
霊
異
記
―
以
下
の
そ
れ
は
敗
者
と
し
て
の

姿
で
あ
る
し
、
更
に
謡
曲
『
葛
柿
ご
に
現
わ
れ
る
こ
の
神
は
蛇
体
女
神
で
さ
え

あ
る
。
（
こ
れ
以
前
の
、
こ
の
神
の
性
別
は
形
象
化
さ
れ
た
限
り
で
は
男
神
と

想
定
さ
れ
る
。
）

　
そ
れ
は
ま
る
で
別
個
の
神
の
風
貌
さ
え
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
二
つ
の
断
層
・
変
質
を
ど
う
見
る
か
、
私
の
当
面
の
関
心
は
か
か
っ
て
こ

こ
に
あ
る
。

　
以
下
、
ま
ず
、
平
安
朝
の
文
学
作
品
、
特
に
物
語
・
随
筆
・
日
記
に
ど
の
よ

う
に
影
を
投
じ
て
い
る
か
、
作
品
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
と
り
出
し
て
調
べ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

　
１
　
枕
草
子
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
版
「
枕
草
子
・
一
に
よ
る
。
」

　
　
　
　
一
三
三
役

　
　
　
頭
の
弁
の
御
も
と
よ
り
主
殿
司
、
ゑ
な
ど
や
う
な
る
も
の
を
、
白
き
色

　
　
紙
に
つ
つ
み
て
、
梅
の
花
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
に
つ
け
て
持
て
来
た
り
。

　
　
ゑ
に
や
あ
ら
ん
と
、
い
そ
ぎ
と
り
入
れ
て
見
れ
ば
、
餅
談
と
い
ふ
物
を
二

　
　
つ
並
べ
て
つ
つ
み
た
る
な
り
け
り
。
添
へ
た
る
立
文
に
は
、
解
文
の
や
う

　
　
に
て
。

　
　
　
　
進
上
、
餅
妨
二
包

　
　
　
　
例
二
依
て
進
上
知
性

　
　
　
　
別
当
　
　
少
納
言
殿

と
て
、
月
日
書
き
て
、
「
み
な
ま
の
な
り
ゆ
き
」
と
て
、
奥

こ

‘
１
“
」
～
ｊ
　
９
９
～
　
　
ｌ
―
ど

●
・
・
・
嚇
・
●
・
・
・
●

を
の
こ
は
み
づ
か
ら
ま
ゐ
ら
む
と
す
る
を
、
昼
は
か
た
ち
わ
ろ
し
と
て
ま

ゐ
ら
ぬ
な
め
り
」
と
、
い
み
じ
う
を
か
し
げ
に
書
い
給
へ
り
（
後
略
）

　
一
八
四
段

　
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
（
中
略
）
．

.〃

　
暁
に
は
と
く
下
り
な
ん
と
い
そ
か
る
る
。
乙
葛
城
の
神
も
し
ば
し
」
な
ど

　
仰
せ
ら
る
る
を
、
い
か
で
か
は
す
ぢ
か
ひ
御
覧
ぜ
ら
れ
ん
と
て
、
な
ほ
伏

　
し
た
れ
ば
、
御
格
子
も
ま
ゐ
ら
ず
。
（
後
略
）

２
　
源
氏
物
語
（
夕
顔
）
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
版
『
源
氏
物
語
一
』
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
）

　
急
ぎ
来
る
者
は
、
衣
の
裾
を
物
に
引
き
か
け
て
よ
ろ
ぼ
ひ
倒
れ
て
、

橋
よ
り
落
ち
ぬ
べ
け
れ
ば
「
い
で
、
こ
の
葛
城
の
神
こ
そ
、
さ
か
し
う

　
　
　
（
し
）
置
き
た
れ
」
と
む
つ
か
り
て
、
物
の
ぞ
き
の
心
も
さ
め
ぬ
め
り
。

ろ
　
和
泉
式
部
日
記
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
版
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
）

　
　
　
又
の
日
［
昨
日
の
御
気
色
の
あ
さ
ま
し
う
お
ぼ
い
た
り
し
こ
そ
心
う

　
　
き
も
の
の
あ
は
れ
な
り
し
か
］
と
の
た
ま
は
せ
た
れ
ば

式
　
か
つ
ら
ぎ
の
神
も
さ
こ
そ
は
お
ほ
ふ
ら
め
く
め
ぢ
に
わ
た
す

　
　
し
た
な
き
ま
で

〃 ㎜

は･

1７

　
　
　
　
「
わ
り
な
く
こ
そ
思
（
ひ
）
た
ま
ふ
ら
る
れ
」
と
聞
え
た
れ
ば
た
ち

　
　
　
か
へ
り

　
　
　
官
　
を
こ
な
ひ
の
し
る
し
も
あ
ら
ば
か
つ
ら
ぎ
の
は
し
た
な
し
と
て

　
　
　
　
　
さ
て
や
や
み
な
ん

　
　
　
な
ど
言
ひ
て
、
あ
り
し
よ
り
は
時
々
お
は
し
ま
す
な
ど
す
れ
ば
、
こ

　
　
　
よ
な
く
つ
れ
づ
れ
も
な
ぐ
さ
む
心
ち
す
。
・

４
　
後
撰
集
　
十
三
（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
版
。
『
後
撰
和
歌
集
』
に
よ
る
。
）

　
　
離
れ
に
け
る
男
の
出
ひ
出
で
て
参
で
来
て
、
物
な
ど
言
ひ
て
帰
り
て

　
　
葛
城
や
久
米
路
に
渡
す
岩
橋
の
な
か
な
か
に
て
も
か
へ
り
ぬ
る
か
な

　
　
　
　
返
し

　
　
・
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
●
●
奉
一
番
●
一
一
番
・
参
・
番
●
一

　
　
中
絶
え
て
来
る
人
も
無
き
か
つ
ら
ぎ
の
久
米
路
の
橋
は
今
は
危
し

一



　
　
　
　
　
　
５
　
拾
遺
集
　
十
八
　
（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
版
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
大
納
言
朝
臣
、
下
薗
に
侍
り
け
る
時
、
女
の
許
に
忍
び
て
ま
か
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
暁
に
「
帰
ら
じ
け
と
云
ひ
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
宮
ノ
女
蔵
人
左
近

　
　
　
　
　
　
　
　
岩
橋
の
夜
の
契
も
絶
え
ぬ
べ
し
明
く
る
わ
び
し
き
葛
城
の
神

　
　
　
　
　
　
（
以
上
圏
点
い
ず
れ
も
古
庄
。
ふ
り
仮
名
は
略
）

　
　
　
　
　
　
こ
の
４
・
５
は
江
戸
期
の
芭
蕉
や
蕪
村
の
葛
城
山
に
対
す
る
詩
情
の
下
敷
と

　
　
　
　
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
葛
城
山

　
　
　
　
　
　
　
猶
み
た
し
花
に
明
行
神
の
顔
（
笈
の
小
文
）

　
　
　
　
後
者
の

　
　
　
ヽ
　
　
か
つ
ら
ぎ
の
裕
子
悦
ば
や
明
の
春
（
明
和
八
年
歳
旦
帖
）

　
　
　
　
　
　
　
み
じ
か
夜
や
葛
城
山
の
朝
曇
　
　
（
新
花
摘
）

　
　
　
　
等
々
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
外
、
片
言
隻
句
ま
で
挙
げ
れ
ば
お
び
た

　
　
　
　
だ
し
い
数
に
上
る
に
違
い
な
い
。

　
　
、
　
　
引
例
か
長
す
ぎ
た
か
、
文
や
歌
に
付
し
た
・
印
の
箇
所
は
、
い
ず
れ
も
カ
ツ

　
　
　
　
’
ラ
ギ
ノ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
の
特
徴
は
、
こ
の
神
を
正
面
に
据
え
て
抱
え
よ
う
と
す

　
　
　
　
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
と
は
無
関
係
の
、
あ
る
部
分
で
、
自
分

　
　
　
　
の
述
べ
よ
う
と
す
る
ご
と
を
引
き
出
す
役
割
や
替
喩
と
し
て
使
っ
て
い
る
に
す

　
　
　
　
ぎ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
カ
ミ
は
作
品
の

　
　
　
　
あ
る
部
分
に
影
を
落
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
に
と

　
　
　
　
っ
て
興
味
の
あ
る
の
は
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
は
な
し
の
全
体
と
か
木
質
と
か
で

ニ
　
　
　
は
な
く
、
あ
る
部
分
、
し
か
も
彼
等
の
好
み
に
よ
っ
て
新
し
い
解
釈
・
歪
曲
の

に
ド
‐
ｉ
ｊ
ｉ
．
３
１
Ｊ
Ｉ
．
'
＆
。
．
ｌ
～

．
ａ
．
１
．
１
．
　
１
１

。
。
。
　
　
。

　
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
一
呂
え
よ
う
。

　
　
こ
れ
ら
の
諸
作
品
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
こ
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
前
に
指

　
摘
し
た
圏
点
の
箇
所
を
通
し
て
明
ら
か
で
あ
る
か
、
今
一
度
整
理
し
て
み
る
と

　
　
イ
　
容
貌
が
み
に
く
い
の
で
、
自
ら
恥
じ
て
夜
働
く
。
暁
に
は
姿
を
か
く
す

　
　
ロ
　
久
米
路
に
石
橋
を
わ
た
す
仕
事
を
命
じ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
す
る
。
（
役

　
　
　
　
行
者
か
ら
）

’
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
・

　
　
少
く
と
も
こ
れ
ら
の
作
者
は
、
自
分
の
作
品
の
読
者
達
も
こ
の
よ
う
な
姿
の

　
神
と
し
て
、
こ
の
神
を
把
え
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
そ
れ
に
手
放
し
に

　
よ
り
か
か
っ
て
発
想
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ｊ
そ
れ
ほ
ど
こ
う
い
っ
た
イ
メ

　
ー
ジ
の
こ
の
神
は
彼
ら
作
者
達
の
属
す
る
生
活
圏
、
平
安
朝
貴
族
社
会
に
お
い

　
て
は
共
通
の
常
識
と
化
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

　
　
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
平
安
朝
貴
族
社
会
に
お
い
て
の
彼
に
対
す
る
処
遇
　
1
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は
、
彼
を
本
質
に
お
い
て
、
全
体
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
を
捨
て
て
、
専
ら
部
　
一

　
分
的
引
用
の
具
、
晋
喩
、
下
敷
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
終
始
し
た
。
そ
こ
で
の

　
彼
は
必
然
的
に
彼
の
仕
事
や
運
命
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
よ
り
も
、
典
型
的
貴
族

　
社
会
で
あ
る
平
安
朝
貴
族
社
会
特
有
の
美
意
識
に
よ
っ
て
裁
断
さ
れ
る
運
命
に

　
立
だ
さ
れ
る
。

　
　
つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
彼
は
、
醜
貌
を
自
ら
恥
じ
る
恥
ず
か
し
が
り
屋
で
あ
り

　
架
橋
の
労
役
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
者
、
敗
者
と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
彼
の
運

　
命
に
共
鳴
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
単
な
る
興
味
ず
く
で
な
か
め
る
。
せ

　
い
ぜ
い
憐
む
べ
き
醜
男
神
と
し
て
つ
き
放
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
の
を
特
徴
と

　
す
る
。

　
　
そ
れ
は
、
労
働
か
も
っ
と
も
卑
し
む
べ
き
、
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
醜
さ

　
は
悪
徳
で
す
ら
あ
っ
た
典
型
的
貴
族
社
会
の
美
意
識
か
そ
う
さ
せ
た
と
い
与
べ



き
で
あ
る
。
彼
ら
は
カ
ヅ
ラ
ギ
ノ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
の
話
の
受
継
手
と
し

て
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
々
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
よ
う
な
受
継
手
を

持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
彼
、
彼
の
よ
う
な
野
性
を
身
Ｌ
と
す
る
者
に
と

っ
て
不
幸
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
注
一
二
謡
曲
「
定
家
」
’
（
つ
た
な
や
蔦
の
葉
の
葛
城
の
神
姿
、
恥
づ
か
し
や

　
　
　
　
由
な
や
、
夜
の
契
り
の
夢
の
う
ち
に
と
…
…
）

　
　
　
っ
謡
曲
「
嵐
山
」
（
掛
け
て
通
へ
や
岩
橋
の
高
天
原
は
こ
れ
な
れ
や
…
）

　
　
　
ｏ
謡
曲
［
紅
葉
狩
］
　
（
葛
城
の
神
の
ち
ぎ
り
の
夜
か
け
て
…
…
）

　
　
　
・
御
伽
草
子
「
音
な
し
草
子
」
　
（
岩
橋
の
夜
の
ち
ぎ
り
も
絶
え
は
て
て

　
　
　
　
あ
け
て
わ
び
し
く
憂
き
こ
と
の
…
…
）

　
　
　
ヱ
ん
の
草
子
、
上
之
巻
「
枇
二
、
は
づ
か
し
き
物
の
品
」

　
　
　
こ
ｍ
徹
物
語
（
さ
れ
ば
こ
そ
よ
る
と
は
契
れ
か
つ
ら
ぎ
の
神
も
我
身
も

　
　
　
　
お
な
じ
心
に
）

　
注
一
７
風
俗
文
選
巻
之
八
「
五
郎
四
郎
伝
」
　
（
葛
城
の
神
の
昼
の
か
た
ち
に

　
　
　
　
も
は
づ
る
こ
と
な
し
）

　
　
　
―
五
元
集
（
雛
か
つ
ら
ぎ
の
神
は
い
づ
れ
ぞ
夜
の
雛
　
其
角
）

　
　
　
・
浄
瑠
璃
「
国
性
爺
合
戦
　
碁
立
軍
法
」
　
（
葛
城
の
岩
橋
夜
な
ら
で
）

　
　
　
尺
松
の
葉
、
第
二
巻
「
廿
五
、
山
尽
し
」
（
あ
く
る
佗
し
き
葛
城
山
よ
）

　
　
　
・
南
紀
里
見
八
犬
伝
第
六
輯
巻
之
三
「
第
五
十
六
回
」
　
（
岩
橋
の
契
り

　
　
　
　
も
遂
に
絶
え
ぬ
べ
し
）

　
　
　
・
長
唄
「
閔
茲
姿
ハ
景
１
晒
女
の
落
雁
」
　
（
天
の
川
星
の
契
も
岩
橋
の

　
　
　
　
あ
く
る
わ
び
し
き
葛
城
の
神
な
ら
ぬ
身
は
…
…
）

　
注
三
　
こ
れ
は
正
し
く
は
遣
追
の
創
作
で
あ
る
。
彼
自
身
「
行
者
伝
説
に
基

　
　
　
　
い
た
か
、
事
柄
は
全
く
別
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
史
蹟
に
も
故
実
に

　
　
　
　
も
制
約
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
（
選
集
所

　
　
　
収
「
役
行
者
」
附
録
）
し
か
し
発
想
の
契
機
に
行
者
伝
泣
の
あ
る
こ

　
　
　
と
も
見
の
か
せ
な
い
。

注
四
　
そ
れ
を
天
然
現
象
の
栴
気
格
の
説
話
だ
と
誰
か
れ
だ
の
は
久
米
邦
武

　
　
　
氏
で
あ
っ
た
・
　
（
『
日
本
古
代
史
Ｊ
Ｐ
５
』

　
　
　
　
二

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
こ
の
神
に
ま
つ
わ
る
話
の
破
片
で
あ
っ
た
。

こ
の
神
を
全
体
と
し
て
、
生
活
や
仕
事
や
事
件
を
通
し
て
把
え
る
に
は
、
直
接

こ
の
は
な
し
そ
の
も
の
に
立
返
っ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
づ
続
日
本
紀
』
・
『
霊
異
記
』
・
『
三
宝
絵
詞
』
・
乙
今
昔
物
語
」
・
『
叉

桑
略
記
』
・
『
元
亨
釈
省
』
等
々
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ

ノ
カ
ミ
は
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
語
っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
一

　
も
っ
と
も
『
銃
口
本
紀
』
に
お
い
て
は
、
役
行
者
に
つ
い
て
以
降
の
各
省
と
　
1
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同
様
な
記
述
か
あ
る
か
、
使
駆
さ
れ
る
の
は
「
鬼
神
」
と
な
っ
て
い
て
、
各
書
の
　
　
一

よ
う
に
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
は
登
場
し
な
い
。
あ
る
い
は
「
鬼
神
」
か
即
ヒ
ト
コ
ト

ヌ
シ
な
の
か
も
知
れ
ぬ
か
、
い
ず
れ
と
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
話
の

原
型
を
求
め
る
上
か
ら
、
同
種
の
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
の
相
違
だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
以
上
の
各
省
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
神
に

閤
す
る
話
に
大
小
の
異
動
か
あ
る
。
中
心
と
な
る
『
銃
日
本
紀
』
・
『
霊
異
記

「
一
　
・
「
今
昔
物
語
」
に
つ
い
て
そ
れ
に
ふ
れ
て
み
る
と
、

　
１
困
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
（
『
霊
異
記
』
で
は
一
語
主
大
神
）
の
容
貌
に

　
　
　
ふ
れ
て
い
る
も
の

　
　
　
　
　
「
形
チ
極
メ
テ
見
苦
シ
」
　
　
（
今
）

　
　
回
ふ
れ
て
い
な
い
も
の
　
　
　
　
　
（
霊
）

　
２
困
葛
城
山
と
金
峰
山
と
の
間
の
架
橋
作
業
の
は
な
し
の
語
ら
れ
て
い
る
も



　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
霊
・
今
）

　
　
回
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
　
　
　
　
（
銃
）

　
ろ
困
夜
だ
け
働
く
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
も
の
（
今
）

　
　
回
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
　
　
　
（
銃
・
霊
）

　
４
困
役
行
者
の
朧
奏
者
を
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
と
す
る
も
の
（
霊
・
今
）

　
　
㈲
韓
国
広
足
と
す
る
も
の
　
　
　
（
銃
）

　
５
　
廉
奏
後
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
に
ふ
れ
た
も
の
（
霊
）

　
　
　
　
た
だ
し
、
『
今
昔
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
現
存
文
末
に
欠
落
が
あ
る

　
　
　
　
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
点
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
で
は
、
こ
の
部
分
か
「
彼
ノ
ー
語
主
ノ
大
神
ハ
、
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
一

　
　
　
　
ノ
行
者
前
二
呪
縛
メ
今
ノ
世
に
至
テ
解
脱
セ
ズ
」
と
あ
っ
て
注
目
さ

　
　
　
　
せ
ら
れ
る
。

　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
を
通
し
て
、
『
銃
口
本
紀
』
の
記
述
と
「
霊
異

記
」
・
『
今
昔
物
語
』
の
そ
れ
と
の
聞
に
一
つ
の
断
層
の
あ
る
の
に
気
付
く
。

そ
れ
は
主
と
し
て
正
史
と
仏
教
説
話
の
力
点
の
お
き
方
、
お
き
場
所
の
違
い
か

ら
来
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
異
動
を
も
た
ら

し
た
の
は
、
直
話
の
多
様
さ
よ
り
も
む
し
ろ
各
時
代
・
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
条
件
下

に
あ
る
受
継
ぎ
手
主
体
の
変
化
・
伝
承
過
程
で
の
附
加
と
か
、
改
変
と
し
て
把

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
説
話
群
（
正
史
で
あ
る
『
銃
日
本
紀
』
は
説
話
で
は
な
か
ろ
う
か
、

こ
の
部
分
の
記
述
は
説
話
的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
）
の
カ
ツ
ラ
ギ
ノ

ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
は
、
断
片
的
、
あ
る
い
は
破
片
と
し
て
で
な
く
、
ま
と
ま
っ
た

話
と
し
て
全
体
的
に
、
し
か
も
彼
に
あ
る
種
の
共
感
を
す
ら
交
え
て
把
え
ら
れ

て
い
る
点
と
、
彼
か
役
小
角
（
役
優
婆
塞
・
役
行
者
と
も
。
以
下
小
角
と
記
す

）
と
の
関
孫
で
現
わ
れ
て
来
る
の
は
見
の
が
せ
ぢ
い
。

　
　
言
う
ま
で
も
な
い
か
、
こ
れ
は
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
像
か
そ
れ
以
前
に
つ
く
ら
れ

　
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
は
な
い
。
彼
は
記
紀
の
中
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る

　
神
な
の
だ
か
、
そ
の
彼
か
こ
こ
で
修
験
道
と
の
出
逢
い
を
強
烈
に
経
験
さ
せ
ら

　
れ
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
も
っ
と
深
く
変
形
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
事
な
の
で
あ

　
る
。

　
　
た
だ
『
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
』
で
も
、
彼
に
主
役
の
座
か
与
え
ら
れ
て

’
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
「
孔
雀
王
ノ
呪
法
ヲ
奇
特
シ
異
験
カ
ヲ
得
テ

以
テ
現
二
仙
ト
作
テ
天
二
飛
ブ
緑
」
を
題
と
す
る
前
者
と
「
役
ノ
優
婆
塞
、
呪
ヲ

頌
詩
シ
テ
鬼
神
ヲ
駈
ル
語
」
と
す
る
後
者
の
間
に
は
、
彼
の
占
め
る
位
置
に
い

さ
さ
か
の
差
か
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
大
局
的
に
は
、
い
ず
れ
も
小
角
の
不
思

議
な
験
力
を
誇
示
す
る
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

　
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
図
は
と
か
く
、
結
果
的
に
は
、
小
角
の
対
立
者
と
し
　
　
一

　
て
の
場
を
こ
の
神
に
与
え
て
い
る
。
特
に
『
今
昔
物
語
』
に
お
い
て
は
簡
潔
な
　
2
0

　
文
の
中
に
、
苦
役
を
強
い
る
小
角
へ
の
抵
抗
を
通
し
て
、
む
し
ろ
こ
の
神
の
方
　
一

　
か
生
き
と
把
え
ら
れ
て
さ
え
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
今
少
し
『
今
昔
物
語
』
を
詳
紬
に
み
て
み
よ
う
。

　
こ
こ
に
お
け
る
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
カ
ミ
は
、
『
枕
草
子
』
・
『
源
氏
物
語
』
等
々

作
品
の
一
部
分
に
影
を
落
し
て
い
る
、
単
に
、
お
の
れ
の
醜
貌
を
恥
じ
て
夜
だ

け
命
じ
ら
れ
た
架
橋
作
業
を
す
る
、
従
順
で
、
恥
し
が
り
や
の
神
で
は
な
い
。

　
彼
、
そ
し
て
彼
の
分
身
、
又
は
配
下
と
思
わ
れ
る
「
鬼
神
」
は
、
自
分
達
に
焼
印

さ
れ
た
醜
男
の
評
価
を
楯
に
と
っ
て
、
い
え
ば
合
法
的
に
昼
間
の
苦
役
か
ら
の

か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
解
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
小
角
か
彼

カ
ツ
ラ
ギ
ノ
カ
ミ
を
呼
び
つ
け
「
何
ノ
服
ノ
有
レ
バ
形
ヲ
バ
可
隠
牛
ソ
」
と
詰

問
す
る
理
由
か
な
く
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
彼
が
醜
貌
を
恥
じ
て
昼
間
働
か
な

い
の
は
、
仕
事
を
急
が
せ
よ
う
と
す
る
小
角
に
と
っ
て
困
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。



　
小
角
は
「
鬼
神
」
等
を
こ
れ
ま
で
に
夜
々
一
。
召
駈
テ
水
ヲ
汲
セ
薪
ヲ
拾
ハ
」

せ
て
来
て
い
る
。
銘
城
山
と
金
峰
山
を
つ
な
ぐ
架
橋
作
業
を
命
じ
ら
れ
た
時
も

　
「
鬼
神
」
等
は
よ
ろ
こ
ん
で
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
［
此
ノ
事
承

テ
］
「
佗
ム
事
尤
限
」
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
［
優
婆
塞
ノ
貴
、
難
追
手

二
依
テ
］
ふ
し
ょ
う
ぶ
し
ょ
う
に
「
多
ノ
大
ナ
ル
石
を
運
ビ
集
メ
テ
、
造
り
詞

テ
既
二
橋
ヲ
亘
シ
始
」
め
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
の
文
脈
か
ら

　
而
ニ
、
鬼
神
等
、
優
婆
塞
二
申
シ
テ
云
ク
、
「
我
等
、
形
チ
極
テ
見
苦
シ
。

　
然
レ
バ
、
夜
き
隠
レ
テ
此
ノ
橋
ヲ
造
り
渡
サ
ム
」
ト
云
テ
、
夜
き
急
ぎ
造
ル

　
ヲ
、
優
婆
塞
、
銘
木
ノ
ー
言
主
ノ
神
ヲ
召
テ
云
ク
、
「
汝
ヂ
、
何
ノ
瀧
ノ
有

　
バ
レ
形
ヲ
バ
可
隠
キ
ゾ
」
。
「
然
ラ
バ
、
凡
ソ
、
不
可
造
渡
」
卜
云
ヲ
、
哨

　
テ
、
呪
ヲ
以
テ
神
ヲ
縛
テ
、
谷
ノ
完
二
置
ツ
。

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
る
の
を
見
る
と
、
こ
の
「
我
等
、
形
チ
極
メ
テ
見
苫

シ
」
は
、
彼
等
に
一
番
ふ
さ
わ
し
い
公
然
た
る
労
役
拒
否
の
方
法
で
あ
っ
た
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
一
体
こ
の
「
形
チ
極
メ
テ
見
苦
シ
」
は
、
純
粋
客
観
的
評
価
（
そ
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
人
々
の
美

感
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
労
働
・
労
働
す
る
者
遠
の
姿
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
あ
る
人
々
と
は
労
働
し
な
い
特
権
を
社
会
に
容
認
さ
せ
て
い
る
人
々
の
こ
と

で
あ
り
、
他
人
の
労
働
の
上
に
の
っ
か
っ
て
「
優
雅
」
な
生
活
を
営
む
階
級
に

所
属
す
る
人
々
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
階
級
の
目
を
代
表
す
る
人
々
の
こ
と
で

あ
る
。

　
か
っ
て
こ
の
よ
う
な
階
級
が
ま
だ
こ
の
世
に
出
現
し
な
か
っ
た
頃
、
労
働
は

自
然
を
自
分
自
身
（
あ
る
い
は
集
団
）
の
生
活
に
使
用
し
う
る
形
に
馴
ら
し
、

改
造
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
自
身
を
も
改
諏
す
る
、

す
ぐ
れ
て
人
間
ら
し
く
、
輝
し
い
力
で
あ
り
、
よ
り
多
く
、
力
強
く
働
け
る
こ

と
は
限
り
な
く
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
社
会
の
階
級
分
化
、
つ
ま
り
労
働
さ
せ
る
者
と
さ
せ
ら
れ
る
者
と

の
出
現
に
よ
っ
て
、
労
働
（
特
に
肉
体
働
）
は
、
弱
さ
・
服
従
・
劣
等
の
観
念

と
結
び
つ
き
・
卑
賤
な
も
の
の
刻
印
と
も
な
っ
た
し
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
「
卑

し
い
も
の
」
か
ら
の
離
脱
の
度
合
か
「
人
間
ら
し
さ
」
の
度
合
と
も
な
っ
た
。

　
こ
の
視
点
か
ら
再
び
『
今
昔
物
語
』
を
な
か
め
て
見
よ
う
。
そ
こ
に
あ
る
小

角
と
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
カ
ミ
・
［
鬼
神
「
と
の
対
立
は
、
今
来
の
神
と
し
て
の
仏
の

奉
仕
者
で
あ
る
小
角
と
、
古
い
神
と
の
対
立
、
抗
争
は
そ
の
ま
ま
労
働
せ
ざ
る

者
と
、
苦
役
を
強
い
ら
れ
る
者
と
の
関
係
と
し
て
把
え
ら
れ
、
描
か
れ
て
い
る

と
思
う
か
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
優
婆
塞
と
は
、
同
じ
民
間
宗
教
家
も
で
行
基
に
代
表
さ
れ
る
遊
行
聖
の
よ
う

に
自
分
か
ら
井
戸
を
掘
り
、
橋
を
架
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
深
山
に
幽
居
し
て
苦
行

を
つ
む
こ
と
で
高
い
験
力
を
身
に
つ
け
た
人
々
の
謂
で
あ
る
が
、
お
も
し
ろ
い

の
は
、
『
霊
異
記
』
以
来
の
古
代
説
話
の
作
者
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
民
衆
の
目
は
、
人
間
ば
な
れ
の
し
た
、
あ
り
か
た
く
も
高
い
験
力
を

身
に
つ
け
た
か
の
役
優
婆
塞
の
日
常
生
活
が
、
誰
に
よ
っ
て
文
え
ら
れ
て
い
る

か
を
見
事
に
見
抜
い
て
い
る
点
だ
。
夜
々
の
水
汲
み
や
薪
拾
い
と
い
っ
た
、
小

次
に
と
っ
て
は
取
る
に
足
ら
ぬ
つ
ま
ら
な
い
日
常
雑
事
が
、
囚
れ
の
身
の
よ
う

な
［
鬼
神
］
遠
の
苦
役
で
成
立
っ
て
い
る
事
や
、
葛
城
山
と
金
峰
山
を
つ
な
ぐ

計
画
の
橋
で
さ
え
、
五
色
の
雲
に
乗
っ
て
仙
人
の
洞
に
通
う
験
力
あ
ら
た
か
な

優
婆
塞
と
し
て
の
彼
の
神
通
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
形
チ
極
メ
テ
見
苦
シ

」
い
「
鬼
神
」
た
ち
の
労
働
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
造
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ら

の
人
々
は
い
み
じ
く
も
知
り
抜
い
て
い
た
。

　
前
に
も
ふ
れ
た
か
、
「
形
チ
極
メ
テ
見
苦
シ
」
は
、
一
見
客
観
的
断
定
の
よ

Ｘ
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う
に
見
え
な
か
ら
、
働
く
も
の
特
有
の
頑
健
さ
、
無
骨
さ
、
頑
固
さ
に
対
す
る

　
　
　
　
　
働
か
ざ
る
者
、
他
人
の
労
働
の
上
に
居
据
っ
て
「
閑
雅
な
生
活
」
を
送
る
人
々

　
　
　
　
　
の
階
級
的
偏
見
と
毒
気
を
含
ん
だ
抱
え
方
で
あ
る
。
（
つ
い
で
に
ふ
れ
る
と
、

　
　
　
　
　
書
紀
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
姿
は
「
良
人
」
　
（
た
け
た
か
き
ひ
と
）
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
る
か
、
そ
れ
は
偉
大
さ
を
助
け
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
卑
し
め
ら
れ
る
対
象

　
　
　
　
　
で
は
な
か
っ
た
）
そ
れ
か
彼
支
配
者
た
る
［
鬼
神
］
や
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
中
に

　
　
　
　
　
自
己
卑
下
と
い
う
形
で
反
映
し
て
い
る
も
の
だ
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
し
か
し
こ
れ
か
『
今
昔
物
語
』
の
文
脈
で
は
、
そ
れ
は
単
な
る
自
己
卑
下
と

　
　
　
　
　
し
て
作
用
す
る
も
の
で
な
く
、
自
分
達
に
与
え
ら
れ
た
蔑
視
・
偏
見
を
逆
手
に

　
　
　
　
　
と
っ
て
、
い
え
ば
相
手
の
言
い
分
に
の
っ
か
る
こ
と
で
、
昼
間
の
労
役
か
ら
公

　
　
　
　
　
然
と
の
が
れ
る
口
実
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
小
角
は

　
　
　
　
　
こ
こ
に
到
っ
て
彼
等
を
昼
間
の
労
役
に
駆
り
立
て
る
必
要
上
支
配
階
級
の
与
え

　
　
　
　
　
た
蔑
視
・
偏
見
の
無
意
昧
さ
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
奇
妙
な
立
場
に
追

　
　
　
　
　
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
結
局
、
こ
の
説
得
（
詰
問
に
対
し
て
［
然
レ
バ
、
凡
ソ
、
不
可
迫
渡
］
と
い

　
　
　
　
　
い
放
っ
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
は
、
小
角
の
噴
り
に
あ
っ
て
呪
縛
さ
れ
、
谷
底
に
こ

　
　
　
　
　
ろ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
、
両
者
か
遂
に
相
い
れ
な
い
も
の
と
し
て
終

　
　
　
　
　
始
す
る
所
に
も
両
者
の
本
質
を
鋭
く
見
抜
い
て
い
る
作
者
―
そ
の
背
後
に
あ
る

、
　
　
　
と
思
わ
れ
る
民
衆
の
目
を
感
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
話
の
後
半
に
お
は
｀
て
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
か
小
角
を
巍
奏
し
た
と
あ
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
っ
て
、
「
賀
茂
の
役
の
公
の
出
な
る
優
婆
塞
と
宗
家
の
高
賀
茂
氏
と
確
執
を
意

　
　
　
　
　
味
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

　
≒
　
　
　
　
し
か
し
、
か
り
に
そ
れ
か
事
実
の
直
接
の
動
機
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
く

　
　
　
　
　
と
も
『
今
昔
物
語
』
の
中
に
お
い
て
は
、
お
家
騒
動
を
越
え
て
、
質
的
転
換
を

千
‘
　
　
来
し
て
お
り
、
康
奏
事
件
は
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
頑
固
な
非
妥
協
的
、
闘
争
的
態

Ｆ
Ｌ
Ｉ
…
…

　
度
の
表
れ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
『
霊
異
記
』
の
著
者
も
『
今
昔
物
語
』
の
著
者
も
こ
の
段
で
は
人
目
を
あ
ざ

　
む
く
様
な
小
角
の
神
通
力
を
賛
美
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
目
的
を
し
ば

　
し
ば
裏
切
っ
て
、
そ
の
小
角
の
足
元
に
う
ず
く
ま
り
、
厳
し
い
苦
役
を
強
い
ら

　
れ
て
い
る
「
鬼
神
」
達
の
う
め
き
声
か
聞
え
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

　
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
恐
ら
く
こ
の
こ
と
は
作
者
自
身
の
体
質
に

’
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
ヽ
作
者
か
や
た
ら
と
改
変
で
き
な
い
程
に
は

　
っ
き
り
と
形
象
化
さ
れ
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
像
か
、
よ
り
広
範
な
層
に
つ
く
り
出

　
さ
れ
て
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
面
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
津
田
左
右
吉
氏
は
そ
の
著
「
役
行
者
伝
説
考
」
で
こ
の
辺
を
分
析
さ
れ
て
、

　
「
我
が
国
の
神
を
シ
ナ
の
所
謂
鬼
神
の
列
に
置
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た

　
曽
て
シ
ナ
の
仏
徒
か
仏
家
の
呪
法
を
以
て
シ
ナ
の
鬼
神
を
使
役
し
得
る
こ
と
を
　
］

　
説
い
た
と
同
じ
く
、
我
が
国
の
神
々
も
仏
家
の
呪
力
の
前
に
は
服
従
し
な
け
れ
　
2
2

　
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
　
一

こ
れ
で
は
『
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
』
の
意
図
は
わ
か
る
に
し
て
も
、
そ
の

意
図
を
う
ら
ぎ
っ
て
行
く
形
象
を
ど
う
考
え
る
か
の
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
ま

ま
残
さ
れ
て
く
る
。
第
一
、
最
後
ま
で
抵
抗
を
止
め
な
い
［
鬼
神
］
か
い
る
の

で
は
、
「
我
が
国
の
神
々
も
仏
家
の
呪
力
の
前
に
は
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
を
示
し
た
も
の
」
と
も
解
す
わ
け
鴎
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
言
う
「
鬼
神
」
は
津
田
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
仏
教
に
対
す
る
日
本

在
来
の
神
、
し
か
も
仏
家
の
側
か
ら
す
る
教
化
に
値
す
る
異
教
の
神
の
意
で
あ

ろ
う
。

　
日
本
在
来
の
邑
落
的
・
巫
女
的
神
道
・
精
霊
崇
拝
は
、
古
代
国
家
の
確
立
期

を
境
に
神
祇
官
流
の
官
僚
神
道
へ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
で
、
表
面
的
に
は
克
服

さ
れ
る
か
、
個
人
の
修
業
・
魂
の
救
済
に
か
か
わ
る
哲
学
の
体
系
を
も
つ
、
い
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ち
じ
る
し
く
人
間
化
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
対
し
て
は
な
お
異
教
で
あ

っ
た
。
し
か
も
民
間
宗
教
家
と
し
て
の
小
角
の
出
逢
っ
た
の
は
、
当
然
の
事
と

し
て
、
あ
る
種
の
開
明
化
を
遂
げ
た
官
僚
神
道
で
は
な
く
、
恐
ら
く
巫
女
的
神

道
・
精
霊
崇
拝
的
神
道
の
世
界
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
「
鬼
神
」
は
、
後
進
地
的
条
件
下
に
生
き
る
こ
と

を
強
い
ら
れ
た
民
衆
に
と
っ
て
は
、
生
活
と
深
く
か
か
わ
り
合
っ
た
、
必
要
な

神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
津
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
文
学
面
だ
け
の

仏
教
思
想
の
移
入
で
は
な
く
て
、
生
存
を
お
び
や
か
す
現
実
性
を
伴
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
侵
入
者
、
今
来
の
神
の
奉
任
者
、
征
服
者
で
あ
る
小

角
か
、
そ
の
修
験
場
と
し
て
え
ら
ん
だ
の
は
、
古
く
か
ら
の
土
地
の
有
力
な
神

そ
し
て
今
は
厭
う
べ
き
古
き
神
、
披
征
服
者
と
化
し
た
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
ヒ
コ
ト
ト

ヌ
シ
の
住
家
で
あ
り
、
山
そ
の
も
の
か
本
来
彼
自
身
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
え

考
え
ら
れ
る
葛
城
山
で
あ
っ
た
。

　
習
合
へ
む
か
う
要
因
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
が
彼
ら
は
本
質
的
に
和
解
し

か
た
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
「
霊
異
記
」
・
『
今
昔
物
語
』
は
正
当
に
も
そ
れ

を
理
解
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
前
記
津
田
氏
の
論
考
は
、
文
献
を
駆
使
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
精
緻
を
極
め

て
お
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
専
ら
「
シ
ナ
伝
来
の
も
の
」
で
あ
り

、
「
知
識
人
の
知
識
」
を
よ
ろ
ん
だ
一
例
、
［
民
間
説
話
（
役
行
者
伝
説
を
指

す
。
古
庄
）
で
も
な
く
、
日
本
人
の
生
活
の
説
話
的
表
現
と
見
る
べ
き
も
の
で

も
な
い
」
と
い
う
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
こ
に
、
’
書
か
れ
た
当
時
の

日
本
社
会
の
生
の
姿
か
投
影
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
疑
問
す
ら
抱

こ
う
と
さ
れ
て
い
な
い
事
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。

　
確
か
に
「
鬼
神
」
の
用
語
や
概
念
は
中
国
伝
来
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
在
来

の
神
、
と
り
わ
け
低
級
な
神
・
地
方
神
を
教
化
さ
る
べ
き
異
教
の
神
と
把
え
る

把
え
方
は
、
仏
典
そ
の
他
神
仙
伝
等
に
よ
っ
て
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分

う
な
ず
け
る
。

　
し
か
し
教
化
さ
る
べ
き
「
鬼
神
」
の
首
領
が
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
、
津
田
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、
単
に
［
役
行
者
の
任
地

に
よ
っ
た
も
の
］
と
い
う
程
簡
単
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
神
の
話

が
古
く
か
ら
恐
ら
く
葛
城
地
方
の
）
民
衆
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て
い
た
も
の
（

彼
等
自
身
の
つ
く
り
出
し
た
も
の
）
で
あ
る
こ
と
は
、
『
終
日
本
紀
』
の
記
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
八

の
一
端
に
も
現
わ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
他
の
書
伝
か
ら
も
推
測
か
つ
く
こ
と
で

あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
神
の
来
歴
を
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
、
「
外
来
の

教
理
を
宣
伝
」
す
る
小
角
が
、
そ
れ
を
い
か
に
「
利
用
」
し
た
か
に
説
き
到
ら

れ
る
柳
田
国
男
氏
の
説
の
方
が
は
る
か
に
説
得
力
を
持
ち
得
て
い
る
と
私
は
考

え
る
。
　
　
　
’

　
こ
の
神
の
原
型
へ
の
考
察
は
今
暫
く
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
『
霊
異
記
゛

や
『
今
昔
物
語
』
に
お
け
る
こ
の
神
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
今
少
し
考
え
を

加
え
た
い
。

　
前
に
私
は
小
角
と
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
や
鬼
神
の
対
立
・
後
者
の
敗
北
と
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ぬ
不
服
従
の
姿
に
、
苦
役
を
強
い
る
者
と
、
苫
役
を
負
わ
さ
れ
た

著
述
と
の
そ
れ
を
見
る
と
言
っ
た
が
、
今
一
度
そ
れ
に
ふ
よ
う
。

　
七
九
〇
年
代
に
完
成
遡
上
さ
れ
た
正
史
と
し
て
の
『
終
日
本
紀
』
に
お
い
て

既
に
小
角
か
鬼
神
を
労
役
に
使
い
、
そ
の
命
に
そ
む
く
時
は
呪
縞
す
る
と
い
う

　
「
世
相
」
の
伝
を
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
外
面
的
記
述
で
あ

っ
た
。

　
八
二
〇
年
代
成
立
の
仏
教
説
話
集
と
し
て
の
『
霊
異
記
』
に
お
い
て
は
、
そ

れ
か
小
角
と
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
・
　
「
鬼
神
」
等
と
の
対
立
と
い
う
形
で
と
り
上
げ

2ろ



ら
れ
て
く
る
所
に
特
徴
が
あ
る
。
小
角
は
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
・
「
鬼
神
」
等
を
「

駆
使
」
　
「
喝
」
し
て
橋
を
作
ら
せ
よ
う
と
す
る
し
、
彼
等
は
こ
れ
に
対
し
て
｡
‐

皆
愁
」
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
作
品
は
小
角
の
験
術
の
す
ば
ら
し
さ
を
の
べ

る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
す
ぎ
て
い
る
た
め
、
そ
の
対
立
に
は
そ
れ
以
上
の
興
味
を

示
し
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
『
霊
異
記
』
の
著
者
の
耳
や
目
に
小
角
の
酷
使
に
堪
え
か
ね
る
ヒ

ト
コ
ト
ノ
ヌ
シ
の
呻
き
か
聞
え
な
か
っ
た
の
で
も
な
く
、
反
逆
の
姿
か
見
え
な

か
っ
た
の
で
も
な
い
。
両
者
の
関
係
を
「
駆
使
」
「
喝
「
皆
愁
」
「
謝
」
等
の
語

彙
群
で
抱
え
て
い
る
の
は
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
り
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
か
「
今
ノ

世
」
に
到
っ
て
も
呪
縛
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
の
も
そ
れ
以
外
で
な
か
ろ
う

　
た
だ
そ
れ
か
こ
の
書
の
目
的
や
、
時
代
的
・
文
学
史
的
な
制
約
を
負
っ
て
い

る
た
め
に
一
一
〇
〇
年
代
の
『
今
昔
物
語
』
の
よ
う
に
小
角
と
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の

対
立
を
説
話
的
形
象
を
も
っ
て
抱
え
得
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
『
霊
異
記
』
か
抱
え
た
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
は
、
直
接
に
は
「
俗
家
二
居
テ
妻

子
を
蓄
へ
、
養
フ
物
ナ
ク
、
菜
食
ナ
ク
、
塩
無
ク
、
衣
無
ク
、
薪
無
シ
。
毎
ニ

万
ノ

ヱ
寒

價
ク
シ
テ
、
思
愁
テ
我
が
心
安
カ
ラ
ズ
。
昼
モ
復
航
ヱ
寒
工
夜
モ
復
航

」
る
惨
僣
た
る
人
生
の
経
験
者
で
あ
る
ら
し
い
著
者
、
薬
師
寺
の
僧

景
戒
の
つ
く
り
出
し
た
像
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
そ
れ
は
解
体
期
を
迎
え
は
じ
め
た
律
令
制
社
会
の
矛
盾
、
窮
乏
の
苦
さ
、
痛

さ
を
し
た
た
亦
に
経
験
さ
せ
ら
れ
、
世
俗
に
生
き
る
事
に
絶
望
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
、
又
、
長
期
に
わ
た
っ
て
非
合
法
町
恵
ま
れ
ぬ
在
野
僧
の
道
を
歩
む

こ
と
で
民
衆
の
生
活
や
心
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
の
で
き
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
著

考
に
ふ
さ
わ
し
い
把
え
方
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
彼
の
全
き
創
作
で

…
　
…
　
　
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
彼
は
私
度
僧
と
し
て
の
彼
の
ま
わ
り
に
集
っ
て

Ｆ
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く
る
民
に
対
し
て
、
「
教
理
の
証
言
（
あ
か
し
）
と
し
て
「
自
土
ノ
奇
事
」
を
ふ

　
ん
だ
ん
に
駆
使
し
て
い
る
か
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
話
も
こ
の
よ
う
な
彼
に
と
っ

　
て
再
発
見
・
再
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
彼
の
筆
に

　
上
る
以
前
に
お
い
て
彼
の
元
に
集
っ
て
来
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
民
衆
の
手
に
よ

　
っ
て
あ
る
程
度
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
か
正
し
い
だ
ろ
う
。
そ

’
れ
ら
の
民
衆
は
景
戒
よ
り
も
っ
と
烈
し
く
律
令
制
下
、
特
に
解
体
期
に
む
か
い

　
は
じ
め
た
平
安
朝
特
有
の
圧
制
・
貧
困
と
い
っ
さ
い
の
矛
盾
の
皺
寄
せ
ら
れ
た

　
所
で
生
き
ね
ば
な
ら
な
な
か
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
の
に
、
益
田
勝
美
氏
か
『
霊
異
記
』
の
説
話
の
特
色
を

　
郡
司
階
層
中
心
の
話
で
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
、
私
度
僧
の
多
く
が
こ
の
階
層
に

出
自
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
彼
ら
私
度
僧
の
布
教
活
動
に
も
っ
と
も
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
た
の
も
こ
の
層
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
の
は
参
考
に
な
る
　
　
一

　
郡
司
階
層
は
律
令
社
制
会
の
支
配
機
構
の
末
端
組
織
で
あ
り
、
在
地
勢
力
で

も
あ
る
所
か
ら
中
央
政
府
以
上
の
「
悪
徳
」
の
行
わ
れ
得
る
場
所
で
あ
っ
た
か

同
時
に
律
令
割
下
の
農
民
の
苦
悩
や
悲
し
み
や
怒
り
も
ま
た
手
に
取
る
よ
う
に

わ
か
る
所
で
も
あ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
特
に
注
目
す
べ
き
事
は
『
雲
異
記
』
の
作
者
が
郡
司
階
層
に
同
化
・
愈
着
し

て
で
は
な
く
、
そ
の
［
悪
徳
］
　
・
邪
悪
さ
を
も
告
発
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
る

点
て
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
出
身
は
と
も
か
く
彼
の
心
を
寄
せ
て

い
る
の
は
、
も
っ
と
低
い
層
、
何
一
つ
特
権
を
持
ち
得
な
い
民
衆
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
の
上
に
立
っ
て
、
私
は
、
差
当
っ
て
『
霊
異
記
』
の
カ
ツ
ラ
ギ

ノ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
の
は
な
し
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
大
和
葛
城
地
方
に

古
く
か
ら
あ
っ
た
話
が
、
律
令
制
下
の
民
衆
の
改
変
を
受
け
な
か
ら
口
承
伝
承

さ
れ
た
話
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
役
小
角
の
話
も
こ
の
文
脈
の
中
に
入
れ
ら
れ
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る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
』
の
背
景
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
「
今
昔
物
語
」
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
か
、
『
霊
異
記
』
の
そ
れ
と
違
っ
て
、
苦

役
拒
否
を
巧
妙
に
や
り
、
呪
縛
さ
れ
て
も
な
お
小
角
を
巍
奏
す
る
程
の
激
し
い

攻
撃
性
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
『
今
昔
物
語
』
の
作
者
の
問
題
と
す
る
よ
り
も

そ
の
背
景
を
な
す
民
衆
に
よ
る
口
承
伝
承
が
そ
の
よ
う
な
形
に
改
造
さ
れ
て
行

っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
『
今
昔
物
語
』
の
書
か
れ
た
一
一
一
〇
年
代
の
民
衆
は
律
令
制
国
家
の
決
定

的
解
体
期
、
中
世
社
会
の
形
成
の
唯
中
に
お
い
て
、
古
い
体
制
へ
の
攻
撃
の
牙

を
磨
き
す
ま
し
て
来
て
い
る
そ
れ
で
あ
り
、
前
世
紀
以
来
し
ば
し
ば
中
央
政
府

を
相
手
ど
っ
て
愁
訴
・
強
訴
・
越
訴
を
や
り
国
司
さ
え
更
迭
さ
せ
え
た
人
々
で

あ
っ
た
。

　
彼
ら
の
あ
り
よ
う
と
、
『
今
昔
物
語
』
の
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
あ
り
よ
う
の
い

か
に
・
似
て
い
る
こ
と
か
。
私
は
そ
こ
に
古
代
末
期
の
苦
悩
と
反
抗
を
ヒ
ト
コ
ト

ヌ
シ
の
上
に
投
景
さ
せ
て
い
っ
た
人
々
の
存
在
を
感
じ
な
い
で
は
お
れ
ぬ
。

　
言
う
ま
で
も
な
い
か
『
今
昔
物
語
』
の
作
者
が
先
行
文
学
と
し
て
の
『
霊
異

記
』
や
『
三
宝
絵
詞
』
等
々
に
負
う
こ
と
の
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か

し
同
時
に
文
学
文
化
と
無
関
係
の
世
界
で
生
き
、
太
り
、
改
変
さ
れ
続
け
て
い

る
口
承
伝
承
か
ら
直
接
受
取
っ
た
話
の
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
無
視
し
た
り
そ
の

力
を
過
小
評
価
し
て
は
な
る
ま
い
。
『
今
昔
物
語
』
の
作
者
は
、
荒
々
し
く
野

蛮
な
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
お
い
て
新
し
い
人
間
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
こ
の

よ
う
な
話
に
目
を
見
は
り
、
好
奇
心
を
湧
き
立
た
せ
る
こ
と
の
で
き
た
人
で
あ

っ
た
。
と
も
か
く
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
話
に
と
っ
て
『
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
』

の
作
者
は
正
当
な
、
よ
き
受
け
取
手
で
あ
っ
た
。

　
注
一
日
本
古
典
全
集
『
狩
谷
被
斉
全
集
慎
二
『
校
本
日
本
霊
異
記
』
に
よ
る

　
　
　
よ
み
下
し
、
圏
点
古
庄
。
文
字
も
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。

　
注
二
日
本
古
典
文
字
大
系
版
『
今
昔
物
語
集
三
』
に
よ
る
。

　
注
三
柴
田
実
著
［
民
間
信
仰
論
］
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
2
2
所
収
）
参
照

　
洋
四
松
岡
静
雄
『
日
本
古
語
大
辞
典
語
誌
』
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
の
項
Ｐ
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
注
五
津
田
左
右
吉
全
集
第
九
巻
附
録
第
二

　
注
六
前
掲
書
Ｐ
一
や
よ
い

　
注
七
西
郷
信
綱
著
『
貴
族
文
学
と
し
て
の
万
葉
集
』
四
・
五
参
照
。

　
注
八
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
「
世
相
伝
テ
云
フ
。
小
角
能
ク
鬼
神
ヲ
役
使
メ

　
　
　
　
（
以
下
略
）
」
の
「
世
相
伝
テ
云
フ
」
に
は
洋
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し

　
　
　
柳
田
国
男
氏
が
扶
桑
略
記
に
引
か
れ
て
い
る
為
憲
記
の
記
述
か
ら
、
こ

　
　
　
の
話
が
「
夙
く
よ
り
随
分
盛
ん
に
人
々
の
語
り
伝
へ
て
居
た
噂
話
で
あ

　
　
　
っ
た
こ
と
か
判
る
。
」
と
言
わ
れ
る
の
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
（

　
　
　
定
本
柳
田
国
男
全
集
第
九
巻
二
言
主
考
）
参
照
）

　
注
九
柳
田
国
男
著
二
言
主
考
」
　
『
定
木
柳
田
国
男
全
集
第
九
巻
』
所
収
）

　
洋
一
〇
前
掲
日
本
古
典
全
集
版
『
校
本
日
本
霊
異
記
』
巻
下
Ｐ
2
5
9

　
注
一
一
古
代
社
会
で
は
、
出
家
は
官
許
に
よ
る
も
の
で
、
私
に
出
家
す
る
こ

　
　
　
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

　
注
一
二
益
田
勝
美
『
古
代
説
話
文
学
』
［
三
　
証
言
の
文
学
］
（
岩
波
講
座

‘
　
　
『
日
本
文
学
史
』
第
一
巻
古
代
所
収
）
参
照
。

　
注
一
三
前
掲
日
本
古
典
全
集
版
「
校
本
日
本
霊
異
記
」
巻
上
巻
頭
の
景
戒
録

　
　
　
に
あ
る
こ
と
ば
。

　
洋
一
四
前
掲
益
田
氏
著
Ｐ
1
8
？
1
9
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
一
応
の
ま
と
め
と
見
通
し

　
以
上
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
の
形
象
化
の
過
程
を
、
平
安
朝
文

学
作
品
の
二
つ
の
系
列
、
物
語
・
随
筆
・
和
歌
の
流
れ
と
、
仏
教
説
話
の
流
れ
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－

と
に
よ
っ
て
大
略
素
描
を
試
み
た
。

　
結
果
と
し
て
前
者
に
お
い
て
こ
の
神
か
作
者
の
所
属
す
る
貴
族
社
会
の
偏
見

に
よ
っ
て
本
質
か
ひ
き
ゆ
か
め
ら
れ
て
理
解
さ
れ
、
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
を

見
た
し
、
後
者
に
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
カ
ミ
の
本
質
的
、
積
極
的
理
解
者
、
発
展
的
受

取
手
を
み
る
こ
と
か
で
き
た
。

(2)(3)

　
後
者
か
発
展
的
理
解
者
、
受
取
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
話
を
忠
実
　
　
印

に
す
き
写
し
に
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
ゝ
本
来
［
中
々
荒
い
神
で
　

’

　
　
注
一
・

あ
っ
た
］
こ
の
神
の
姿
の
中
に
、
受
取
手
主
体
の
生
き
た
次
元
に
お
け
る
新
し

い
怒
り
を
投
影
し
、
重
合
わ
せ
、
鋳
直
し
て
理
解
し
、
形
象
化
し
て
い
る
と
い
　
　
㈲

う
事
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
何
か
。
解
体
期
律
令
制
下
に
お
け
る
被
支
配
階
級
　
　
㈲

と
り
わ
け
そ
の
典
型
的
存
在
と
し
て
の
農
民
か
、
自
己
の
投
影
・
反
映
と
し
て

こ
の
苦
役
を
負
う
敗
北
と
反
逆
の
神
に
親
近
感
を
持
ち
、
こ
の
話
を
ふ
と
ら
せ
　
　
印

る
の
に
力
か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
、
仮
説
は
作
品
分
析
を
通
し

て
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
推
測
か
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
話
を
書

か
れ
た
説
話
に
定
着
さ
せ
た
作
者
主
体
の
こ
の
神
に
対
す
る
偏
見
な
き
理
解
、

共
感
・
共
鳴
と
合
わ
せ
て
、
こ
の
話
に
新
し
い
生
命
を
ふ
き
込
ん
だ
要
素
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
、
こ
こ
で
は
新
し
い
受
取
手
の
状
況
に
よ
っ
て
変
形
を
い
か
に
蒙
っ
た

か
の
証
明
だ
け
に
力
点
を
お
い
た
。

　
今
後
の
課
題
は
、
こ
の
神
の
原
型
を
求
め
る
こ
と
か
第
一
で
あ
る
。
こ
の
神

の
素
姓
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
苦
役
を
負
う
、
敗
北
・
反
逆
の
神
の
イ
メ
ー

ジ
か
彼
の
上
に
定
着
し
て
い
く
理
由
は
依
然
と
し
て
つ
か
み
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
追
求
の
手
が
か
り
と
し
て
は
、

恂
　
延
喜
式
神
名
報
を
は
じ
め
諸
記
趾
に
よ
る
と
、
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
が

唯
一
固
有
の
神
で
な
く
、
か
な
り
の
数
、
広
範
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
。

言
語
の
神
秘
的
勢
能
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

彼
に
類
縁
あ
る
も
の
と
し
て
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
、
ス
サ
ノ
ミ
コ
ト
か

あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

彼
小
角
の
出
身
氏
か
、
『
銃
口
本
紀
』
巻
二
十
五
、
天
平
宝
宇
八
年
十
一

月
庚
子
の
記
述
に
あ
る
土
佐
か
ら
高
鴨
神
（
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
）

を
大
和
葛
城
に
迎
え
帰
っ
た
賀
茂
朝
臣
田
守
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
神
が
醜
貌
で
「
長
人
」
　
（
タ
ケ
タ
カ
キ
ヒ
ト
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

こ
と
。

彼
の
機
能
か
労
働
に
あ
る
ら
し
い
こ
と
。
そ
し
て
夜
働
き
、
昼
は
姿
を
み

せ
な
い
の
を
特
徴
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

こ
の
神
が
彼
小
角
の
呪
縛
に
よ
っ
て
今
の
世
に
到
っ
て
も
解
説
で
き
な
い
　
％

と
い
う
『
霊
異
記
』
の
記
述
で
は
、
そ
こ
に
解
説
で
き
な
い
具
体
的
姿
が
　
一

見
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
記
述
で
あ
る
こ
と
。

㈲
　
謡
曲
「
葛
城
」
の
蛇
体
女
神
を
ど
う
う
け
と
め
る
か
。

等
々
か
あ
る
。

　
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
は
互
に
交
叉
し
合
う
部
分
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
、
ま
ず
そ

れ
ぞ
れ
を
神
話
・
民
話
の
法
則
に
照
し
合
わ
せ
つ
つ
、
神
話
の
神
、
民
話
の
神

の
中
に
類
縁
を
求
め
る
こ
と
で
、
彼
の
原
型
は
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
つ
い
で
に
言
え
ば
記
紀
の
雄
略
天
皇
の
条
に
み
る
ヒ
ト
コ
ト
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
（

両
者
に
大
分
大
き
な
相
違
か
あ
る
か
）
も
原
型
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
新
し
い

条
件
の
中
で
変
形
さ
れ
た
姿
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
注
一
柳
田
国
男
著
「
一
言
主
考
」
　
（
定
木
柳
田
国
男
集
第
九
巻
所
収
Ｐ
ｍ
）



注
二
延
喜
式
神
名
帳
に
よ
る
と

　
・
大
和
葛
上
郡
十
七
座
の
中
に

　
　
葛
木
坐
一
言
主
神
社

　
　
大
和
葛
下
郡
十
八
座
の
中
に

　
　
調
田
坐
一
事
尼
古
神
社

　
　
越
前
国
大
野
郡
九
座
の
中
に

　
　
坂
田
一
事
神
社

　
　
か
あ
る
。
こ
れ
ら
の
祭
神
は
『
神
抵
宝
典
』
巻
二
・
『
神
名
帳
考
証
』

　
（
度
会
延
経
著
）
に
よ
る
と
一
言
主
神
又
は
Ｔ
一
己
主
命
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
他
三
代
実
録
頁
観
十
五
年
の
条
に
、
肥
前
坐
葛
木
一
言
神
に
従

　
　
五
位
下
が
授
け
ら
れ
た
記
述
か
あ
る
。
又
、
逸
文
土
佐
風
土
記
（
釈
日

　
　
本
紀
巻
十
二
に
引
用
さ
れ
た
分
）
に
よ
る
と
土
佐
国
に
土
左
高
賀
茂
大

　
　
社
と
い
う
神
社
か
あ
っ
て
そ
こ
の
祭
神
も
一
言
主
尊
で
あ
っ
た
。
そ
の

　
　
他
二
言
社
」
と
か
、
［
一
言
明
神
］
の
名
で
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
、

　
　
更
に
「
一
言
観
音
」
ま
で
選
び
出
せ
ば
相
当
な
数
に
の
ぼ
る
よ
う
で
あ

　
　
る
。
前
掲
柳
田
氏
の
論
考
参
照
。

注
三
松
村
武
雄
著
『
日
本
神
話
研
究
第
三
巻
』
Ｐ
Ｊ
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
学
部
助
教
授
）

〃
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