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花
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清
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く
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」
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加

藤

大

生

花
田
清
輝
「
み
み
ず
く
大
名
」（『
群
像
』
昭
３７
・
１
）
は
、
小
説
集
『
鳥
獣
戯
話
』（
昭
３７
・
２
・
２５
、
講
談
社
）
の
第
三
章
に
あ
た

る
作
品
で
あ
る
。
第
一
章
「
群
猿
図
」（『
群
像
』
昭
３５
・
６
）、
第
二
章
「
狐
草
紙
」（『
群
像
』
昭
３６
・
６
）
と
同
様
、
武
田
信
玄
の
父

・
信
虎
の
生
涯
に
材
を
得
て
い
る
。「
狐
草
紙
」
に
お
い
て
は
御
伽
衆
・
無
人
斎
道
有
と
し
て
活
動
し
て
い
た
信
虎
で
あ
る
が
、
本
作
で

は
彼
の
晩
年
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
信
虎
は
、
自
ら
の
故
郷
で
あ
る
甲
斐
の
国
へ
の
「
帰
巣
」
を
企
て
る
も
、
そ
こ

へ
至
る
一
歩
手
前
で
足
止
め
を
く
ら
い
、
つ
い
に
そ
の
故
郷
の
土
を
踏
む
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
ま
ま
、
八
一
年
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ
る
。

前
作
か
ら
描
か
れ
て
い
た
信
長
包
囲
網
の
作
戦
も
達
成
さ
れ
ず
、
信
虎
の
目
論
見
は
悉
く
蹉
跌
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

し
か
し
「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
い
て
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
信
虎
の
一
生
の
み
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
で
は
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
商
人
で
あ
り
、
元
医
者
で
も
あ
る
カ
ル
モ
ナ
と
い
う
人
物
が
、
信
虎
よ
り
も
む
し
ろ
目
を
惹
く
か
た
ち
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
本
多
秋
五
は
、
小
説
内
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
に
触
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
用
い
て
「
キ
リ
シ
タ
ン
神
父
た
ち
の
日

本
認
識
の
浅
薄
さ
を
あ
ざ
笑
い
、
異
国
人
の
日
本
認
識
を
あ
ざ
笑
」
う
よ
う
な
ま
な
ざ
し
に
、
本
作
の
批
評
性
を
見
出
し
て
い
る
⑴
。
ま

た
、
江
藤
淳
は
、
カ
ル
モ
ナ
が
花
田
の
「
創
造
し
た
人
物
」
で
あ
り
、
そ
の
手
に
な
る
『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
も
全
く
の
偽
書
で
あ
ろ
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う
、
と
指
摘
し
た
⑵
。
確
か
に
、
カ
ル
モ
ナ
な
る
人
物
が
実
在
し
た
と
い
う
資
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。「
群
猿
図
」
に
お
い

て
も
、
作
者
は
信
玄
の
弟
・
信
廉
の
日
記
と
し
て
、『
逍
遙
軒
記
』
と
い
う
偽
の
史
料
を
登
場
さ
せ
た
が
、『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
も
こ
れ

と
同
様
、
偽
書
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
佐
伯
彰
一
も
、
カ
ル
モ
ナ
が
「
ど
う
や
ら
作
者
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ら
し
い
」

と
し
て
、
そ
れ
が
「
最
後
ま
で
生
き
た
実
感
を
そ
な
え
る
に
い
た
ら
な
い
」
点
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
⑶
。

こ
れ
ら
の
同
時
代
評
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、
カ
ル
モ
ナ
を
中
心
化
し
て
こ
の
小
説
を
読
む
よ
う
な
見
方
で
あ
る
。
事
実
、
二
つ
の
節

か
ら
な
る
「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
い
て
、
そ
の
前
半
部
は
ほ
と
ん
ど
カ
ル
モ
ナ
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
お
り
、
信

虎
の
姿
は
影
を
潜
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、『
鳥
獣
戯
話
』
全
体
に
目
を
向
け
て
も
、『
逍
遙
軒
記
』
と
『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』

を
除
い
て
、
引
用
さ
れ
る
史
料
は
基
本
的
に
実
在
の
も
の
で
あ
り
⑷
、
登
場
人
物
も
史
実
に
名
を
連
ね
る
者
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
な
か

で
、
虚
構
の
存
在
と
し
て
形
象
さ
れ
た
カ
ル
モ
ナ
は
、
確
か
に
特
異
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
カ
ル
モ
ナ
の
み
を
前
景
化
し
て
し
ま
う
と
、
本
作
に
お
け
る
信
虎
の
意
味
合
い
が
見
失
わ
れ
か
ね
な
い
。「
群
猿
図
」
に
お
け

る
甲
斐
追
放
前
後
の
動
向
に
端
を
発
し
て
、『
鳥
獣
戯
話
』
は
、
信
虎
の
半
生
を
描
き
出
す
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
き
た
。「
み
み
ず
く
大

名
」
に
は
、
自
ら
の
志
を
全
う
で
き
な
い
ま
ま
晩
年
を
迎
え
た
信
虎
が
、
避
け
よ
う
の
な
い
死
と
向
き
合
う
、
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
が
切
り

取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
本
作
の
主
題
が
現
れ
出
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
た
り
も
含
め
、
作
品
本
文
の
内
実
は
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
仔
細
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
ま
ず
着
目
で
き
る
の
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
信
虎
の
晩
年
を
描
く
際
、『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
を
主
要
な
参
照
先
と
し
て
設
定

し
て
い
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
虚
構
の
観
察
者
カ
ル
モ
ナ
の
記
し
た
、
実
在
し
な
い
史
料
を
通
し
て
、
信
虎
の
晩
年
は
描
き
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
物
語
の
あ
り
よ
う
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
特
に
信
虎
と
カ
ル
モ
ナ
と
い
う
二
人
の
人
物
の
形
象
に
着

目
し
、
そ
れ
を
「
み
み
ず
く
大
名
」
が
示
す
歴
史
観
の
問
題
と
接
続
し
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
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一
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
効
能

「
み
み
ず
く
大
名
」
は
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
を
中
心
と
し
た
耶
蘇
会
士
た
ち
の
動
向
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
か
ら
、
物
語
を
は
じ
め

て
い
る
。
そ
こ
で
語
り
手
は
、
天
草
版
『
平
家
物
語
』⑸
の
序
文
に
記
さ
れ
た
耶
蘇
会
士
の
来
日
に
つ
い
て
の
文
章
を
引
き
な
が
ら
、「
は

た
し
て
か
れ
ら
の
来
日
は
、
そ
れ
ほ
ど
、
感
謝
に
値
い
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
そ
の
記
述
に
対
し
て
疑
義
を
呈
す
。
語

り
手
は
そ
こ
で
「
耶
蘇
会
士
た
ち
の
天
く
だ
り
的
な
布
教
方
法
」
を
問
い
に
付
す
。
す
な
わ
ち
、
大
名
た
ち
に
取
り
入
る
こ
と
さ
え
成
功

す
れ
ば
、「
領
民
の
む
れ
」
は
後
か
ら
勝
手
に
つ
い
て
く
る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
、
耶
蘇
会
士
の
「
布
教
方
法
」
に
は
見
ら
れ
る

と
い
う
の
だ
。
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
と
対
比
的
に
描
き
出
さ
れ
る
の
が
、
毛
坊
主
た
ち
の
「
布
教
方
法
」
で
あ
る
。
耶
蘇
会
士
た
ち
に
比

し
て
、「
一
向
一
揆
の
先
頭
に
立
っ
た
毛
坊
主
た
ち
が
、
農
民
の
あ
い
だ
に
深
く
根
を
お
ろ
し
、
あ
く
ま
で
大
名
た
ち
に
対
立
し
て
い
た

こ
と
は
周
知
の
事
実
」
だ
と
語
り
手
は
い
う
。「
す
く
な
く
と
も
か
れ
ら
の
布
教
方
法
が
耶
蘇
会
士
た
ち
の
そ
れ
よ
り
も
、
段
ち
が
い
に

民
主
的
だ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
耶
蘇
会
士
た
ち
が
い
わ
ば
上
か
ら
の
布
教
を
試
み
る
の
と
反
対
に
、
毛
坊
主
た

ち
は
下
か
ら
の
布
教
を
お
こ
な
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
農
民
た
ち
が
集
団
的
な
抵
抗
勢
力
へ
と
転
化
し
て
い
く
あ
り
よ
う
に
、
こ
こ
で
語

り
手
は
注
目
し
て
い
る
。

耶
蘇
会
士
た
ち
の
「
布
教
」
は
あ
く
ま
で
大
名
、
す
な
わ
ち
支
配
階
級
を
主
要
な
対
象
に
据
え
て
い
る
の
で
あ
り
、「
信
長
だ
と
か
、

信
玄
だ
と
か
い
っ
た
よ
う
な
大
名
た
ち
」
を
中
心
化
す
る
よ
う
な
も
の
の
見
方
が
、
こ
こ
で
は
問
題
化
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
毛
坊
主
た

ち
の
「
民
主
的
」
な
「
布
教
方
法
」
は
、
大
名
の
「
支
配
下
に
あ
る
お
び
た
だ
し
い
人
民
た
ち
」＝

被
支
配
階
級
を
組
織
化
す
る
た
め
の

戦
略
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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二
種
類
の
「
布
教
方
法
」
を
対
立
さ
せ
な
が
ら
、
耶
蘇
会
士
た
ち
の
活
動
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
語
り
手
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
そ
う

し
た
活
動
を
記
録
し
た
『
耶
蘇
会
士
通
信
』
の
記
述
に
対
し
て
も
、
そ
れ
を
「
額
面
ど
お
り
に
受
け
と
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
。

そ
こ
に
は
「
か
な
り
の
誇
張
」
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
史
料
の
記
述
の
信
憑
性
に
疑
義
を
差
し
挟
む
よ
う
な
意
識
は
、『
鳥
獣
戯
話
』
を

は
じ
め
、
花
田
の
歴
史
小
説
全
体
に
通
底
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、「
群
猿
図
」
に
お
い
て
は
「
確
実
な
る
史
料
」、

「
狐
草
紙
」
で
は
「
良
質
の
史
料
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
に
価
値
を
置
く
よ
う
な
、
実
証
主
義
的
な
立
場
か
ら
距
離
を
取
る
姿
勢
で
あ

る
⑹
。
そ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
で
、「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
い
て
は
、
日
本
伝
道
史
上
貴
重
な
史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
『
耶
蘇
会

士
通
信
』⑺
に
対
す
る
不
信
の
念
か
ら
、
日
乗
上
人
と
フ
ロ
イ
ス
の
「
宗
論
」
が
読
み
変
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
日
乗
上
人
が
フ
ロ
イ

ス
に
よ
っ
て
「
完
膚
な
き
ま
で
に
論
破
さ
れ
」
た
と
い
う
の
が
、
実
は
全
て
信
長
と
日
乗
上
人
の
示
し
合
わ
せ
た
演
技
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
、
と
さ
れ
る
の
だ
。
歴
史
家
が
信
頼
す
る
史
料
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
れ
を
読
み
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
歴
史
認
識
か
ら
身
を

引
き
離
す
と
い
う
方
法
が
、「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

実
証
主
義
的
な
歴
史
観
と
の
差
異
は
、
花
田
清
輝
「
転
形
期
に
お
け
る
伝
統
芸
術
」⑻
を
参
照
す
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
で
き
る
。
こ

こ
で
花
田
は
、
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
信
憑
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
文
字
史
料
を
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
で
名
指
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
「
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
」
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。

だ
い
た
い
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
い
う
も
の
は
、
文
字
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
口
か
ら
耳
へ
伝
え

ら
れ
て
大
衆
の
間
に
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
一
見
荒
唐
無
稽
な
も
の
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
し
か

し
中
に
は
、
歴
史
家
の
い
わ
ゆ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
も
と
づ
い
た
正
確
な
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
歴
史
を
訂
正
し
て
い
く
一
つ
の
き
っ

か
け
に
な
る
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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花
田
は
あ
く
ま
で
も
、「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
の
み
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
歴
史
の
様
態
を
拒
絶
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
「
正
確
な
」

歴
史
を
問
い
直
す
た
め
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
が
、
柳
田
民
俗
学
な
ど
に
よ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
口
承
文
芸
、
あ
る
い
は
「
そ
れ
ら

の
口
承
文
芸
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
」
も
の
と
し
て
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
領
域
で
あ
る
。「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
「
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
」
の
対
立
は
、
花
田
に
お
い
て
、
階
級
闘
争
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
│
│
支
配
階
級
の
手
に
な
る
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
に
抱
え
込
ま
れ
た
バ
イ

ア
ス
を
、
被
支
配
階
級
の
な
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
用
い
て
暴
き
出
す
│
│
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
言
語
に

よ
る
構
築
物
と
し
て
の
歴
史
を
、
そ
の
よ
う
な
闘
争
の
舞
台
と
し
て
現
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
史
料
に
対
す
る
花
田
の
認
識
か
ら

は
窺
わ
れ
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
に
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
が
否
定
さ
れ
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
階
層
関
係
の
転
覆
が
単
に
目
論
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
は
確
か
に
重
要

な
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
口
承
文
芸
を
手
が
か
り
に
、「
文
字
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
広
大
な
庶
民
の
過
去
の

実
生
活
」、
す
な
わ
ち
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
に
よ
っ
て
周
縁
化
さ
れ
「
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
日
常
生
活
」
を
掬
い
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
民
俗
学
的
な
試
み
を
、
花
田
は
手
放
し
で
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、「
そ
こ
か
ら

歴
史
の
領
域
に
き
り
こ
ん
で
ゆ
く
」
よ
う
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
学
的
知
見
は
「
非
歴
史
的
な
領
域
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
」
と
花
田
は
述
べ
る
。
支
配
階
級
の
歴
史
か
ら
離
脱
し
、「
大
衆
の
間
に
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
も
の
」
を
称
揚
す
れ
ば
済

む
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
単
線
的
な
歴
史
を
裂
開
す
る
た
め
の
一
つ
の
起
爆
剤
と
し

て
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
効
能
を
捉
え
る
姿
勢
が
、
花
田
の
主
張
か
ら
は
看
取
さ
れ
る
⑼
。

「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
い
て
、
二
つ
の
「
布
教
方
法
」
が
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
る
箇
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
も
、
同
様
の
姿
勢
で

あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、『
耶
蘇
会
士
通
信
』
と
い
う
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
の
記
述
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
歴
史
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の
様
態
を
、
批
判
的
に
解
体
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
権
力
者
の
側
に
つ
き
、「
上
か
ら
下
へ
む
か
っ
て
布
教
」
し

て
い
く
と
い
う
耶
蘇
会
士
た
ち
の
態
度
は
、
本
作
で
は
、
そ
の
ま
ま
『
耶
蘇
会
士
通
信
』
と
い
う
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
の
抱
え
も
つ
性
質

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
大
名
た
ち
の
動
向
に
一
喜
一
憂
」
し
、
そ
の
「
支
配
下
に
あ
る
お
び
た
だ
し
い
人
民
た
ち
」
に
は
目
を
向

け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
性
質
の
史
料
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
る
歴
史
の
姿
が
見
据
え
ら
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
史
料
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
意
識
が
最
も
よ
く
確
認
で
き
る
の
は
、『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
と
い
う
偽
書
を
本
作
が
導
入
し
て

い
る
点
に
お
い
て
だ
ろ
う
。
日
乗
上
人
と
フ
ロ
イ
ス
の
「
宗
論
」
は
、
当
人
も
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
と
い
う
カ
ル
モ
ナ
の
眼
を
通
し

て
、
史
料
の
記
述
と
は
全
く
異
な
る
相
貌
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。「
冷
静
な
カ
ル
モ
ナ
の
観
察
の
ほ
う
が
、
真
相
を
と
ら
え
て
い
る
よ

う
に
お
も
わ
れ
る
」
と
語
り
手
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
が
、『
耶
蘇
会
士
通
信
』
な
ど
に
は
う
か
が
う

べ
く
も
な
い
、
は
つ
ら
つ
と
し
た
諧
謔
の
精
神
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
冒
頭
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、『
鳥
獣
戯
話
』
に
は
既
に
『
逍
遙
軒
記
』
と
い
う
偽
書
が
登
場
し
て
い
た
。『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』

の
導
入
も
こ
れ
と
同
様
に
、「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
ら
し
い
も
の
を
自
分
で
デ
ッ
チ
上
げ
て
、
そ
し
て
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
否
定
す
る
と
い
う
よ

う
な
や
り
方
」（「
転
形
期
に
お
け
る
伝
統
芸
術
」）
を
と
る
、
花
田
の
方
法
意
識
の
反
映
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

「
み
み
ず
く
大
名
」
は
、
そ
の
虚
構
の
史
料
の
記
述
者
で
あ
る
カ
ル
モ
ナ
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
多
く
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で

特
徴
的
で
あ
る
。「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
に
基
づ
く
歴
史＝

正
史
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
冷
静
な
「
観
察
」
者

・
カ
ル
モ
ナ
は
仮
構
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
、「
み
み
ず
く
大
名
」
の
歴
史
観
を
探
る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
カ
ル

モ
ナ
の
具
体
的
な
形
象
を
検
討
し
て
い
く
。
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二
、
解
剖
学
者
の
眼

『
耶
蘇
会
士
通
信
』
に
比
べ
て
「
段
ち
が
い
に
し
ん
ら
つ
」
だ
と
さ
れ
る
『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
の
特
性
を
、
語
り
手
は
、
史
料
の
記

述
者
で
あ
る
カ
ル
モ
ナ
の
実
人
生
に
即
す
る
か
た
ち
で
説
明
づ
け
て
い
る
。
作
中
で
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
商
人
と
し
て
フ
ロ
イ
ス
と
行
動

を
共
に
し
て
い
た
カ
ル
モ
ナ
で
あ
る
が
、
彼
は
商
人
に
な
る
以
前
、
そ
の
前
半
生
を
医
学
者
と
し
て
過
ご
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手

は
、
カ
ル
モ
ナ
が
「
お
よ
そ
信
仰
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
縁
の
な
い
商
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
つ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
指
お

り
の
医
学
者
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
、
た
び
た
び
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
半
生
を
医
学
の
研
究
に
さ
さ
げ
た
ひ
と
に
ふ
さ

わ
し
い
観
察
」
が
、『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
に
は
貫
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
元
医
学
者
の
眼
を
通
し
て
書
か
れ
た
『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』

の
叙
述
の
態
度
に
、
語
り
手
は
注
意
を
促
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
作
品
内
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
、
カ
ル
モ
ナ
の
前
半
生
に
つ
い
て
の
伝
記
的
事
項
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
一
五
一
四
年
の
大
晦
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
オ
ポ
ル
ト
に
生
ま
れ
た
カ
ル
モ
ナ
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
学
問
に
強
い
関
心
を
抱
い

て
お
り
、
特
に
鳥
や
獣
な
ど
を
飼
育
し
て
観
察
す
る
の
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
。
一
五
三
三
年
、
一
八
歳
の
と
き
に
、
医
学
を
学
ぶ
た
め

に
パ
リ
へ
留
学
し
た
。「
当
時
、
パ
リ
ー
に
は
、
ジ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
、
ギ
ュ
ン
テ
ル
と
い
っ
た
よ
う
な
有
名
な
医
学
者
た
ち
が
い
た
」
と
語

り
手
は
注
釈
し
て
い
る
。
そ
の
頃
の
医
学
者
は
、
ラ
ン
セ
ッ
ト
や
メ
ス
を
使
う
仕
事
は
、
学
者
の
品
位
を
落
と
す
と
い
う
理
由
の
た
め
、

ほ
と
ん
ど
助
手
に
任
せ
て
い
た
が
、
カ
ル
モ
ナ
は
、「
ジ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
の
講
義
を
き
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
わ
ず
か
三
回
目
の
と
き
、
助

手
を
し
り
ぞ
け
て
、
自
分
で
解
剖
し
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
間
も
な
く
、
当
時
、
世
界
の
学
問
の
中
心
地
だ
っ
た
イ
タ
リ
ア
へ
行
き
、
パ

ド
ヴ
ァ
の
大
学
で
博
士
の
学
位
を
と
っ
た
。
そ
の
直
後
、
二
三
歳
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
帰
り
、
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
の
外
科
の
教
授
に
任
ぜ
ら
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れ
、
そ
こ
で
解
剖
学
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
│
│
こ
れ
が
作
中
に
記
さ
れ
て
い
る
、
カ
ル
モ
ナ
の
前
半
生
に
つ
い
て
の
主
な
事
項
で

あ
る
。

既
に
同
時
代
評
に
お
い
て
、
作
家
の
創
造
し
た
虚
構
の
存
在
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
カ
ル
モ
ナ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
情
報
を
抽

出
す
る
と
、
お
そ
ら
く
参
照
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
人
物
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
解
剖
学
の
始
祖
と
さ
れ
る
、
ア
ン
ド

レ
ア
ス
・
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
（A

ndreas
V

esalius

）
で
あ
る
。

ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
は
、
一
五
一
四
年
一
二
月
三
一
日
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
生
ま
れ
た
。
子
供
の
頃
か
ら
解
剖
に
興
味
を
示
し
、
鼠
や
蛙
、

猫
な
ど
を
自
ら
剖
検
し
た
。
近
く
の
ル
ー
ヴ
ァ
ン
大
学
を
経
た
後
、
一
五
三
三
年
に
解
剖
学
を
学
ぶ
目
的
を
も
っ
て
パ
リ
に
留
学
し
、
ジ

ル
ヴ
ィ
ウ
ス
や
ギ
ュ
ン
テ
ル
等
に
教
え
を
受
け
た
。
そ
し
て
一
五
三
七
年
、
ヴ
ェ
ニ
ス
を
経
て
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
に
就
職
し
、
こ
の
年
の
暮

れ
に
、
二
三
歳
で
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
解
剖
学
・
外
科
学
の
教
授
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
⑽
。

ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
前
半
生
を
カ
ル
モ
ナ
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
地
理
的
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
時
代
ご
と
の
行
動
は
基
本
的

に
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
医
学
者
時
代
の
カ
ル
モ
ナ
は
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
を
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
描
か
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
仕
事
は
、
当
時
の
医
学
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
神
学
的
思
考
を
脱
却
し
た
点
に
お

い
て
、「
近
代
解
剖
学
と
生
理
学
の
出
発
点
」⑾
と
評
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。「
み
み
ず
く
大
名
」
の
カ
ル
モ
ナ
も
ま
た
、「
朝
か
ら

晩
ま
で
人
間
の
解
剖
に
従
事
し
」、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
「
復
活
骨
」
が
人
体
の
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
と
主
張
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
彼
は
、
教
会
か
ら
異
端
の
烙
印
を
押
さ
れ
、
学
問
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、「
あ
ま
り
に
も
解

剖
学
に
熱
中
し
す
ぎ
た
」
と
い
う
カ
ル
モ
ナ
の
姿
を
本
作
が
描
く
際
、
そ
の
主
要
な
参
照
モ
デ
ル
と
し
て
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
存
在
が
念

頭
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ル
モ
ナ
の
医
学
者
と
し
て
の
人
生
だ
け
で
は
な
い
。
物
語
に
描
か

暴力の解剖学 ― ３８ ―



れ
る
カ
ル
モ
ナ
の
活
動
は
、
彼
が
商
人
に
姿
を
変
え
て
か
ら
後
の
も
の
で
あ
っ
た
。
商
人
と
し
て
の
カ
ル
モ
ナ
の
認
識
を
、
語
り
手
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

か
れ
は
、
商
人
に
な
っ
て
以
来
、
医
学
者
の
こ
ろ
、
人
間
に
は
五
官
だ
け
が
あ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
は
と
ん
で
も
な
い
あ
や

ま
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
も
第
六
官
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
金
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
は
じ
め
て
気

が
つ
い
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
か
れ
の
手
紙
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
か
れ
の
観
察
眼
が
、
五
十
歳
を

す
ぎ
て
、
い
ち
だ
ん
と
す
る
ど
さ
を
ま
し
た
こ
と
を
物
語
る
言
葉
に
ち
が
い
な
い
。

医
学
者
か
ら
商
人
へ
と
身
を
転
じ
た
カ
ル
モ
ナ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
経
済
的
な
も
の
の
流
れ
を
、
あ
た
か
も
人
間
の
器
官
を
見
る
か
の

よ
う
に
診
断
す
る
眼
を
有
し
て
い
る
。「
み
み
ず
く
大
名
」
で
は
、
カ
ル
モ
ナ
が
堺
の
天
王
寺
屋
に
滞
在
し
、
そ
こ
で
当
主
の
津
田
宗
及

か
ら
、
信
虎
に
よ
る
信
長
包
囲
網
の
作
戦
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
カ
ル
モ
ナ
の
眼
を
借
り
て
、
語
り
手
は
当

時
の
堺
の
様
子
を
描
出
し
て
い
る
。
作
中
で
も
描
か
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
堺
は
、
親
信
長
派
／
反
信
長
派
が
入
り
交
じ
り
な
が
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
軍
需
品
や
情
報
が
集
結
す
る
場
で
あ
っ
た
⑿
。
信
長
の
鉄
砲
隊
編
成
に
も
大
き
く
か
か
わ
る
経
済
的
な
基
盤
の
存
在
が
、『
カ

ル
モ
ナ
書
簡
集
』
の
記
述
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、「
あ
わ
た
だ
し
い
時
代
の
う
ご
き
と
は
、
ほ
と
ん
ど

関
係
な
く
」
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
都
市
社
会
の
動
き
を
、
語
り
手
は
、
カ
ル
モ
ナ
の
存
在
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
あ
え
て
武
力
闘
争
と

関
係
づ
け
な
が
ら
描
き
出
し
て
い
く
の
だ
。「
信
長
だ
と
か
、
信
玄
だ
と
か
い
っ
た
よ
う
な
大
名
た
ち
」
の
み
を
中
心
化
す
る
よ
う
な
歴

史
観
│
│
支
配
階
級
の
武
力
闘
争
の
み
を
中
心
化
す
る
よ
う
な
歴
史
観
│
│
か
ら
離
脱
す
る
企
図
が
、
社
会
経
済
を
解
剖
す
る
カ
ル
モ
ナ

の
眼
に
は
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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語
り
手
は
、
こ
の
よ
う
な
カ
ル
モ
ナ
の
眼
を
「
笑
っ
て
い
る
眼
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
る
。「
カ
ル
モ
ナ
の
笑
っ
て
い
る
眼
は
│
│
む

ろ
ん
、
自
分
自
身
を
も
笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
│
│
し
か
し
、
一
刻
も
、
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
「
ひ
や
や
か
な
吟
味
」
を
忘
れ
て
は
い
な

い
」。
解
剖
学
者
の
「
ひ
や
や
か
な
吟
味
」＝

冷
静
な
「
観
察
」
こ
そ
、『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
の
叙
述
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
眼
は
「
あ
く
ま
で
傍
観
者
と
し
て
の
余
裕
を
失
う
こ
と
な
く
、
歴
史
的
な
出
来
事
を
、
こ
と
ご
と
く
、
猿
芝
居
の
一
種
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
か
の
よ
う
だ
」
と
評
さ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ス
と
日
乗
上
人
の
「
宗
論
」
も
、
信
虎
に
よ
る
信
長
包
囲
網
の
作
戦
も
、
カ
ル
モ
ナ
か
ら

す
れ
ば
所
詮
は
「
猿
芝
居
」
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。『
耶
蘇
会
士
通
信
』
の
よ
う
な
史
料
と
は
峻
別
さ
れ
る
『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』

の
「
諧
謔
の
精
神
」
と
は
、
眼
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
、
舞
台
か
ら
離
れ
た
観
客
の
位
置
に
お
い
て
ま
な
ざ
す
よ
う

な
姿
勢
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
け
る
信
虎
の
晩
年
は
、
そ
の
よ
う
な
「
傍
観
者
」

の
眼
を
通
し
て
は
じ
め
て
浮
か
び
上
が
る
。

史
料
に
は
ほ
と
ん
ど
記
述
さ
れ
て
い
な
い
信
虎
の
晩
年
を
、
語
り
手
は
、『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
の
引
用
を
も
と
に
描
き
出
し
て
い
く
。

堺
か
ら
信
州
へ
無
理
や
り
連
れ
て
こ
ら
れ
た
カ
ル
モ
ナ
は
、
信
廉
の
治
め
る
大
島
城
で
、
そ
こ
に
身
を
寄
せ
て
い
た
信
虎
と
邂
逅
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、「
カ
ル
モ
ナ
の
信
州
か
ら
の
手
紙
の
お
わ
り
の
ほ
う
に
か
か
れ
て
い
る
、
信
虎
の
「
ず
く
ひ
き
」
に
関

す
る
短
い
感
想
」
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
は
、
特
に
着
目
に
値
す
る
。
霞
網
の
一
種
で
あ
る
「
ず
く
ひ
き
」
の
囮
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
木

菟
」
の
姿
に
、
そ
こ
で
信
虎
は
自
身
を
擬
え
る
の
だ
。「
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
憎
悪
で
顔
じ
ゅ
う
を
ひ
き
つ
ら
せ
」
な
が
ら
、「
ず
く
奴
は
、

お
れ
に
似
て
い
る
わ
。
鶫
や
鶉
づ
れ
に
ま
で
あ
な
ど
ら
れ
て
」
と
つ
ぶ
や
く
信
虎
の
様
子
に
、
語
り
手
は
、
晩
年
の
信
虎
に
お
け
る
深
い

絶
望
を
見
出
す
。
し
か
し
そ
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
一
方
で
カ
ル
モ
ナ
は
、「
ず
く
ひ
き
の
囮
の
木
菟
は
、
そ
れ
ほ
ど
悲
劇
的
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
喜
劇
的
で
あ
る
」
と
喝
破
す
る
。
囮
と
し
て
差
し
出
さ
れ
る
「
木
菟
」
の
驚
き
慌
て
る
「
滑
稽
な
す
が
た
」
を
見
て
い
る
と
、

「
お
も
わ
ず
笑
い
だ
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
」
と
カ
ル
モ
ナ
は
い
う
。「
木
菟
」
の
哀
れ
な
姿
を
│
│
ひ
い
て
は
信
虎
の
絶
望
を
、「
悲
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劇
的
」
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
「
喜
劇
的
」
な
も
の
と
し
て
捉
え
返
す
カ
ル
モ
ナ
の
「
笑
っ
て
い
る
眼
」
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
強
調
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
悲
劇
」
を
「
喜
劇
」
と
し
て
読
み
変
え
る
こ
の
操
作
に
関
し
て
、
花
田
清
輝
「
ユ
ー
モ
レ
ス
ク
」（『
悲
劇
喜
劇
』
昭
２４
・
４
）
を
参

照
し
よ
う
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
花
田
は
、「
ガ
ル
ゲ
ン
フ
モ
ー
ル
」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
花
田
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
窮
余
の
諧
謔
」「
曳
か
れ
者
の
小
唄
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
利
害
打
算
を
超
越
し
た
、
凄
味
の
よ
う
な
も

の
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
花
田
は
、
そ
の
「
ガ
ル
ゲ
ン
フ
モ
ー
ル
」
に
自
身
の
弁
証
法
的
な
現
実
認
識
の
方
法
を
託
し
て

語
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
ガ
ル
ゲ
ン
フ
モ
ー
ル
と
は
、
事
態
の
す
べ
て
の
推
移
を
、
悲
喜
劇
的
な
も
の
と
し
て
│
│
こ
れ
ま
で
悲
劇
的
と
み
な
さ

れ
て
き
た
も
の
を
喜
劇
的
に
│
│
喜
劇
的
と
み
な
さ
れ
て
き
た
も
の
を
悲
劇
的
に
と
ら
え
、
一
切
の
価
値
関
係
を
転
倒
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
う
ま
れ
る
の
だ
。

花
田
は
こ
う
し
て
「
ガ
ル
ゲ
ン
フ
モ
ー
ル
」
を
、「
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
と
の
対
立
を
、
対
立
の
ま
ま
、
統
一
し
よ
う
と
す

る
、
す
る
ど
い
理
知
の
操
作
」
と
し
て
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
操
作
を
、
花
田
は
こ
こ
で
も
ま
た
「
諧
謔
の
精
神
」
と
い
う

言
葉
で
規
定
し
て
い
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
諧
謔
の
精
神
」
に
貫
か
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。「
一
切
の

価
値
関
係
を
転
倒
さ
せ
る
」
よ
う
な
「
す
る
ど
い
理
知
の
操
作
」
が
、
カ
ル
モ
ナ
の
眼
か
ら
は
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
カ
ル

モ
ナ
の
眼
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
絶
望
に
ま
み
れ
た
信
虎
の
晩
年
は
、「
喜
劇
的
」
な
も
の
と
し
て
│
│
死
を
前
に
し
た
者
が
最
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ガ
ル
ゲ
ン
フ
モ
ー
ル

期
に
放
つ
「
窮
余
の
諧
謔
」
と
し
て
│
│
再
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、「
み
み
ず
く
大
名
」
は
、「
ず
く
ひ
き
」
の
「
木
菟
」
に
も
似
た
信
虎
の
晩
年
を
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
信
虎
の
晩
年
を
め
ぐ
る
記
述
の
な
か
で
、
本
作
で
は
、
タ
イ
ト
ル
に
付
さ
れ
た
「
木
菟
」
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
鳥
の
メ

タ
フ
ァ
ー
が
登
場
す
る
。
そ
う
し
た
記
述
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
た
信
虎
の
晩
年
を
│
│
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
「
傍
観
」
す
る
カ
ル
モ
ナ
の

身
振
り
も
含
め
て
、
検
討
し
て
お
き
た
い
。

三
、「
木
菟
」
の
巣
、「
椋
鳥
」
の
巣

晩
年
の
信
虎
は
、
自
ら
の
故
郷
に
帰
り
、
そ
の
地
に
骨
を
埋
め
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。「
動
物
に
は
帰
巣
し
よ

う
と
す
る
習
性
が
あ
る
」
と
し
て
、
語
り
手
は
、
そ
の
よ
う
な
信
虎
の
心
境
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。「
反
信
長
派
の
黒
幕

だ
っ
た
か
れ
は
、
齢
八
十
に
た
っ
し
て
、
か
れ
の
掌
中
に
あ
っ
た
、
信
長
を
倒
す
た
め
の
持
ち
駒
の
大
半
を
、
ほ
と
ん
ど
一
挙
に
う
し
な

っ
て
し
ま
っ
た
」。
そ
れ
が
こ
の
と
き
の
信
虎
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
で
あ
る
。
余
命
の
幾
許
も
残
さ
れ
て
い
な
い
な
か
で
、
信
虎
は
、

自
身
の
計
画
の
頓
挫
を
い
や
が
う
え
に
も
思
い
知
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
信
虎
が
、「
突
然
、
故
郷
の
風
物
を

あ
ざ
や
か
に
お
も
い
う
か
べ
、
ひ
た
す
ら
お
の
れ
の
古
巣
に
帰
り
た
く
な
っ
た
に
し
て
も
、
す
こ
し
も
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
」。
甲
州

か
ら
彼
を
追
放
し
た
信
玄
が
既
に
死
ん
で
い
る
以
上
、
信
虎
は
、
再
び
故
郷
の
つ
つ
じ
ヶ
崎
館
で
、「
お
だ
や
か
な
晩
年
」
を
過
ご
す
こ

と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
か
」
と
、
語
り
手
は
即
座
に
視
点
を
転
じ
る
。
語
り
手
は
、
信
虎
の
行
動
を
「
た
だ
ち
に
世
の
つ
ね
の
帰
巣

性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
み
と
め
る
も
の
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、『
犬
筑
波
集
』⒀
の
な
か
の
句
で
あ
る
「
百
銭
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の
口
を
酒
手
に
ぬ
き
そ
め
て
七
八
十
に
な
る
ぞ
か
な
し
き
」
を
引
用
し
、
そ
れ
が
「
無
人
斎
道
有
の
天
正
年
間
の
作
品
で
あ
る
か
ど
う
か

わ
か
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
道
有
が
│
│
す
な
わ
ち
、
信
虎
が
、「
七
八
十
に
な
る
ぞ
か
な
し
き
」
と
い
っ
た
よ
う
な
月
な
み
な
老

年
の
感
傷
を
、
百
文
さ
し
た
一

を
ぬ
い
て
酒
を
の
み
、
残
り
の
七
八
十
を
う
ら
め
し
そ
う
な
顔
つ
き
を
し
て
な
が
め
て
い
る
連
中

の
し
み
っ
た
れ
た
心
の
動
き
と
同
一
視
し
、
歯
牙
に
も
か
け
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ

れ
る
。

こ
こ
に
は
、「
百
銭
の
…
」
の
句
に
込
め
ら
れ
た
「
月
な
み
な
老
年
の
感
傷
」
を
、「
し
み
っ
た
れ
た
心
の
動
き
」
と
し
て
否
定
し
さ
る

信
虎
の
思
考
が
示
さ
れ
て
い
る
。
八
〇
歳
を
こ
え
、
自
ら
の
手
駒
も
悉
く
失
っ
た
状
況
下
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
虎
は
、「
お
だ

や
か
な
晩
年
」
を
お
く
る
気
な
ど
さ
ら
さ
ら
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
激
情
を
一
段
と
増
し
て
い
る
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
だ
。

信
虎
は
、
信
廉
の
手
引
き
に
よ
っ
て
大
島
城
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、「
巣
は
か
な
ら
ず
し
も
帰
っ
て
き
た
信
虎
に
た
い
し
て

あ
た
た
か
く
は
な
か
っ
た
」。
こ
こ
に
お
い
て
、
信
玄
に
甲
斐
を
追
放
さ
れ
て
以
来
、
信
虎
は
再
び
「
武
田
家
の
一
族
郎
党
た
ち
」
に
対

し
て
、
真
っ
向
か
ら
闘
い
を
挑
む
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
大
島
城
に
入
っ
た
信
虎
が
眼
に
し
た
の
は
、
信
玄
同
様
「
名
将
を
気
取
っ

て
」
い
る
勝
頼
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
「
保
守
的
な
家
来
た
ち
」
で
あ
っ
た
。
信
玄
の
死
を
含
め
、
時
代
が
激
し
く
移
り
変
わ
っ
て
い
く

な
か
で
、
信
虎
を
甲
斐
か
ら
追
放
し
た
信
玄
の
論
理
は
、
な
お
も
し
ぶ
と
く
生
き
続
け
て
い
る
。「
視
野
の
狭
い
田
舎
侍
た
ち
か
ら
、
父

上
に
ま
さ
る
と
も
お
と
ら
な
い
名
将
だ
と
か
な
ん
と
か
い
っ
て
お
だ
て
あ
げ
ら
れ
、
当
人
も
そ
の
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
孫
の
勝
頼
」

を
、
信
虎
は
「
い
か
に
も
不
甲
斐
の
な
い
人
物
」
に
感
じ
た
は
ず
だ
、
と
語
り
手
は
推
測
す
る
。「
両
者
の
劇
的
な
出
会
い
」
を
、
語
り
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手
は
、『
武
田
三
代
軍
記
』
か
ら
長
文
で
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
勝
頼
と
初
め
て
対
面
し
た
信
虎
が
、
武
田
家
の
老
臣
た
ち
を
痛
罵

し
て
、「
そ
の
如
く
な
る
土
民
を
取
立
て
、
大
身
に
な
し
、
武
田
の
長
重
と
せ
し
事
、
大
い
に
信
玄
が
過
な
り
」
と
言
い
放
っ
た
う
え
で
、

左
文
字
の
刀
を
抜
い
て
勝
頼
ら
を
威
嚇
す
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

『
逍
遙
軒
記
』
に
よ
っ
て
「
桂
薑
の
性
、
老
い
て
、
い
よ
い
よ
辣
し
」⒁
と
評
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
激
烈
な
振
る
舞
い
を
信
虎
が
と
っ

た
の
は
、
武
田
家
の
保
守
性
を
│
│
ひ
い
て
は
、
そ
の
保
守
性
を
下
支
え
す
る
「
信
玄
の
亡
霊
」
を
糾
弾
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
最
近
数
年
間
に
お
け
る
信
長
の
め
ざ
ま
し
い
拡
充
ぶ
り
」
を
目
の
当
た
り
に
し
た
信
虎
は
、「
相
い
変
ら
ず
騎
馬
隊
に
た
よ
っ
て
天
下
無

敵
を
誇
っ
て
い
る
武
田
の
幹
部
た
ち
」
に
対
し
て
、
至
急
、「
大
規
模
な
鉄
砲
隊
を
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
張

す
る
。
し
か
し
、
信
虎
の
そ
の
よ
う
な
主
張
は
、
単
な
る
「
南
蛮
か
ぶ
れ
」
と
し
て
、「
い
っ
さ
い
の
変
革
を
拒
み
つ
づ
け
る
老
臣
た
ち
」

に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
る
。
自
身
を
「
木
菟
」
に
な
ぞ
ら
え
る
信
虎
の
深
い
絶
望
は
、
こ
の
よ
う
な
武
田
家
の
旧
弊
に
起
因
す
る
も
の
な
の

だ
。と

こ
ろ
で
語
り
手
は
、
勝
頼
と
対
面
し
た
際
の
信
虎
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
、「
つ
い
、
芝
居
に
身
が
い
り
す
ぎ
て
、
左
文
字
の
刀
を

ぬ
い
て
し
ま
っ
た
の
は
、
少
々
、
ま
ず
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
な
い
こ
と
も
な
い
」
と
述
べ
、
続
け
て
以
下
の
挿
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
、
間
髪
を
い
れ
ず
、
列
座
の
侍
た
ち
の
な
か
か
ら
、
信
玄
の
御
伽
衆
だ
っ
た
小
笠
原
慶
安
斎
が
、
ひ
ょ
こ
ひ

ょ
こ
と
と
び
だ
し
て
き
て
、
い
た
っ
て
軽
い
調
子
で
、「
か
よ
う
の
時
節
な
ら
で
は
、
い
か
で
か
拝
見
仕
り
候
べ
き
。
武
田
家
御
重

代
の
御
奇
宝
、
左
文
字
の
御
刀
を
、
卒
度
拝
見
仕
り
候
わ
ん
。」
と
い
い
な
が
ら
、
信
虎
と
勝
頼
と
の
あ
い
だ
に
割
り
こ
み
、
さ
っ

と
両
手
を
さ
し
だ
し
た
の
で
、
お
も
わ
ず
信
虎
は
、
か
れ
に
た
い
し
て
、
鞘
ご
と
、
抜
き
身
を
渡
し
て
し
ま
っ
た
。
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信
虎
の
抜
い
た
刀
を
、
小
笠
原
慶
安
斎
と
い
う
御
伽
衆
が
取
り
上
げ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
み
み
ず
く
大
名
」
で
は
、
右
の
通

り
、
慶
安
斎
の
咄
嗟
の
機
転
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
典
拠
で
あ
る
『
武
田
三
代
軍
記
』
を
参
照
す
る
と
、
そ
の
内
実
に
は
い
さ
さ
か

違
い
が
あ
る
。

時
に
、
小
笠
原
慶
安
斎
、
進
み
出
で
、
斯
様
の
時
節
な
ら
で
は
、
爭
か
拝
見
仕
り
候
べ
き
。
武
田
御
重
代
の
御
奇
宝
、
左
文
字
の
御

刀
を
、
卒
度
拝
見
仕
候
は
ん
と
、
入
道
殿
と
勝
頼
殿
の
中
間
に
割
込
ん
で
、
彼
の
刀
を
、
無
理
に
奪
取
り
参
ら
せ
、
暫
く
拝
覧
す
る

体
に
て
、
鞘
に
納
め
、
押
戴
き
、
長
坂
に
ぞ
渡
し
け
る
。⒂

点
線
部
で
示
し
た
通
り
、「
み
み
ず
く
大
名
」
に
記
さ
れ
た
慶
安
斎
の
台
詞
は
、『
武
田
三
代
軍
記
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
続
く
『
武
田
三
代
軍
記
』
の
文
章
を
見
る
と
、
波
線
部
で
示
し
た
箇
所
に
違
い
が
あ
る
。
典
拠
で
は
、
慶
安
斎
は
そ
の
刀
を
「
無

理
に
奪
取
」
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
み
み
ず
く
大
名
」
が
い
う
よ
う
な
、「
き
わ
め
て
自
然
に
か
れ
か
ら
刀
を
と
り
あ
げ
た
」

と
い
う
の
は
、
語
り
手
に
よ
る
改
変
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作
中
で
は
、
思
わ
ず
慶
安
斎
に
刀
を
渡
し
た
信
虎
は
、「
内
心
、
ひ
ど
く

感
心
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
」
と
そ
の
心
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
白
刃
を
前
に
し
て
、「
す
こ
し
も
事
を
荒
だ
て
ず
に
」
巧
み

に
難
局
を
き
り
ぬ
け
た
慶
安
斎
に
対
し
、
自
身
も
か
つ
て
は
将
軍
の
御
伽
衆
で
あ
っ
た
信
虎
が
感
嘆
の
念
を
抱
く
の
で
あ
る
。
一
方
、

『
武
田
三
代
軍
記
』
で
は
、「
此
慶
安
斎
は
、
心
操
剛
に
、
元
来
、
勇
猛
の
気
質
あ
る
者
な
れ
ば
、
信
玄
、
之
を
能
く
知
り
給
ひ
、
伽
衆
と

な
さ
れ
、
大
事
の
所
へ
は
、
必
ず
召
連
れ
ら
れ
け
る
は
、
信
玄
、
聡
明
の
御
故
な
り
し
」
と
し
て
、
慶
安
斎
の
振
る
舞
い
を
勇
敢
な
も
の

と
評
価
し
、
彼
を
召
し
抱
え
て
い
た
信
玄
の
称
揚
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
の
手
で
恣
意
的
に
捻
じ
曲
げ
ら
れ
た
と
思
し
き

史
料
の
記
述
に
不
信
の
念
を
表
明
す
る
語
り
手
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、「
名
将
」
信
玄
と
い
う
像
を
形
作
る
た
め
の
右
の
よ
う
な
箇
所
な
ど

― ４５ ― 暴力の解剖学



は
、
お
よ
そ
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
こ
こ
で
は
、
御
伽
衆
で
あ
る
慶
安
斎
の
行
為
が
、
よ

り
穏
便
な
も
の
へ
と
改
変
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
、「
狐
草
紙
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
、「
口
舌
の
徒
」＝

御
伽
衆
を
非
暴
力
的

抵
抗
の
モ
デ
ル
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
と
通
じ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

だ
が
、
武
田
家
が
「
い
ま
だ
に
鉄
砲
の
単
独
使
用
に
と
ど
ま
り
、
集
団
使
用
に
き
り
か
え
ら
れ
て
い
な
い
点
」
を
批
判
し
、
鉄
砲
隊
の

編
成
を
要
請
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
通
り
、「
み
み
ず
く
大
名
」
の
信
虎
は
、
む
し
ろ
暴
力
的
な
闘
争
を
是
と
す
る
価
値
観
を

表
明
し
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
、「
狐
草
紙
」
で
描
か
れ
た
無
人
斎
道
有
の
も
の
か
ら
は
離
れ
、「
群
猿
図
」
に
お
け
る
、
猿
の
群
れ
に
学

び
独
自
の
集
団
戦
法
を
編
み
出
し
た
武
将
時
代
の
も
の
へ
と
再
接
近
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
暴
力
の
論
理
に
逆
戻
り
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
の
だ
。
し
か
し
、「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
け
る
信
虎
の
姿
勢
は
、
か
つ
て
甲
斐
の
支
配
者
で
あ
っ
た
と
き
の
そ
れ
と
全
く
同

じ
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
の
信
虎
が
、
他
国
を
征
圧
し
、
自
国
を
拡
大
す
る
た
め
に
暴
力
を
用
い
た
の
に
対
し
、
本
作
の
信
虎
は
、
自

身
を
含
む
武
田
家
を
滅
亡
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
そ
の
暴
力
性
を
発
露
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
ず
く
ひ
き
」
の
囮
で
あ
る
「
木
菟
」
に
自
ら
を
擬
え
る
信
虎
の
姿
勢
は
、
彼
の
そ
の
よ
う
な
自
己
破
壊
的
な
衝
動
を
あ
ら
わ
し
た
も

の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
お
の
れ
の
帰
巣
行
動
の
失
敗
し
た
こ
と
を
知
っ
た
信
虎
は
、
そ
の
後
は
、
巣
を
守
る
こ
と
よ
り

も
、
巣
を
破
壊
す
る
こ
と
に
全
力
を
あ
げ
」
た
の
で
あ
る
。
長
篠
戦
争
に
お
い
て
、
武
田
家
の
騎
馬
隊
は
、
信
長
の
鉄
砲
隊
に
よ
っ
て
こ

と
ご
と
く
殲
滅
さ
れ
た
。「
信
虎
の
企
て
は
、
立
派
に
成
功
し
た
」
の
で
あ
る
。「
お
そ
ら
く
か
れ
は
、
武
田
領
と
織
田
領
と
の
境
界
線
上

に
あ
る
大
島
城
に
お
い
て
、
か
な
り
、
た
く
み
に
、
ず
く
ひ
き
に
お
け
る
囮
り
の
木
菟
の
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
語
り
手
は
付

言
し
て
い
る
。
自
ら
の
巣
を
破
壊
す
る
た
め
の
囮
の
「
木
菟
」
に
な
る
こ
と
│
│
信
虎
は
晩
年
に
、
そ
の
よ
う
な
身
振
り
を
選
び
取
っ

た
。
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
、
過
剰
な
暴
力
性
が
そ
の
破
壊
的
な
力
を
自
身
に
向
け
て
折
り
返
す
よ
う
な
瞬
間
で
あ

る
。
信
虎
は
、
自
他
の
区
別
な
く
全
て
を
巻
き
込
み
破
壊
す
る
よ
う
な
極
限
に
ま
で
そ
の
暴
力
を
加
速
さ
せ
て
い
く
。
武
田
家
の
暴
力
を
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内
側
か
ら
崩
壊
さ
せ
る
、
よ
り
過
剰
な
暴
力
が
、「
木
菟
」
と
し
て
の
信
虎
に
お
い
て
は
現
出
し
て
い
る
。「
み
み
ず
く
大
名
」
は
、
カ
ル

モ
ナ
の
言
葉
を
借
り
て
、
そ
の
よ
う
な
信
虎
の
姿
を
「
テ
ィ
ラ
ン
ト
」
と
表
現
す
る
。「
信
虎
が
、
あ
く
ま
で
テ
ィ
ラ
ン
ト
の
一
人
と
し

て
│
│
人
を
斬
る
こ
と
瓜
を
斬
る
が
ご
と
き
戦
国
大
名
た
ち
の
一
人
と
し
て
、
平
地
に
波
瀾
を
ま
き
お
こ
す
嵐
の
到
来
に
胸
を
と
き
め
か

し
な
が
ら
、
か
れ
の
数
奇
を
き
わ
め
た
八
十
一
年
の
生
涯
を
お
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
」。「
人
を
殺
す
こ
と
を
な

ん
と
も
お
も
わ
な
い
」
よ
う
な
「
テ
ィ
ラ
ン
ト
」＝

暴
君
と
し
て
の
信
虎
が
最
期
に
見
せ
た
極
限
的
な
暴
力
こ
そ
、
彼
の
晩
年
を
め
ぐ
る

本
作
の
叙
述
が
捉
え
た
も
の
な
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、「
は
る
ば
る
巣
を
目
ざ
し
て
帰
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
巣
に
は
い
れ
て
も
ら
え
な
い
信
虎
」

と
、
あ
る
種
の
類
同
性
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
た
の
が
、「
ど
こ
に
も
巣
ら
し
い
巣
を
つ
く
っ
た
こ
と
の
な
い
カ
ル
モ
ナ
」
で
あ
っ
た
。

両
者
は
大
島
城
に
お
け
る
「
余
計
者
」
の
位
置
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、「
余
計
者
の
木
菟
の
死
」
に
「
多
少
は
心
を

う
ご
か
さ
れ
た
」
で
あ
ろ
う
数
少
な
い
人
物
と
し
て
、
カ
ル
モ
ナ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
信
虎
が
巣
を
破
壊
す
る
「
木
菟
」
で
あ
っ
た
の

に
比
し
て
、
カ
ル
モ
ナ
の
方
は
、「
樹
の
う
ろ
を
、
す
こ
し
も
手
を
加
え
ず
に
、
お
の
れ
の
巣
と
し
て
利
用
す
る
椋
鳥
」
に
擬
え
ら
れ
て

い
る
。「
カ
ル
モ
ナ
に
と
っ
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
東
洋
に
お
い
て
も
、
巣
は
、
無
造
作
に
み
つ
け
だ
す
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
、
骨
を
お
っ
て
、
つ
く
り
だ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。
語
り
手
は
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

カ
ル
モ
ナ
は
自
ら
の
手
で
巣
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
し
な
い
。
巣
ら
し
い
巣
を
つ
く
る
こ
と
な
く
、「
椋
鳥
」
の
よ
う
に
か
り
そ
め
の

巣
を
見
つ
け
だ
し
、
そ
こ
で
「
余
計
者
」
と
し
て
生
き
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
ス
タ
イ
ル
は
、
実
の
と
こ
ろ
、『
カ
ル
モ
ナ
書
簡
集
』
を

特
徴
づ
け
る
「
傍
観
者
と
し
て
の
余
裕
」
を
失
わ
な
い
た
め
の
条
件
で
も
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
巣
に
も
本
質
的

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

に
は
帰
属
せ
ず
、
つ
ね
に
余
計
者
の
位
置
を
と
り
つ
づ
け
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
彼
は
「
歴
史
的
な

出
来
事
を
、
こ
と
ご
と
く
、
猿
芝
居
の
一
種
と
し
て
と
ら
え
」
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
一
切
の
力
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
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歴
史
を
超
越
的
な
外
部
か
ら
眺
め
る
「
観
察
」
者
の
ま
な
ざ
し
が
、「
椋
鳥
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
は
読
み
取
ら
れ
る
。
過
剰
な
暴
力
を

も
っ
て
暴
力
の
内
破
を
目
論
む
信
虎
の
逆
説
的
な
暴
力
批
判
と
、
そ
の
暴
力
の
流
れ
を
「
観
察
」
し
、
記
述
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め

る
解
剖
学
者
と
し
て
の
カ
ル
モ
ナ
の
眼
。
そ
の
両
者
が
、
テ
ク
ス
ト
に
は
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

四
、
歴
史
へ
の
参
入
に
向
け
て

「
み
み
ず
く
大
名
」
の
物
語
末
尾
に
は
、
信
虎
の
死
後
に
お
け
る
カ
ル
モ
ナ
の
動
静
が
短
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
信
玄
の

第
六
女
に
あ
た
る
松
姫＝

新
館
御
料
人
阿
松
が
、
カ
ル
モ
ナ
の
弟
子
と
な
り
、
医
学
の
修
得
と
そ
れ
を
用
い
た
慈
善
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
く
い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
松
姫
も
ま
た
、
あ
え
て
い
え
ば
、
信
虎
や
カ
ル
モ
ナ
と
同
様
、
自
ら
の
帰
属
先＝

巣
に
つ
い
て
常
に
曖
昧
な
立
ち
位
置
を
迫
ら
れ

た
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
政
治
的
な
計
略
の
も
と
、
信
長
の
息
子
で
あ
る
信
忠
と
姻
戚
関
係
を
結
ば
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
武
田
家
と

織
田
家
が
不
和
に
な
り
、「
婚
約
も
ま
た
、
自
然
、
立
ち
消
え
の
か
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
「
い

っ
た
ん
、
約
束
し
た
以
上
、
自
分
は
ど
こ
ま
で
も
信
忠
の
妻
で
あ
る
と
い
い
は
り
」、
自
ら
大
島
城
に
身
を
寄
せ
、
そ
こ
で
カ
ル
モ
ナ
と

知
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

カ
ル
モ
ナ
の
助
手
と
し
て
外
科
手
術
を
学
ん
だ
松
姫
は
、
長
篠
戦
争
に
お
い
て
、
鉄
砲
傷
を
受
け
た
負
傷
者
の
手
当
て
に
勤
し
む
。
そ

の
際
、
彼
女
は
、「
武
田
の
将
兵
た
ち
」
だ
け
で
な
く
、「
織
田
方
の
負
傷
者
た
ち
に
た
い
し
て
も
親
切
に
手
あ
て
を
加
え
た
」
と
い
う
。

「
敵
味
方
の
差
別
な
く
、
負
傷
者
の
看
病
に
従
事
」
す
る
松
姫
の
姿
が
、
こ
こ
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

武
田
家
と
織
田
家
の
ど
ち
ら
に
も
真
に
帰
属
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
松
姫
は
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
主
体
的
に
行
動
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
居
場
所
を
確
保
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
自
ら
の
巣
を
「
骨
を
お
っ
て
、
つ
く
り
だ
す
」
よ
う
な
営
み

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
自
ら
の
巣
を
自
分
自
身
の
手
で
つ
く
り
だ
す
こ
と
│
│
そ
れ
は
ま
さ
し
く
カ
ル
モ
ナ
に
欠
け
て
い
る
と
さ
れ
た
能

力
で
あ
っ
た
。
最
期
ま
で
決
し
て
巣
を
つ
く
る
こ
と
の
な
か
っ
た
カ
ル
モ
ナ
と
異
な
る
あ
り
よ
う
が
、
彼
の
弟
子
で
あ
る
松
姫
か
ら
は
窺

わ
れ
る
。

カ
ル
モ
ナ
は
巣
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
冷
静
な
「
観
察
」
者
の
立
場
を
守
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
超
越
的
な
「
観
察
」
者

の
視
点
に
よ
っ
て
、「
一
切
の
価
値
関
係
を
転
倒
さ
せ
る
」
よ
う
な
│
│
「
悲
劇
」
を
「
喜
劇
」
に
読
み
変
え
る
よ
う
な
│
│
「
す
る
ど
い

理
知
の
操
作
」
は
担
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
価
値
関
係
を
転
倒
さ
せ
、
す
べ
て
を
笑
殺
す
る
よ
う
な
カ
ル
モ
ナ
の
「
諧
謔

の
精
神
」
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
精
神
の
み
が
、
信
虎
の
晩
年
を
解
剖
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
カ
ル

モ
ナ
の
「
笑
っ
て
い
る
眼
」
を
、
た
だ
手
放
し
で
言
祝
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
価
値
関
係
の
転
倒
は
あ
る
が
、
価
値
判
断
の
契

機
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
語
り
手
は
、
カ
ル
モ
ナ
に
は
「
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
が
、
ま
る
で
な
い
」
と
指
摘
し
て
い

る
。「
そ
れ
は
、
か
れ
が
、
生
涯
の
大
半
を
、
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
の
研
究
室
で
死
体
と
共
に
す
ご
し
て
き
た
た
め
、
か
れ
の
行
動
半
径
が
、

き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
、
か
な
ら
ず
し
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
」。
歴
史
を
「
猿
芝
居
」
と
見
做
す
「
傍
観
者
」
カ
ル

モ
ナ
に
は
、
歴
史
に
参
入
し
、
そ
こ
で
主
体
的
に
行
動
す
る
契
機
が
欠
け
て
い
る
。

巣
を
破
壊
す
る
こ
と
へ
と
突
き
進
ん
だ
信
虎
は
、
逆
に
、
そ
の
過
剰
な
ま
で
に
暴
力
的
な
行
動
力
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
自
ら
の
命
を
消
尽
し
き
る
（＝

巣
を
破
壊
す
る
）
ま
で
行
動
を
や
め
な
い
信
虎
と
、
常
に
「
傍
観
者
と
し
て
の
余
裕
」
を
失
わ
な
い

（＝

巣
を
つ
く
ら
な
い
）
非
行
動
的
な
カ
ル
モ
ナ
は
対
比
的
で
あ
る
。
そ
の
両
極
の
間
で
、
松
姫
は
、
適
宜
自
ら
の
手
で
巣
を
つ
く
り
だ

し
な
が
ら
、
戦
国
の
激
動
期
を
生
き
抜
い
て
い
く
。
信
虎
と
も
カ
ル
モ
ナ
と
も
異
な
る
別
の
生
の
ス
タ
イ
ル
が
、
物
語
の
最
後
に
は
書
き

込
ま
れ
て
い
る
。
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あ
て
な

松
姫
は
一
羽
の
梟
を
飼
っ
て
お
り
、
そ
の
梟
は
カ
ル
モ
ナ
に
よ
っ
て
「
貴
汝
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。「
貴
汝
」
と
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
い
て
学
問
の
女
神
と
さ
れ
て
い
る
ア
テ
ー
ナ
の
当
て
字
だ
と
語
り
手
は
説
明
し
て
い
る
。
ア
テ
ー
ナ
は
ロ
ー
マ
神
話
に
お
け
る

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
と
同
一
の
神
で
あ
る
が
⒃
、
そ
の
名
が
梟
に
冠
さ
れ
た
と
い
う
挿
話
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
警
句
│
│
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

の
梟
は
迫
り
く
る
夕
闇
と
と
も
に
は
じ
め
て
飛
び
は
じ
め
る
」⒄
│
│
を
思
い
起
こ
す
の
も
、
さ
し
て
突
飛
な
連
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

時
代
を
後
か
ら
包
括
的
に
認
識
す
る
営
み
と
し
て
哲
学
を
位
置
づ
け
た
こ
の
命
題
を
、
反
転
さ
せ
て
読
み
変
え
た
の
が
他
な
ら
ぬ
マ
ル
ク

ス
で
あ
っ
た
⒅
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
終
焉
の
象
徴
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
」
を
、
マ
ル
ク
ス
は
、
新
し
い
出
発
の
瞬

間
と
し
て
再
布
置
し
た
の
で
あ
る
。

歴
史
の
流
れ
に
常
に
遅
れ
つ
づ
け
る
も
の
と
し
て
人
間
の
思
考
を
捉
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
、
マ
ル
ク
ス
は
歴
史
を
能
動
的
に
介
入
可

能
な
も
の
と
見
做
し
、
そ
こ
へ
の
主
体
的
な
参
入
に
変
革
の
動
因
を
求
め
た
。
ア
テ
ー
ナ
と
と
も
に
、
非
行
動
的
な
カ
ル
モ
ナ
と
は
異
な

る
あ
り
よ
う
へ
と
向
か
っ
て
い
く
松
姫
に
託
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
へ
の
参
入
の
意
識
で
あ
る
。「
傍
観
者
」
の
眼
で
歴

史
を
描
く
と
同
時
に
、
そ
れ
を
批
判
的
に
捉
え
返
す
よ
う
な
ま
な
ざ
し
も
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
信
虎
や

カ
ル
モ
ナ
、
あ
る
い
は
松
姫
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
振
り
が
複
層
的
に
織
り
成
さ
れ
る
よ
う
な
場
と
し
て
歴
史
を
捉
え
る
姿
勢
が
、

「
み
み
ず
く
大
名
」
に
お
い
て
は
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注⑴

本
多
秋
五
「
政
治
と
人
間
と
生
死

文
芸
時
評
（
中
）」（『
東
京
新
聞
』
夕
刊
、
昭
３６
・
１２
・
２３
）

⑵

江
藤
淳
「
文
芸
時
評
（
下
）」（『
朝
日
新
聞
』
昭
３６
・
１２
・
２６
）

⑶

佐
伯
彰
一
「〈
文
芸
時
評
〉
現
代
小
説
に
お
け
る
「
父
親
」」（『
文
学
界
』
昭
３７
・
２
）

⑷

田
中
裕
也
「
花
田
清
輝
『
鳥
獣
戯
話
』
第
三
章
「
み
み
ず
く
大
名
」
論
│
│
歴
史
資
料
の
引
用
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
論
叢
』
平
２９
・
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２
）
は
、
本
作
に
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
の
典
拠
を
具
体
的
に
調
査
し
て
い
る
。

⑸

引
用
文
の
一
致
な
ど
か
ら
、
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
『
天
草
本

平
家
物
語
』（
亀
井
高
孝
翻
字
、
昭
２
・
６
・
２８
、
岩
波
書
店
）
だ
と
推
測
さ

れ
る
。

⑹
『
鳥
獣
戯
話
』
諸
作
品
に
お
け
る
実
証
主
義
的
歴
史
学
と
の
距
離
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
論
じ
た
。
加
藤
大
生
「
群
れ
の
思
考
│
│
花
田
清
輝

「
群
猿
図
」
論
│
│
」（『
同
志
社
国
文
学
』
令
４
・
３
）、
加
藤
大
生
「〈
偶
然
〉
の
歴
史
叙
述
│
│
花
田
清
輝
「
狐
草
紙
」
論
│
│
」（『
昭
和
文

学
研
究
』
平
３０
・
３
）

⑺

た
と
え
ば
片
岡
弥
吉
は
、『
耶
蘇
会
士
日
本
通
信
』
に
つ
い
て
「
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
根
本
史
料
と
し
て
、
ま
た
わ
が
国
近
世
史
研
究
の
学
術
資
料

と
し
て
貴
重
視
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
新
異
国
叢
書

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
通
信

下
』
月
報
、
昭
４４
・
３
）。

⑻

花
田
清
輝
「
転
形
期
に
お
け
る
伝
統
芸
術
」（
針
生
一
郎
編
『
現
代
芸
術
と
伝
統
』、
昭
４１
・
１２
・
２５
、
合
同
出
版
）

⑼

近
代
的
な
活
字
文
化
を
超
克
す
る
た
め
の
否
定
的
媒
介
と
し
て
口
承
文
芸
を
捉
え
た
と
す
る
、
花
田
の
柳
田
国
男
解
釈
と
も
接
続
す
る
認
識
で
あ

る
。
花
田
清
輝
「
柳
田
国
男
に
つ
い
て
」（『
近
代
の
超
克
』
昭
３４
・
１２
・
３１
、
未
来
社
）
参
照
。

⑽

ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
伝
記
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
を
参
照
し
た
。
富
永
孟
『
世
界
医
学
史
』（
昭
３
・
１０
・
１５
、
カ
ニ
ヤ
書
店
）、
巴
陵
宣

祐
『
医
学
思
想
史
』（
昭
１３
・
５
・
１２
、
三
笠
書
房
）、
小
川
政
修
『
西
洋
医
学
史
』（
昭
１８
・
９
・
１０
、
日
新
書
院
）、
伴
忠
康
『
医
学
の
あ
ゆ
み

│
│
日
本
の
医
学
教
育
に
よ
せ
て
』（
昭
５９
・
６
・
１０
、
創
元
社
）
な
ど
。

⑾

伴
忠
康
『
医
学
の
あ
ゆ
み
│
│
日
本
の
医
学
教
育
に
よ
せ
て
』（
前
掲
）

⑿

豊
田
武
『
堺
│
│
商
人
の
進
出
と
都
市
の
自
由
│
│
』（
昭
３２
・
４
・
３０
、
至
文
堂
）
な
ど
を
参
照
。

⒀

福
井
久
蔵
『
犬
筑
波
集

研
究
と
諸
本
』（
昭
２３
・
１２
・
１０
、
筑
摩
書
房
）
を
参
照
。

⒁

既
に
見
た
よ
う
に
、『
逍
遙
軒
記
』
は
花
田
の
創
作
し
た
偽
書
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
評
言
は
、
お
そ
ら
く
幸
田
露
伴
「
武
田
信
玄
」（『
改

造
』
昭
２
・
１０
）
の
一
節
「
桂
薑
の
性
、
老
い
て
愈
�
辣
く
、
信
虎
が
刀
を
揮
つ
た
の
で
、
小
笠
原
慶
庵
が
刀
を
奪
つ
た
一
幕
が
有
る
」
か
ら
採

っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

⒂
『
武
田
三
代
軍
記

二
』（『
国
史
叢
書

第
二
七
巻
』
大
５
・
５
・
１５
、
国
史
研
究
会
）

⒃

Ｍ
・
グ
ラ
ン
ト
、
Ｊ
・
ヘ
イ
ゼ
ル
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
事
典
』（
西
田
実
ほ
か
訳
、
昭
６３
・
７
・
２０
、
大
修
館
書
店
）
を
参
照
。

⒄

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
（
上
）』（
高
峯
一
愚
訳
、
昭
３６
・
４
・
３０
、
創
元
社
、
原
著
一
八
二
一
）

⒅

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
状
況
」（『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
状
況

他
一
篇
』
樋
口
陽
一
訳
、
平
２７
・
７
・
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１６
、
岩
波
文
庫
、
原
文
一
九
二
三
）
を
参
照
。

※
花
田
清
輝
の
作
品
の
引
用
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
全
て
『
花
田
清
輝
全
集
』
全
一
七
巻
（
昭
５２
〜
５５
、
講
談
社
）
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
、
旧

字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

暴力の解剖学 ― ５２ ―




