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１

　
子
規
の
「
写
生
」
説
に
つ
い
て
は
、
今
日
な
お
決
定
的
な
評
伍
は
定
ま
っ
て

い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
た
と

え
ば
、
そ
の
「
写
生
」
説
に
お
け
る
現
実
的
志
向
と
口
ー
マ
ン
的
志
向
と
の
混

交
と
い
っ
た
問
題
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
晩
年
に
近
づ
く
に
っ
れ
、
そ
の
「
写
生
」
説
は
た
し
か
に
深
ま
っ
て
ゆ
き
、

『
病
床
六
尺
」
で
は
「
写
生
と
い
ふ
事
は
、
画
を
画
く
に
も
、
記
事
文
を
書
く

上
に
も
極
め
て
必
要
な
も
の
で
、
此
手
段
に
よ
ら
な
く
て
は
画
も
記
事
も
全
く

出
来
な
い
と
い
ふ
て
も
よ
い
位
で
あ
る
。
（
略
）
然
る
に
日
本
で
は
昔
か
ら
写

生
と
い
ふ
事
を
甚
だ
お
ろ
そ
か
に
見
て
居
っ
た
為
に
、
画
の
発
達
を
妨
げ
又
文

章
も
歌
も
総
て
の
事
が
皆
進
歩
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
に
至
る

の
で
あ
る
が
、
度
々
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
へ
至
る
ま
で
に
は
ず
い
ぷ
ん

前
後
撞
着
す
る
よ
う
な
矛
盾
し
た
圭
張
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

　
た
と
え
ば
、
新
派
俳
句
が
こ
の
論
に
よ
っ
て
天
下
に
広
く
知
ら
れ
る
に
至
っ

た
、
『
明
治
二
十
九
佳
の
俳
旬
界
』
（
明
治
三
十
年
）
に
お
い
て
、
新
派
の
代
表

作
と
し
て
ま
ず
巻
頭
第
一
に
あ
げ
ら
れ
た
句
は
、
碧
梧
桐
の
有
名
な
〈
赤
い
椿

白
い
椿
と
落
ち
に
け
り
〉
と
い
う
句
で
あ
り
、
子
規
は
こ
れ
を
「
印
象
明
瞭
」

と
評
し
て
い
る
の
だ
が
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
よ
り
美
的
ロ
ー
マ
ン
的
な
性
質

を
う
か
が
わ
せ
る
句
で
あ
る
。
絵
画
的
で
は
あ
っ
て
も
、
特
に
「
写
生
」
的

な
句
と
は
言
え
ま
い
。

　
同
じ
よ
う
に
、
子
規
に
よ
る
蕪
村
評
伍
（
『
俳
人
蕪
村
』
明
治
三
十
年
）
に
し

て
も
、
い
わ
ゆ
る
写
実
圭
義
の
枠
内
に
は
と
う
て
い
お
さ
ま
り
き
れ
ぬ
も
の
が

見
ら
れ
る
の
で
、
た
と
え
ば
蕪
村
の
「
理
想
的
美
」
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
所
を
み
れ
ば
よ
い
。

　
「
然
れ
ど
も
絵
画
の
写
生
に
の
み
依
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
く
文
学
も
亦
実
験

に
の
み
依
る
べ
か
ら
ず
。
（
略
）
文
学
者
の
頭
脳
は
四
畳
半
の
古
机
に
も
た
れ
な

が
ら
其
理
想
は
天
地
八
荒
の
中
に
追
遥
し
て
無
碍
自
在
に
美
趣
を
求
む
。
羽
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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く
し
て
空
に
翔
る
べ
し
、
鰭
な
く
し
て
海
に
潜
む
べ
し
云
々
。
」

　
こ
れ
だ
け
を
と
り
だ
せ
ば
、
明
ら
か
に
口
ー
マ
ン
圭
義
的
圭
張
で
あ
る
と
い

え
る
。
と
て
も
「
写
生
」
説
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
混
乱
が
生
ず
る
の
で

あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
一
方
で
は
同
時
に
「
写
生
」
「
写
実
」
の
必
要
な
こ
と
が
く
り

か
え
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
形
で
言
わ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
「
空
想
」
（
「
理
想
」
）
か
ら
得
た
美
は
、
最
美
な
る
か
最
拙
な
る
か
、
ど

ち
ら
か
し
か
な
い
。
初
心
者
に
は
と
て
も
最
美
な
も
の
は
望
み
が
た
い
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
は
最
拙
な
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
実
景
を
そ
の

ま
ま
写
す
場
合
に
は
、
最
美
な
句
は
得
難
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
拙
に
も
お

ち
い
ら
ず
、
ま
ず
第
二
流
ぐ
ら
い
の
句
は
た
や
す
く
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
故

に
、
初
心
者
は
写
実
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
云
々
。
　
（
『
俳
諸
大
要
』
明
治

二
十
八
年
）

　
ま
た
、
実
景
を
写
す
際
に
は
、
何
で
も
写
せ
ば
い
い
の
で
は
な
く
、
取
捨
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

択
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
「
俳
句
は
簡
に
し
て
墨
さ
ん
と
す
る
必
要
よ
り
美
の

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

最
も
多
き
部
分
の
み
を
取
り
其
他
醜
な
る
者
と
不
用
な
る
者
と
美
の
少
き
者
と

は
之
を
捨
て
る
こ
と
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
る
、
さ
れ
ば
故
意
に
修
飾
を
為
さ

ず
と
も
自
然
と
修
飾
を
為
し
た
る
訳
な
り
、
い
よ
い
よ
以
て
俳
旬
は
実
景
を
写

さ
ん
と
心
が
く
べ
し
」
。
（
『
俳
藷
反
古
寵
』
明
治
三
十
年
。
傍
点
筆
者
）

　
こ
の
よ
う
に
自
然
の
美
し
い
部
分
だ
け
を
選
ん
で
写
生
す
る
と
い
う
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
写
実
圭
義
と
し
て
は
不
徹
底
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

も
仕
方
な
い
だ
ろ
う
。
現
に
、
そ
う
し
た
評
伍
を
す
る
人
は
多
い
。
そ
の
一
っ

の
典
型
と
し
て
、
伊
沢
元
美
氏
の
論
ず
る
所
を
み
て
み
よ
う
。

　
氏
は
、
俳
句
革
新
運
動
に
お
い
て
、
子
規
の
写
生
圭
義
が
始
め
か
ら
貫
か
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
と
し
て
、
「
写
生
」
と
い
う
方
法
は
も
っ
ば
ら
月
並
俳
句

に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
概
念
的
低
俗
性
を
攻
撃
す
る
た
め
の
有
力
な
武
器
で

は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
「
そ
の
『
写
生
』
が
外
面
的
で
、
内
面
的
に
十
分
深
化

せ
ず
不
徹
底
で
あ
っ
た
」
と
旨
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
子
規
の
弱
点
と
し
て
、
我
の

自
覚
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
ロ
ー
マ
ン
圭
義
に
よ
る
徹
底
し
た
個
我
の
解

放
の
な
い
と
こ
ろ
に
真
の
写
実
圭
義
は
育
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
（
『
新
版
日
本
文
学
史
近
代
１
』
至
文
堂
に
よ
る
。
）

　
た
し
か
に
子
規
の
「
写
生
」
説
は
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
性
を
は
ら

ん
で
い
る
が
、
こ
う
し
た
批
判
は
私
に
は
や
は
り
観
念
的
、
先
験
的
な
も
の
で

し
か
な
い
と
思
え
る
。
子
規
は
何
も
西
欧
写
実
圭
義
理
論
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み

に
し
て
、
俳
句
革
新
に
応
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
の
影
響
も
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
筋
は
あ
く
ま
で
彼
自
身
の
自
前
の
思
考
、
感
受

性
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
概
に
不
徹
底
と
し
て
斥
け
て

も
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。
必
要
な
こ
と
は
、
子
規
自
身
（
あ
る
い
は
そ
の
傘
下

に
集
ま
っ
た
人
々
）
に
と
っ
て
「
写
生
」
説
の
持
っ
て
い
た
主
体
的
、
内
面
的

意
味
を
問
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
作
業
は
ひ
じ
よ
う



に
複
雑
で
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
以
下
、
不
十

分
で
し
か
な
い
け
れ
ど
も
、
圭
に
子
規
の
漢
詩
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
、
子

規
「
写
生
」
説
形
成
過
程
を
追
っ
て
み
る
こ
と
で
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
っ

と
し
た
い
。

２

　
子
規
の
口
ｉ
マ
ン
性
を
さ
か
の
ぽ
っ
て
い
け
ば
、
子
規
の
い
わ
ゆ
る
「
仙
人

的
思
想
」
に
ま
で
い
き
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
明
治
十
七
年
の
『
筆
ま

か
せ
』
中
に
同
名
の
記
事
が
あ
り
、
そ
こ
で
彼
は
、
故
郷
松
山
に
い
た
頃
、
友

人
た
ち
と
暇
が
あ
れ
ば
詩
画
会
を
開
い
て
楽
し
み
、
あ
る
日
友
人
の
一
人
の
安

長
松
南
が
自
宅
へ
遊
び
に
き
て
絵
を
画
い
た
時
に
、
学
校
を
卒
え
た
後
に
閑
居

す
る
計
画
を
話
し
あ
い
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
を
松
南
に
画
か
せ
た
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
正
面
に
は
山
問
か

ら
滝
が
な
が
れ
落
ち
、
岸
の
岩
石
の
間
に
一
軒
の
水
亭
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で

詩
を
賦
し
水
を
聴
い
て
い
る
の
が
子
規
自
身
で
あ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。

子
供
ら
し
い
遊
ぴ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
松
山
中
学
時
代
に

子
規
が
漢
詩
文
に
親
し
み
、
神
仙
的
思
想
に
憧
れ
、
文
人
的
趣
味
に
夢
中
で
あ

っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
東
洋
的
な
離
俗
趣
味
も
消
極
的

な
意
味
で
の
ロ
ー
マ
ン
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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柳
原
極
堂
の
『
友
人
子
規
』
に
よ
れ
ば
、
松
山
中
学
へ
入
学
し
た
明
治
士
二

年
（
子
規
十
四
才
）
の
頃
か
ら
、
彼
ら
仲
間
う
ち
に
さ
か
ん
に
詩
文
の
研
究
が

始
ま
り
、
同
親
吟
社
な
る
詩
会
を
組
織
し
て
、
旧
藩
儒
河
東
静
渓
に
添
削
指
導

を
受
け
た
。
そ
の
有
様
は
、
「
詩
文
に
熱
中
せ
し
子
規
等
は
此
時
書
画
会
を
興

し
て
山
水
画
を
習
ひ
象
刻
を
試
み
、
或
は
画
中
に
見
る
如
き
仙
境
に
遊
ん
で
詩

想
を
計
る
等
、
漸
く
詩
人
的
思
想
、
文
人
的
趣
味
に
陥
没
し
、
柳
か
青
年
学
生

た
る
の
意
気
を
喪
失
す
る
に
至
っ
た
。
」
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

　
「
余
は
幼
時
よ
り
何
故
か
詩
歌
を
好
む
の
傾
向
を
現
は
し
た
り
」
（
『
筆
ま
か

せ
』
中
「
哲
学
の
発
足
」
一
と
い
う
子
規
の
、
最
初
の
興
味
が
こ
の
よ
う
な
漢

詩
趣
味
に
発
揮
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、

十
四
、
五
才
の
中
学
生
た
ち
が
こ
う
し
た
詩
画
会
を
も
っ
て
、
山
水
画
を
描
き
、

将
来
の
隠
栖
の
地
の
理
想
と
し
た
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ご
く
普
通
の

こ
と
で
あ
っ
て
特
別
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
極
堂
の
言

に
も
「
柳
か
青
年
学
生
た
る
意
気
を
喪
失
」
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
そ
の
熱
心
さ
に
は
や
や
異
常
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
漢
詩
趣
味
、
脱
俗
趣
味
が
、
松
山
の
中
学
生
子
規
た
ち
の
間
に

流
行
し
た
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
ま
ず
松
山
周
辺
の
ゆ
た
か
な
自
然
に
め

ぐ
ま
れ
た
環
境
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
今
一
つ
社
会
的
な
要

因
と
し
て
、
維
新
以
来
松
山
落
が
置
か
れ
た
佐
慕
派
と
し
て
の
ひ
じ
よ
う
に
不

利
な
立
場
が
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
辺
の
事
情
に
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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い
て
は
、
松
井
利
彦
氏
の
新
著
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
し
た
い

が
、
維
新
以
後
、
佐
幕
派
で
あ
っ
た
た
め
に
、
旧
松
山
藩
士
た
ち
は
要
職
に
つ

け
ず
、
そ
の
殆
ど
は
還
塞
し
た
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
帰
農
し
た
り
売
り
喰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
の
毎
日
を
す
ご
す
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
少
年
子
規
た
ち
が
、
お
の
ず
と

眼
を
脱
俗
的
な
自
然
界
に
向
け
、
文
人
趣
味
に
遊
ん
だ
と
い
う
の
も
、
云
統
的

環
境
か
ら
来
る
も
の
以
外
に
、
そ
う
し
た
松
山
藩
の
特
殊
な
事
情
も
か
ら
ま
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
子
規
自
身
に
は
直
接
そ
う
し
た
問
題
に
ふ
れ
た
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
遺
憾
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
。
）

　
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
多
感
な
少
年
時
代
に
、
東
洋
的
隠
者
的
な
「
自
然
」

に
憧
れ
る
所
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
の
ち
の
子
規
を
考
え
る
上
で
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
を
占
め
る
。
こ
こ
で
、
実
際
に
当
時
子
規
が
作
っ
て
い
た
漢
詩
を
見

て
み
た
い
。

「
仙
人
的
思
想
」
を
し
め
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

　
　
　
「
尋
涼
到
山
寺
」
（
明
治
十
四
年
作
）

古
松
勤
柏
白
雲
間
　
禅
室
臨
渓
意
自
閑

沸
々
茶
錯
風
在
坐
　
与
僧
対
坐
愛
青
山

　
　
　
「
題
自
画
山
水
」
（
明
治
十
五
年
作
）

独
援
枯
毫
試
一
揮
　
披
麻
半
点
漫
淋
溝

休
言
嘉
落
不
成
様
窓
外
青
山
是
我
師

　
　
　
「
無
題
」
（
同
右
）

五
八

　
閑
雲
一
片
掬
幽
堅
　
只
有
仙
童
独
探
薬

　
山
静
花
開
者
日
長
　
潭
澄
水
暖
遊
魚
楽

　
こ
れ
ら
の
詩
に
は
特
に
目
立
っ
た
特
徴
は
な
い
が
、
当
時
の
漢
詩
の
中
で
、

注
目
に
値
す
る
の
は
叙
景
的
な
詩
で
あ
る
。
叙
景
と
い
う
こ
と
自
体
は
漢
詩
の

必
然
的
傾
向
で
も
あ
る
が
、
田
舎
の
田
園
の
光
景
を
瑞
々
し
く
詠
ん
だ
も
の
に

す
ぐ
れ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
「
夏
日
田
家
」
（
明
治
十
四
年
作
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、

　
茅
舎
柴
門
桑
拓
中
　
橡
端
来
去
燕
乗
風

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
農
児
牽
績
遅
々
返
　
西
暉
斜
陽
一
半
紅

　
　
　
　
「
田
家
即
事
」
（
同
右
）

　
黄
梅
雨
足
熟
梅
黄
　
尤
愛
清
風
一
味
涼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
看
取
南
窓
消
夏
策
　
水
田
十
里
播
新
秩

　
　
　
　
「
秋
日
野
望
」
（
同
右
）

　
雨
舜
秋
郊
欲
タ
陽
　
遠
雲
断
処
雁
成
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、

　
平
田
十
里
村
三
四
　
早
稲
遅
梗
一
様
黄

　
　
　
　
「
登
大
州
城
」
（
明
治
十
五
年
作
）

　
遺
跡
空
荒
疎
　
回
頭
感
概
多

　
人
家
遙
帯
野
　
城
郭
直
臨
河

　
雲
外
賛
松
柏
　
溝
中
満
支
荷

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
傭
看
急
灘
上
　
小
艇
載
薪
過



　
　
　
　
「
夏
日
田
家
」
（
明
治
十
六
年
作
）

　
鳥
声
々
踊
緑
陰
辺
数
片
墨
雲
掩
暮
天

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
窓
外
好
看
稲
川
緑
　
一
行
映
雨
過
平
田
　
　
（
以
上
傍
点
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
う
し
た
詩
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
田
園
の
自
然
を
実
景
に
即
し
て
詠
も
う

と
し
て
い
る
点
が
う
か
が
わ
れ
て
興
味
深
い
。
若
く
し
て
子
規
は
こ
の
よ
う
な

田
園
自
然
美
に
う
た
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
示

す
後
年
の
彼
自
身
の
回
想
を
こ
こ
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
「
余
は
子
供
の
時
か
ら
天
然
界
の
現
象
が
ひ
ど
く
好
き
で
あ
っ
た
。
何
も
人

間
を
全
く
嫌
ふ
た
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
人
間
に
は
気
に
喰
は
ぬ
人
問
が
多
い
か

ら
、
そ
れ
よ
り
は
天
然
界
の
美
麗
で
柔
順
で
少
し
も
我
意
に
逆
ら
は
な
ん
だ
の

が
気
に
入
っ
た
の
で
も
あ
ら
う
。
」
（
『
赤
』
明
明
三
十
二
年
）

　
「
幼
時
よ
り
客
観
美
に
感
じ
易
か
り
し
吾
は
我
家
の
長
物
（
か
る
た
を
除
く

外
）
一
と
し
て
美
と
す
べ
き
者
無
き
を
見
て
心
に
楽
ま
ず
、
如
何
に
し
て
吾
は

斯
る
貧
し
き
家
に
生
れ
け
ん
と
思
ふ
に
、
常
に
他
人
の
身
の
上
の
妬
ま
し
く
感

ぜ
ら
れ
ぬ
。
ひ
と
り
造
化
は
富
め
る
者
に
私
せ
ず
、
我
家
を
め
ぐ
る
百
歩
ば
か

り
の
庭
園
は
雑
草
雑
木
四
時
芳
芥
を
吐
い
て
不
幸
な
る
貧
児
を
憂
蟹
よ
り
救
は

ん
と
す
。
」
（
『
吾
幼
時
の
美
観
』
明
治
三
十
一
年
）

　
後
年
に
な
っ
て
か
ら
の
回
想
で
あ
る
か
ら
、
い
く
ぶ
ん
割
引
い
て
見
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
や
は
り
子
規
の
内
面
に
は
、
こ
う
し
た
自
然
美
崇
拝
的

な
傾
向
が
早
く
か
ら
芽
生
え
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
「
仙
人
的

　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

思
想
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
清
新
な
自
然
美
へ
の
感
動
と
い
う
も
の
が
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

　
以
上
、
子
規
の
漢
詩
趣
味
の
一
端
と
し
て
「
自
然
」
崇
拝
的
傾
向
を
と
り
あ

げ
て
み
て
き
た
が
、
し
か
し
当
時
の
若
き
子
規
を
単
に
そ
う
し
た
一
面
だ
け
で

律
し
て
し
ま
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
規
は
中
学
時
代
の
終
り
ご
ろ
（
明
治
十
五

年
冬
か
ら
翌
年
十
六
年
夏
へ
か
け
て
）
、
自
由
民
権
運
動
の
影
響
を
強
く
う
け
、

さ
か
ん
に
演
説
会
な
ど
で
熱
弁
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
ち
よ
う
ど
明
治
十
四
、
五

年
は
全
国
的
に
自
由
民
権
運
動
が
最
高
の
盛
り
あ
が
り
を
見
せ
た
時
で
あ
り
、

松
山
に
は
隣
接
す
る
高
知
の
立
志
社
、
徳
島
の
自
功
社
な
ど
か
ら
自
由
党
の
志

士
が
た
え
ず
入
り
こ
み
、
民
権
の
確
立
と
専
制
政
府
打
倒
を
熱
烈
に
訴
え
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
多
情
多
感
な
少
年
子
規
が
動
か
さ
れ
ぬ
は
ず
が
な
か

っ
た
。
か
く
て
、
子
規
は
そ
れ
ま
で
の
「
仙
人
的
思
想
」
か
ら
一
変
し
て
、
き

わ
め
て
現
実
的
社
会
的
な
行
動
に
走
っ
て
い
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
行
動
を

支
え
て
い
た
の
は
、
透
谷
を
と
ら
え
た
同
じ
「
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
」
（
野
心
）
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
英
雄
豪
傑
に
憧
れ
、
自
ら
志
士
と
し
て
天
下
国
家
に
名

を
挙
げ
ん
と
す
る
素
朴
な
ヒ
ロ
ィ
ズ
ム
が
、
当
時
の
漢
詩
の
も
う
一
っ
の
顕
著

な
傾
向
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
「
昧
史
」
（
明
治
十
五
年
作
）

　
赫
耀
金
瓢
百
万
軍
　
猿
郎
意
気
太
虚
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

　
自
曽
樹
上
勢
飢
虎
　
疎
野
無
人
罵
楚
冠

　
　
　
　
「
昧
史
」
（
同
右
）

　
奮
然
裂
封
冊
　
冠
服
粛
威
儀

　
聚
楽
豊
関
白
　
寒
村
一
健
児

　
　
　
　
　
ワ
シ
ン
ト
ン

　
　
　
　
「
華
盛
頓
」
（
同
右
）

　
果
看
草
葬
起
英
雄
　
焦
思
砕
心
百
戦
中

　
血
雨
剣
花
春
燭
慢
　
中
含
天
地
自
由
風

　
特
に
最
後
の
詩
は
、
子
規
の
自
由
民
権
意
識
が
は
っ
き
り
う
か
が
え
る
作
で

あ
る
。
秀
吉
に
よ
せ
る
崇
拝
に
も
子
規
の
「
野
心
」
が
あ
き
ら
か
に
見
て
と
れ

る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
「
謁
義
農
墓
」
「
題
粛
何
逐
韓
信
図
」
な
ど
の
長
詩
、

ま
た
上
京
以
後
の
作
で
あ
る
が
、
「
題
西
郷
隆
盛
投
海
図
」
「
谷
少
将
熊
本
寵
域

図
」
な
ど
の
長
詩
に
は
、
子
規
の
政
治
的
関
心
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
。

　
「
自
由
」
な
り
「
民
権
」
な
り
に
対
す
る
理
解
が
ど
れ
ほ
ど
深
い
も
の
で
あ

っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
に
せ
よ
、
と
も
か
く
こ
の
民
権
運
動
と
の
か
か
わ
り
に

よ
っ
て
、
圧
政
に
反
抗
す
る
気
骨
と
い
っ
た
も
の
、
独
立
自
尊
の
精
神
が
養
わ

れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
生
涯
を
貫
く
反
権
威
圭
義
的
な
在
野

精
神
は
、
こ
の
当
時
に
芽
生
え
た
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
こ
こ
で
今
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
民
権
運
動
へ
の
参
加
と

共
に
、
学
問
の
関
心
を
漢
学
か
ら
洋
学
へ
と
う
つ
し
て
い
る
点
が
見
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
明
治
十
五
年
十
月
二
十
二
日
附
三
並
良
あ
て
書
簡
で
は
、
「
仮
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

如
何
程
漢
書
の
蒲
奥
を
極
め
、
如
何
程
仁
義
の
妙
境
を
説
く
も
、
若
し
洋
書
に

通
ぜ
ず
広
く
世
界
の
事
情
を
知
ら
ず
、
今
九
州
に
於
て
大
乱
あ
る
を
知
ら
ず
又

魯
清
の
災
、
・
英
挨
の
乱
、
日
清
の
変
だ
も
猶
ほ
之
を
知
る
能
は
ず
、
悠
然
と
し

て
一
茅
屋
の
裡
に
優
臥
す
る
は
是
れ
田
野
の
一
腐
儒
の
み
。
（
中
略
）
夫
れ
漢

学
の
人
を
卑
屈
頑
固
に
陥
ら
し
む
る
此
の
如
し
。
登
漢
書
の
み
を
読
ん
で
可
な

ら
ん
や
。
」
と
、
口
を
極
め
て
漢
学
を
非
難
攻
撃
し
て
い
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
規
の
母
方
の
祖
父
、
大
原
観
山
は
藩
で
は

有
数
の
著
名
な
漢
学
者
で
あ
り
、
幼
い
子
規
に
漢
学
を
教
え
、
七
、
八
才
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ろ
ま
で
マ
ゲ
を
結
わ
せ
、
腰
に
小
刀
を
帯
び
さ
せ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
子
規
に
与
え
た
七
言
絶
句
に
は
、
「
終
生
不
読
蟹
行
書
」
と
あ
っ
た
と

い
う
。
（
「
室
内
の
什
物
」
）
。
そ
れ
だ
け
に
子
規
に
お
い
て
漢
学
の
重
圧
は
強
く
、

先
に
見
た
脱
俗
的
自
然
へ
の
憧
れ
も
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
漢
学
の
も
た
ら
す

心
理
的
圧
迫
か
ら
の
逃
避
を
求
め
た
結
果
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

い
う
中
で
、
は
っ
き
り
漢
学
を
否
定
し
て
、
洋
学
の
必
要
を
説
く
に
は
か
な
り

の
心
理
的
低
抗
が
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
に
も
、
た
と
え
ば
島
崎
藤
村
と
父
正
樹

と
い
っ
た
、
世
代
的
対
立
が
否
応
な
く
生
ま
れ
て
い
た
。
（
子
規
の
場
合
は
、

父
が
早
く
亡
く
な
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
き
び
し
い
対
立
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
）

　
そ
う
し
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
子
規
は
、
故
郷
を
離
れ
、
上
京
し
た
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
う
強
い
願
い
を
し
き
り
に
抱
く
よ
う
に
な
る
。
「
海
南
は
英
雄
の
留
ま
る
所



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

に
非
ず
、
早
く
此
地
を
去
っ
て
東
京
に
向
ふ
べ
し
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
の

が
、
子
規
の
当
時
の
意
気
込
み
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
周
囲
は
中
学
を
卒
業
し

て
か
ら
で
も
遅
く
な
い
、
と
反
対
し
た
が
、
彼
は
中
学
校
の
圧
制
的
な
雰
囲
気

が
ど
う
し
て
も
我
慢
で
き
ず
、
っ
い
に
十
六
年
六
月
、
叔
父
加
藤
恒
忠
（
拓
川
）

の
援
助
で
上
京
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
松
山
中
学
只
虚
名
、
地
少
良
師
執
従

聴
（
略
一
忽
悟
天
真
存
万
象
披
蛛
網
救
蜻
挺
」
と
い
う
詩
が
離
別
の
詩
と
し

て
今
日
残
さ
れ
て
い
る
。

３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
上
京
当
時
の
子
規
は
政
治
家
た
ら
ん
と
志
ざ
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
も
朝

に
あ
っ
て
は
太
政
大
臣
、
野
に
あ
っ
て
は
国
会
議
長
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
子
規
の
ア
ン
ビ
シ
ヨ
ン
も
相
当
な
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
の
後
の
子
規
は
、
一
見
き
わ
め
て
順
調
な
道
を
歩
ん
で
い
た
よ
う
に
み
え

る
。
須
田
学
舎
や
共
立
学
校
へ
英
語
を
学
ぴ
に
し
ば
ら
く
通
い
、
松
山
藩
出
身

者
の
た
め
の
育
英
会
で
あ
る
常
盤
会
か
ら
給
費
を
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
て
、
学

資
の
心
配
が
な
く
な
っ
た
上
に
、
十
七
年
九
月
に
は
本
人
も
予
期
し
な
か
っ
た

大
学
予
備
門
に
合
格
し
、
将
来
の
道
が
開
け
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
子
規
は
文
学
（
特
に
詩
歌
）
に
熱
中
し
す
ぎ
て
、

明
治
二
十
五
年
に
は
折
角
入
学
し
た
大
学
を
中
退
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

上
京
当
初
、
偉
大
な
政
治
家
を
志
ざ
し
て
い
た
は
ず
の
子
規
が
何
故
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

な
結
果
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
当
面
の
問
題
と
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
上
京
当
初
、
政
治
家
を
め
ざ
し
て
い
た
は
ず
の
子
規
は
、
明
治
十
八

年
春
に
は
「
哲
学
を
目
的
と
し
誰
が
す
す
め
て
も
変
ず
ま
じ
」
と
思
い
こ
む
に

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

至
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
が
何
故
か
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
こ
こ
で
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
同
じ
文
章
で
「
余
は
幼
時
よ
り
何
故
か

詩
歌
を
好
む
の
傾
向
を
現
は
し
た
り
」
と
し
て
、
明
治
十
三
年
春
か
ら
十
五
年

秋
こ
ろ
ま
で
、
漢
詩
を
多
数
作
っ
た
こ
と
、
十
二
、
三
年
こ
ろ
よ
り
軍
談
を
好

み
、
馬
琴
を
愛
読
し
た
こ
と
、
十
八
年
に
は
井
手
真
樟
を
尋
ね
て
歌
を
は
じ

め
、
ま
た
二
十
年
に
は
大
原
其
戒
宗
匠
を
訪
れ
て
俳
句
を
は
じ
め
た
こ
と
な

ど
、
い
か
に
文
学
詩
歌
に
ひ
か
れ
る
所
が
あ
っ
た
か
を
く
わ
し
く
語
り
、
今
年

に
な
っ
て
、
同
じ
哲
学
と
い
っ
て
も
、
文
学
美
術
と
か
か
わ
り
あ
う
審
美
学
を

専
攻
し
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
記

し
た
の
は
、
明
治
二
十
一
年
で
あ
る
か
ら
、
十
八
年
春
の
哲
学
志
望
は
も
う
こ

の
頃
に
は
か
な
り
文
学
志
望
に
傾
い
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
と
も
か

く
、
こ
の
時
代
に
子
規
の
志
望
が
、
政
治
、
哲
学
、
文
学
と
三
転
し
て
い
っ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
推
移
を
以
下
見
て
み
た
い
と
田
甘
う
。

　
前
節
で
見
た
漢
詩
は
、
引
き
続
い
て
明
治
十
七
年
に
も
百
首
近
く
作
ら
れ
、

以
後
し
だ
い
に
減
少
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
漢
詩
か
ら
見
て
い

き
た
い
。
子
規
の
こ
の
頃
の
内
面
を
う
か
が
う
第
一
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
漢
詩

し
か
な
い
。
（
随
筆
『
筆
ま
か
せ
』
に
は
明
治
十
七
年
か
ら
二
十
年
ま
で
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

事
は
き
わ
め
て
少
く
、
ほ
と
ん
ど
は
二
十
一
年
、
二
十
二
年
、
二
十
三
年
の
も

の
で
あ
る
。
）

大
き
な
野
心
を
も
っ
て
故
郷
を
捨
て
、
洋
学
を
学
ば
ん
と
し
て
上
京
し
た
子

規
に
「
何
須
雌
伏
老
郷
土
」
（
「
贈
柳
原
如
水
」
）
と
い
う
感
想
が
見
ら
れ
る
の

は
当
然
だ
が
、
し
か
し
明
治
十
七
年
に
は
、
早
く
も
挫
折
感
の
漂
う
詩
が
見
ら

れ
る
。

　
　
　
　
「
偶
成
似
某
子
」
（
明
治
十
七
年
）

南
窓
読
史
消
永
夕

人
生
五
十
真
一
夢

貧
賎
不
用
経
済
才

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
代
功
業
多
不
成

只
剰
累
累
填
墓
在

満
胸
懐
慨
感
今
昔

文
夫
畢
寛
何
所
獲

治
世
難
行
縦
横
策

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

能
得
幾
人
名
赫
赫

北
郎
明
月
枯
骨
白

　
　
　
　
「
偶
成
」
（
同
右
。
今
前
半
を
略
す
。
）

　
我
己
無
臆
又
無
才
　
狂
欄
己
倒
何
得
回

　
鳴
呼
我
己
夷
我
己
夷
　
乾
坤
荘
々
将
答
誰

　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
齢
己
十
八
心
如
孜
　
身
余
五
尺
痢
作
災

　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
病
骨
早
埋
青
草
去
後
身
願
為
豊
公
来
　
　
（
傍
点
筆
者
）

　
生
ま
れ
か
わ
っ
て
豊
太
閣
と
な
り
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
依
然
と
し
て
子

規
の
「
野
心
」
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
十
八
才
の
若
さ
で
こ
う
し
た
無
力
感
を
う

た
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
漢
詩
特
有
の
誇
張
さ
れ
た
表
現
を
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

し
ひ
い
て
も
、
子
規
に
何
ら
か
の
心
境
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
私

は
、
子
規
の
こ
う
し
た
詩
の
背
後
に
、
か
つ
て
の
「
仙
人
的
思
想
」
の
投
影
を

見
ず
に
お
れ
な
い
。

　
そ
の
意
味
で
、
次
の
詩
は
興
味
を
ひ
く
。

　
　
　
　
「
東
都
雑
詩
」
（
明
治
十
七
年
）

　
八
百
八
街
遠
鳳
域
　
俄
居
方
向
此
間
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
瀧
天
昏
覇
風
塵
色
　
満
地
晴
雷
車
馬
声

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
製
造
偏
驚
奪
天
匠
開
明
却
怪
薄
人
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
、
傍
点
筆
者
）

　
子
規
が
故
郷
を
捨
て
て
や
っ
て
き
た
東
京
で
は
、
そ
の
当
時
、
各
地
で
次
々

に
起
き
る
自
由
党
左
派
の
武
装
蜂
起
の
噂
が
人
心
を
不
安
に
陥
入
れ
る
一
方
、

他
方
で
は
十
六
年
十
一
月
に
開
館
式
を
行
な
っ
た
ば
か
り
の
鹿
鳴
館
で
、
華
や

か
な
舞
踏
会
が
度
々
催
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
子
規
と
て
そ
う
し
た
世
相

風
俗
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
「
開
明
」
杜
会
に
必
ず
し

も
子
規
は
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
詩
に
う
か
が
え
る
。
大
学
予
備

門
で
の
授
業
に
も
十
分
に
は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
、
『
筆
ま
か

せ
』
の
所
々
に
記
さ
れ
て
い
る
。
自
由
民
権
運
動
の
激
し
い
う
ね
り
も
失
せ
、

彼
の
内
部
に
は
し
だ
い
に
「
文
明
開
化
」
に
対
す
る
懐
疑
の
思
い
が
兆
し
始
め

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
加
う
る
に
、
病
身
と
い
う
自
覚
（
明
治
二
十
一
年

夏
、
鎌
倉
旅
行
中
始
め
て
喀
血
す
る
）
が
、
一
層
そ
う
し
た
思
い
を
か
き
た
て



る
。

「
秋
日
書
懐
」
（
明
治
二
十
一
年
）

　
十
七
負
笈
遊
帝
畿
芸
窓
読
書
三
絶
童

　
焚
膏
継
暴
非
不
勉
　
俊
忽
五
年
心
事
違

　
想
見
萱
草
空
塞
落
　
夜
々
閻
門
待
児
帰

　
病
躯
條
陣
業
未
成
　
藏
水
何
日
奉
慈
聞

　
故
郷
西
望
三
千
里
　
山
々
紅
葉
錦
似
衣

　
後
に
、
明
治
二
十
四
年
始
め
て
帝
国
議
会
が
開
か
れ
た
時
に
も
、
か
っ
て
の

理
想
が
実
現
し
た
訳
で
あ
る
の
に
、
「
昭
代
深
窮
政
教
原
　
仁
風
雨
露
沐
天
恩
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
天
皇
を
賛
美
し
な
が
ら
、
「
書
生
於
世
本
無
用
　
対
几
遙
聞
車
馬
喧
」
と
自

ら
無
用
の
人
と
す
る
。

　
こ
う
し
た
挫
折
感
、
無
力
感
と
騒
を
接
す
る
よ
う
に
、
脱
俗
的
自
然
へ
の
憧

れ
も
再
び
詩
に
詠
ま
れ
出
す
。
そ
れ
以
前
に
も
、
東
都
の
名
所
を
訪
れ
て
は

詩
作
し
て
い
る
が
、
（
「
九
段
坂
所
見
」
「
墨
堤
」
「
遊
飛
鳥
山
」
「
遊
靖
国
社
」

等
）
、
詩
と
し
て
は
今
一
っ
面
白
昧
を
欠
く
。
や
は
り
子
規
に
は
「
北
予
山
川

長
入
夢
東
都
風
物
不
成
詩
」
（
「
併
似
故
園
友
人
」
明
治
二
十
二
年
）
と
い
う

の
が
実
感
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
病
身
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
く
彼
は
旅
を
し
て
歩
い
て
い
る
が
、
そ
う
い
う

時
の
叙
景
詩
に
は
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
明
治
十
九
年
夏
、
旧
潅

圭
の
子
息
と
日
光
に
遊
ん
だ
時
の
詩
「
登
鴻
巣
山
」
で
は
、

　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

（
前
半
略
）

　
雲
姻
撲
顔
冷
　
天
風
吹
衣
寒

　
綴
紗
宇
市
潤
　
下
界
望
塵
嚢

　
谷
川
横
似
帯
　
群
山
囲
成
環

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
此
時
一
心
清
　
悠
々
如
神
仙

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
生
来
有
素
志
　
無
為
欲
入
玄

　
翻
然
拠
世
事
　
再
遊
知
何
年
（
傍
点
筆
者
）

と
詠
み
、
老
荘
的
自
然
へ
の
憧
れ
を
み
せ
て
い
る
。

　
や
や
下
っ
て
、
明
治
二
士
二
年
「
上
武
州
高
尾
山
」
で
は
、

　
冷
気
撲
顔
衣
欲
沽
　
老
杉
十
丈
映
仙
禽

　
絶
崖
紅
葉
重
々
遠
　
曲
径
白
雲
歩
々
深

　
杖
底
平
原
八
百
里
　
帽
端
峻
塑
二
千
尋

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

　
風
光
無
処
不
持
料
　
造
化
慰
人
似
有
心
（
傍
点
筆
者
）

　
と
あ
り
、
こ
れ
に
は
「
南
糖
先
生
評
　
傑
作
的
是
得
嶽
神
之
助
者
」
と
か

「
雲
林
先
生
評
　
一
気
刺
成
似
李
白
詩
」
と
記
さ
れ
て
あ
っ
て
、
詩
文
仲
間
に

も
好
評
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
こ
う
し
て
、
子
規
の
漢
詩
の
眼
目
は
次
第
に
自
然
の
叙
景
の
上
に
発
揮
さ
れ

は
じ
め
る
。
前
年
帰
省
し
た
時
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
作
詩
さ
れ
た
明
治
二
十

五
年
の
「
岐
蘇
雑
詩
」
三
十
首
が
、
そ
の
代
表
的
作
晶
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で

は
そ
の
う
ち
の
一
首
だ
け
を
引
い
て
お
く
。
；
肌
し
て
絵
画
的
な
印
象
を
う
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

る
。
実
景
に
即
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
「
其
二
十
」

当
顔
乱
嶽
碧
嵯
峨
細
径
斜
従
鳥
背
過

　
一
百
長
程
不
離
峡
十
余
破
駅
轟
沿
河

家
山
入
夢
路
猶
杏
　
霜
露
警
人
秋
已
多

晩
叩
茅
扇
膝
濁
酒
　
村
娘
唱
出
竹
枝
歌

４

　
一
方
の
俳
句
の
方
は
こ
の
間
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
『
寒
山
落
木
』
に
よ
る
か

ぎ
り
、
明
治
二
十
三
年
頃
ま
で
は
、
そ
の
数
も
少
な
く
、
見
る
べ
き
も
の
も
少

な
い
。
二
十
四
年
に
や
や
増
え
て
、
二
十
五
年
に
は
千
六
百
有
余
、
二
十
六
年

に
至
っ
て
三
千
余
の
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
格
的
な
作
句
は
二
十

五
年
以
降
と
見
て
よ
い
。

子
規
が
俳
句
を
作
り
だ
し
た
の
は
、
明
治
二
十
年
夏
、
帰
省
し
た
折
に
大
原

其
戒
を
訪
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

出
発
時
に
は
月
並
俳
句
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
句
を
作
っ
て
い
た
。

　
茶
の
花
や
利
休
の
像
を
床
の
上

　
白
梅
に
う
す
も
の
着
せ
ん
煤
払

　
青
々
と
障
子
に
う
つ
る
は
せ
を
哉

　
不
二
こ
え
た
く
た
び
れ
貞
や
隅
田
の
雁

六
四

　
雪
よ
り
も
時
雨
に
も
ろ
し
冬
牡
丹

　
鳥
な
く
や
独
り
た
た
ず
む
花
の
奥

　
一
日
の
旅
お
も
し
ろ
や
萩
の
原

　
水
鳥
や
芦
う
ら
枯
れ
て
夕
日
影

　
其
戒
の
俳
諾
雑
誌
『
真
砂
の
志
良
辺
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
こ
う
し
た
句
で

あ
る
。
中
に
は
す
ぐ
れ
た
句
も
あ
る
が
、
や
は
り
月
並
調
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。

　
子
規
の
努
力
は
以
後
、
こ
う
し
た
観
念
的
な
風
雅
観
に
と
ら
わ
れ
た
俳
句
で

は
な
く
、
実
景
実
情
に
即
し
た
自
然
を
俳
句
に
詠
む
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
く

の
で
あ
る
が
、
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
漢
詩
に
よ
っ
て
切
り
ひ
ら
か

れ
た
道
と
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
俳
句
は
そ
の
跡
を
追
っ
て
い

っ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。

今
、
『
寒
山
落
木
』
の
多
数
の
俳
句
を
一
々
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、

俳
句
を
含
む
紀
行
文
に
よ
っ
て
、
い
か
に
子
規
俳
句
が
自
然
詠
に
写
実
的
な
力

を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
子
規
の
紀
行
文
は
全
体

で
は
か
な
り
の
数
に
の
ぽ
る
が
、
特
に
多
い
の
は
明
治
二
十
五
年
か
ら
二
十
七

年
に
か
け
て
で
あ
る
。
ち
よ
う
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
写
生
」
開
眼
の
時
期
と
重
な

　
　
　
＠

っ
て
い
る
。

　
二
十
五
年
に
は
『
か
け
は
し
の
記
』
『
大
磯
の
月
見
』
『
旅
の
旅
の
旅
』
な
ど

が
あ
る
が
、
特
に
後
の
二
者
に
は
と
も
か
く
実
景
を
句
に
詠
み
こ
も
う
と
努
力



し
て
い
る
跡
が
み
ら
れ
て
、
興
味
を
ひ
く
。

　
『
大
磯
の
月
見
』
で
は
、
雲
の
月
を
詠
ん
で
、

い
ろ
く
の
形
と
な
る
や
雲
の
月

　
尻
を
出
し
頭
を
出
す
や
雲
の
月

　
名
月
へ
か
か
れ
ば
遅
し
雲
の
脚

　
名
月
や
も
う
一
い
き
で
雲
の
外

　
ま
た
、
名
月
を
詠
ん
で
、

　
名
月
や
誰
や
ら
あ
り
く
浪
の
際

　
名
月
や
何
や
ら
踊
る
海
の
面

　
名
月
や
雌
浪
雄
浪
の
打
ち
合
せ

　
名
月
や
汐
に
追
は
る
＼
磯
伝
ひ

　
砂
浜
に
足
く
た
び
れ
る
月
見
哉

　
砂
浜
に
打
ち
広
げ
け
り
月
の
汐

　
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
句
と
し
て
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
ぬ

も
の
が
多
い
が
、
一
年
前
の
紀
行
『
か
く
れ
み
の
』
に
見
ら
れ
る
句
、
「
道
づ
れ

は
胡
蝶
頼
む
や
ひ
と
り
旅
」
「
鶯
や
窓
を
ひ
ら
け
ば
竹
の
薮
」
「
世
の
人
に
踏
ま

れ
な
が
ら
や
花
蔓
」
「
っ
む
も
を
し
っ
ま
ぬ
も
を
し
や
春
の
草
」
「
よ
く
見
れ
ば

た
っ
た
一
羽
の
雲
雀
哉
」
「
て
ふ
く
や
あ
ひ
宿
た
の
む
草
ま
≦
ヒ
と
い
一

た
も
の
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
卒
直
に
自
然
の
実
景
を
詠
ん
で
い
る
。

　
同
年
の
『
旅
の
旅
の
旅
』
は
箱
根
を
旅
し
た
際
の
紀
行
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

は
す
で
に
非
常
に
す
ぐ
れ
た
写
生
句
を
見
せ
て
い
る
。

　
石
原
に
痩
せ
て
倒
る
る
野
菊
か
な

　
樵
夫
二
人
だ
ま
っ
て
霧
を
あ
ら
は
る
＼

　
唐
き
び
の
か
ら
で
た
く
湯
や
山
の
宿

　
朝
霧
や
馬
い
ば
り
あ
ふ
つ
づ
ら
折

　
秋
の
海
名
も
無
き
鳥
の
あ
ら
は
る
＼

　
浪
ぎ
は
へ
蔦
は
ひ
下
り
る
十
余
丈

　
こ
う
し
た
句
に
な
る
と
、
も
は
や
漢
詩
で
は
不
可
能
な
、
精
細
か
っ
簡
潔
な

写
実
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
詠
ま
れ
て
い
る
情
景
は
ご
く
日
常
的

な
田
舎
じ
み
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
清
新
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
の
ち
、
『
獺
祭
書
屋
俳
句
帖
抄
上
巻
』
の
序
文
に
お
い
て
も
、
こ
の
明
治
二

十
五
年
に
「
明
月
を
大
磯
に
見
て
其
れ
か
ら
箱
根
へ
旅
し
て
帰
っ
た
時
に
は
少

し
く
俳
句
の
寂
と
い
ふ
事
を
知
っ
た
や
う
に
思
ふ
た
。
冬
の
始
め
に
鳴
雪
翁
と

高
尾
の
紅
葉
見
に
行
た
時
は
天
然
の
景
色
を
詠
み
こ
む
事
が
梢
々
自
在
に
な
っ

た
。　

麦
蒔
き
や
東
ね
あ
げ
た
る
桑
の
枝

　
松
杉
や
枯
野
の
中
の
不
動
堂

　
な
ど
い
ふ
句
は
此
時
出
来
た
の
で
、
平
凡
な
景
、
平
凡
な
句
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
斯
ふ
い
ふ
景
を
っ
か
ま
へ
て
斯
う
い
ふ
句
に
す
る
と
い
ふ
事
が
こ
れ
迄
は

気
の
附
か
な
か
っ
た
事
で
あ
っ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

　
文
中
の
俳
句
は
『
高
尾
紀
行
』
（
明
治
二
十
五
年
）
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、

他
に
も
、

　
冬
川
の
洞
れ
て
蛇
籠
の
寒
さ
か
な

　
屋
の
棟
に
鳩
並
び
居
る
小
春
か
な

　
鮎
死
で
瀬
の
ほ
そ
り
け
り
冬
の
川

　
新
宿
に
荷
馬
な
ら
ぷ
や
タ
時
雨

　
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
写
生
句
が
あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
紀
行

に
よ
る
句
作
が
、
子
規
の
「
写
生
」
説
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
が
、
こ
う
し
た
俳
句
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
先
に
触
れ
た
叙
景
的
な
漢
詩

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
見
ら
れ
る
反
俗
的
な
自
然
崇
拝
－
観
念
的
「
風
雅
」
的
な
も
の
で
は
な
く

－
が
、
思
想
感
情
と
し
て
先
行
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

子
規
の
写
生
句
は
ご
く
あ
り
き
た
り
の
自
然
の
風
物
に
美
を
発
見
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
成
立
し
た
。
そ
の
魅
力
は
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
自
然
の
初
々
し

い
清
新
さ
（
卑
俗
な
人
間
臭
さ
を
免
が
れ
た
）
に
あ
る
。
そ
の
美
を
適
確
に
表

現
す
る
に
は
、
自
己
の
小
圭
観
を
押
え
、
美
と
感
じ
た
所
を
あ
り
の
ま
ま
卒
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
表
現
す
る
手
法
が
も
っ
と
も
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
「
写

生
」
は
圭
観
と
か
客
観
と
い
っ
た
範
蠕
に
入
る
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
「
写

生
」
が
そ
の
ま
ま
彼
に
は
圭
体
的
感
動
の
表
現
な
の
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
に
触

れ
た
ロ
ー
マ
ン
性
と
現
実
性
の
混
交
と
い
う
問
題
も
こ
う
し
た
観
点
か
ら
再
検

六
六

討
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
し
か
し
こ
こ
に
は
な
お
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
果
し
て
俳
句
は
そ
う
し
た
自
然
の
美
だ
け
を
表
現
し
て
い
て
良

い
の
か
、
人
間
杜
会
の
複
雑
な
現
実
を
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
か
、
不

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

可
能
と
す
れ
ば
近
代
詩
と
し
て
の
俳
句
の
存
立
は
危
う
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
っ
い
て
子
規
は
ど
う
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

５

　
い
わ
ゆ
る
「
自
然
と
人
事
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
子
規
も
や
は
り
深

く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
所
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
明
治
十
年
代
の
欧
化
圭
義
の

風
潮
に
お
い
て
は
、
和
歌
俳
句
の
如
き
短
詩
は
複
雑
な
思
想
内
容
（
人
事
的
な

る
も
の
）
を
う
た
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
否
定
さ
れ
、
新
体
詩
の
必
要
が

叫
ば
れ
た
。
（
『
新
体
詩
抄
』
序
文
）
。
否
定
さ
れ
た
側
で
も
、
そ
の
批
判
を
受
け

と
め
て
短
歌
に
か
わ
る
長
歌
や
今
様
の
形
式
を
復
活
し
、
新
体
詩
に
形
式
的
に

も
劣
ら
ぬ
長
詩
を
作
れ
、
と
い
う
声
が
お
こ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
和
歌
改
良
論
で

あ
る
。
内
容
的
に
も
、
叙
情
詩
よ
り
叙
事
詩
を
作
れ
、
と
い
う
声
が
そ
こ
に
は

　
　
　
＠

見
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
俳
旬
に
お
い
て
は
短
歌
に
か
わ
る
長
歌
と
い
っ
た
も
の
も
な
く
、

新
体
詩
運
動
や
和
歌
改
良
運
動
と
比
べ
て
、
近
代
化
の
た
め
の
明
確
な
目
標
が

立
て
に
く
く
、
俳
句
世
界
の
大
部
分
は
旧
態
依
然
た
る
芭
蕉
崇
拝
だ
け
で
、



「
自
然
」
か
「
人
事
」
か
と
い
っ
た
問
題
そ
れ
自
体
す
ら
、
ほ
と
ん
ど
意
識
さ

れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
子
規
は
そ
う
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　
実
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
こ
ぷ
る
単
純
な
解
答
が
与
疋
ら
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
和
歌
俳
句
の
如
き
短
詩
型
の
も
の
は
「
自
然
」
を

詠
め
ば
そ
れ
で
良
い
、
と
子
規
は
い
う
の
で
あ
る
。

　
既
に
『
獺
祭
書
屋
俳
話
』
中
の
「
新
題
目
」
に
お
い
て
、
彼
は
維
新
以
来
の

急
激
な
西
洋
物
質
文
明
の
流
入
に
ょ
る
、
い
わ
ゆ
る
新
題
目
（
汽
車
、
ガ
ス
燈
、

電
線
と
い
っ
た
類
）
を
和
歌
俳
句
に
詠
む
こ
と
に
対
し
て
、
「
敢
て
之
を
拒
ま
ず

と
い
へ
ど
も
亦
之
を
好
む
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
は
っ
き
り
否
定
し
、
そ
の
理
由

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
し
て
「
文
明
世
界
に
現
出
す
る
無
数
の
人
事
又
は
所
謂
文
明
の
利
器
な
る
者

に
到
り
て
は
多
く
は
俗
の
又
俗
魎
の
又
随
」
（
傍
点
筆
者
）
と
言
い
切
っ
て
い

る
。　

ひ
き
続
い
て
書
か
れ
た
『
我
邦
に
短
篇
韻
文
の
起
り
し
所
以
を
論
ず
』
（
明

治
二
十
五
年
）
及
び
『
文
学
雑
談
』
（
明
治
二
十
六
年
）
の
二
つ
の
評
論
に
お

い
て
は
、
我
国
詩
歌
の
伝
統
は
叙
事
よ
り
叙
情
、
叙
情
よ
り
叙
景
に
す
ぐ
れ
る

と
し
て
、
そ
の
特
徴
を
「
語
を
換
へ
て
言
は
ば
錯
雑
に
し
て
変
化
多
き
人
間
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
ー
チ
ュ
ァ

会
の
現
象
を
模
写
せ
ず
し
て
専
ら
簡
単
に
し
て
静
黙
な
る
天
然
を
模
写
せ
し
」

点
に
求
め
（
以
上
前
者
）
、
後
者
で
は
「
欧
米
諸
国
の
詩
は
、
主
と
し
て
人

事
を
叙
し
、
和
漢
二
国
の
詩
歌
は
圭
と
し
て
自
然
を
叙
す
」
と
区
別
し
て
、

　
　
　
　
　
　
写
生
説
戒
立
以
前
の
子
規

　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

「
欧
米
に
心
酔
す
る
者
」
が
日
本
の
伝
統
的
詩
歌
に
「
妙
篇
大
作
」
が
な
い

と
非
難
す
る
こ
と
に
対
し
、
「
高
尚
な
る
観
念
、
標
紗
た
る
神
韻
は
果
し
て

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

生
存
競
争
優
勝
劣
敗
の
騒
擾
よ
り
生
じ
た
る
人
事
の
紛
々
に
在
る
」
の
か
（
傍

点
筆
者
）
、
と
問
い
な
お
し
て
い
る
。
見
ら
れ
る
と
お
り
、
子
規
は
こ
こ
で
は

は
っ
き
り
国
粋
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
発
言
し
て
い
る
。
新
体
詩
運
動
や
和
歌

改
良
論
と
比
較
し
て
、
む
し
ろ
子
規
の
頑
固
な
保
守
性
を
感
じ
さ
せ
る
論
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
国
詩
１
１
叙
景
詩
と
断
定
し
た
背
後
で
は
、
先
に
見

た
よ
う
に
多
く
の
紀
行
文
が
書
か
れ
、
写
実
的
な
叙
景
句
が
作
ら
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
子
規
の
叙
景
旬
に
は
こ
う
し
た
意
味
で
一
種
の
思

、
　
　
、

想
性
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
「
生
存
競
争
優
勝
劣
敗
」
の
「
文
明
開
化
」

を
「
俗
の
俗
又
随
の
魎
」
と
し
て
否
定
す
る
所
に
、
子
規
の
国
詩
１
１
叙
景
説
が

成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
明
治
二
十
年
代
国
粋
主
義
は
、
条
約
改
正
反
対
と
い
う
政
治
的
課

題
を
担
っ
て
い
た
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
鹿
鳴
館
文
化
に
代
表

さ
れ
る
如
き
明
治
十
年
代
の
欧
化
的
思
潮
へ
の
反
省
と
い
う
大
き
な
歴
史
的
意

義
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
つ
て
自
由
民
権
運
動
に
熱
中

し
て
い
た
子
規
は
、
そ
の
後
約
十
年
の
歳
月
を
経
て
、
今
は
国
粋
圭
義
者
と
し

て
我
々
の
前
に
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
思
想
的
な
転
向
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
子
規
の
内
面
に
自
由
民
権
論
に
も
、
国
粋
圭
義
論
に
も
共
鳴
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

う
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

　
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
十
年
代
国
粋
圭
義
論
の
指
導
的
論
客
た
ち

（
「
日
本
」
新
聞
や
、
政
教
社
に
拠
っ
た
人
々
）
の
言
説
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

決
し
て
西
欧
的
な
「
自
由
」
と
か
「
民
権
」
と
い
っ
た
思
想
を
排
除
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
特
に
子
規
の
場
合
、
「
日
本
」
新
聞
圭
筆
た
る
陸
翔
南
と
の

　
＠

交
際
が
上
京
以
来
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
国
粋
圭
義
的
立
場
に
接
近
し
て
い

っ
た
事
は
不
思
議
で
な
い
。

　
と
も
か
く
こ
う
し
た
国
粋
圭
義
的
立
場
か
ら
、
子
規
は
俳
句
革
新
の
方
向
を

自
然
の
「
叙
景
」
と
い
う
一
点
に
定
め
て
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
と
ら

え
ら
れ
た
自
然
－
平
凡
な
田
舎
じ
み
た
も
の
で
あ
っ
た
が
１
は
、
こ
の
よ

う
に
反
「
文
明
開
化
」
的
な
精
神
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
自
然
で
あ
っ
た
。

　
「
僅
か
に
英
字
を
解
す
る
者
翻
訳
書
を
読
み
得
る
者
乃
ち
日
ふ
人
間
を
説
く

は
人
間
最
上
の
美
術
な
り
、
人
間
を
説
く
者
ド
ラ
マ
に
如
く
は
な
し
、
故
に
ド

ラ
マ
は
人
間
最
上
の
美
術
な
り
と
。
（
略
）
焉
ん
ぞ
知
ら
ん
人
間
は
宇
宙
の
一

部
分
に
し
て
所
謂
天
然
界
は
紗
々
漢
々
人
間
の
四
辺
に
際
限
も
無
く
拡
が
り
居

る
を
。
人
間
界
は
善
悪
混
清
真
偽
錯
出
し
て
栄
枯
盛
衰
は
朝
夕
を
計
ら
ず
、
一

生
一
死
は
百
年
の
瞬
間
を
保
つ
能
は
ざ
る
に
独
り
天
然
界
は
一
定
の
時
間
に
一

定
の
変
遷
を
経
、
江
上
の
清
風
と
山
間
の
名
月
と
は
千
古
依
然
と
し
て
取
れ
ど

も
轟
く
る
な
き
に
非
ず
や
」
。
（
『
春
色
秋
光
』
明
治
二
十
六
年
）

　
こ
の
よ
う
に
子
窺
が
言
う
時
、
我
々
は
子
規
に
と
っ
て
「
自
然
」
が
も
っ
た

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

東
洋
的
な
性
格
に
眼
を
向
け
さ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
伝
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

的
な
風
雅
的
自
然
観
で
は
な
く
、
「
文
明
開
化
」
の
激
流
の
中
で
一
層
露
骨
に

表
面
に
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
醜
悪
な
人
間
的
エ
ゴ
ィ
ズ
ム
（
生
存
競
争
優
勝

劣
敗
）
に
対
立
す
る
、
そ
う
し
た
意
味
で
浄
化
さ
れ
た
自
然
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
こ
に
自
然
詩
人
と
し
て
の
子
規
が
誕
生
す
る
。
そ
の
限
り
、
そ
れ
は
子
規
の

み
な
ら
ず
、
独
歩
に
も
芦
花
に
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
そ
の
自
然
が
「
叙
景
」
の
対
象
と
し
て
絵
画
的
に
と
ら
え
ら
れ

る
限
り
、
傍
観
的
性
質
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

が
、
と
も
か
く
子
規
に
お
い
て
「
自
然
」
が
「
社
会
」
（
人
事
）
と
の
緊
張
関

係
に
お
い
て
意
味
を
も
っ
た
こ
と
、
子
規
自
身
に
お
い
て
も
そ
の
「
社
会
」

「
人
事
」
に
寄
せ
る
関
心
そ
の
も
の
は
き
わ
め
て
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と

を
見
落
と
し
て
は
、
子
規
の
本
質
は
見
失
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
　
註

　
◎
　
松
井
利
彦
『
正
岡
子
規
の
研
究
』
（
昭
和
五
十
一
年
）
の
第
三
章
「
子

　
　
規
の
精
神
風
土
」
参
照
。

　
ゆ
　
高
浜
虚
子
「
死
絶
え
た
家
」
（
大
正
元
年
）
が
参
考
に
な
る
。

　
ゆ
　
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
「
十
年
前
の
夏
」
（
明
治
三
十
一
年
）
の
中
で
、

　
　
明
治
十
九
年
夏
に
旧
藩
主
の
子
息
と
日
光
漫
遊
を
試
み
た
折
、
あ
る
料
理

　
　
屋
で
維
新
の
際
兵
を
ひ
き
っ
れ
て
松
山
藩
へ
乗
り
込
ん
で
き
た
長
州
人
某

　
　
と
ぱ
っ
た
り
出
会
っ
た
こ
と
を
記
し
、
今
さ
ら
な
が
ら
く
や
し
く
思
っ
た



　
と
あ
る
の
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

◎
　
柳
原
極
堂
『
友
人
子
規
』
（
昭
和
十
八
年
）

＠
　
高
浜
虚
子
『
子
規
居
士
と
余
』
（
大
正
四
年
）
を
参
照
。
い
か
に
子
規

　
が
野
心
家
で
あ
っ
た
か
、
虚
子
の
眼
か
ら
描
写
し
て
い
る
。

＠
　
柳
原
極
堂
　
前
掲
書
。

¢
　
　
「
諸
君
将
二
忘
年
会
ヲ
開
カ
ン
ト
ス
」
　
（
明
治
十
五
年
十
二
月
　
演
説

　
草
稿
）

＠
　
　
『
筆
ま
か
せ
』
中
、
明
治
二
十
一
年
「
哲
学
の
発
足
」

◎
同
右
。

＠
　
　
『
獺
祭
書
屋
俳
句
帖
抄
上
巻
』
序
文
（
明
治
三
十
五
年
）
参
照
。

◎
　
　
「
我
が
俳
句
」
（
明
治
二
十
九
年
）
参
照
。

＠
　
落
合
直
文
『
新
撰
歌
典
』
緒
言
（
明
治
二
十
四
年
）
、
「
賛
成
の
ゆ
ゑ
よ

　
し
を
の
べ
て
歌
学
発
行
の
趣
旨
に
代
ふ
」
（
明
治
二
十
五
年
）
な
ど
参
照
。

＠
　
自
由
民
権
論
に
ふ
れ
る
以
前
に
も
、
子
規
の
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
を
示
す

　
漢
詩
が
見
ら
れ
る
。
子
規
は
幼
時
か
ら
尊
皇
撰
夷
主
義
者
大
原
観
山
の
影

　
響
を
受
け
て
お
り
、
気
質
的
に
国
粋
主
義
的
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
絵

　
画
に
対
す
る
趣
味
も
、
も
と
は
日
本
画
崇
拝
で
あ
っ
た
し
、
明
治
二
十
四

　
年
十
一
月
の
、
漱
石
と
の
『
明
治
豪
傑
講
』
「
気
節
論
」
を
め
ぐ
る
論
争

　
な
ど
か
ら
も
そ
う
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
土
壌
の
上
に
自
由
民
権
論
を

　
う
け
と
め
た
と
考
え
る
方
が
正
確
で
あ
る
。

　
　
　
　
写
生
説
成
立
以
前
の
子
規

＠
　
陸
掲
南
『
子
塑
言
行
録
』
序
文

（
明
治
三
十
五
年
）
参
照
。

六
九
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