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こ
の
十
五
年
間
︑
愛
知
県
西
尾
市
に
あ
り
ま
す
古
典
籍
の
一
大
宝
庫
︑
岩
瀬
文
庫
︵
図
版
１
︶
の
悉
皆
調
査
と
詳
細
な
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
︵
以
下
︑
Ｄ
Ｂ
︶
の
作
成
公
開
と
い
う
仕
事
に
没
頭
し
て
お
り
ま
し
て
︑﹁
月
月
火
水
木
金
金
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
校
務
以
外
︑
ほ

ぼ
全
て
の
日
々
は
文
庫
に
お
籠
も
り
を
続
け
て
い
ま
す
︒
私
は
生
来
怠
け
者
で
︑
今
日
は
一
寸
休
み
に
し
よ
う
だ
と
か
︑
岩
瀬
の
仕
事
の

傍
ら
で
︑
別
の
研
究
の
た
め
の
調
べ
物
を
し
よ
う
だ
と
か
︑
普
通
の
研
究
者
の
や
り
方
で
調
査
を
し
て
い
た
の
で
は
︑
ず
る
ず
る
と
頓
挫

し
て
し
ま
い
そ
う
な
の
で
︑
そ
の
間
は
他
事
を
す
べ
て
放
擲
し
︑
浮
世
の
義
理
も
欠
き
続
け
て
き
ま
し
た
︒
た
だ
︑
そ
う
や
っ
て
打
ち
込

ん
で
い
る
と
︑
昔
の
人
の
教
え
に
触
れ
る
機
会
が
多
く
︑
大
げ
さ
に
言
え
ば
︑
人
生
観
が
変
わ
り
ま
し
た
︒
今
日
は
そ
ん
な
こ
と
の
一
端

を
お
伝
え
出
来
れ
ば
︑
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒

岩
瀬
文
庫
に
つ
い
て
は
︑
今
年
の
三
月
に
出
た
﹃
愛
知
県
史

別
編

文
化
財
４

典
籍
﹄

典
籍
だ
け
で
一
冊
を
成
す
と
い
う
︑

一
寸
珍
し
い
県
史
で
す

の
中
で
︑
現
段
階
で
知
り
得
た
全
て
の
こ
と
を
記
し
て
お
り
ま
す
の
で
︑
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
御
参
照
下
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図版１

さ
い
︒
要
す
る
に
︑
岩
瀬
弥
助
︵
一
八
六
七
～
一
九
三
〇
︶
と
い
う
西
尾
の
一
商
人
が
︑
書
籍
こ
そ

が
最
も
大
切
な
文
化
遺
産
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
︑
そ
の
永
久
保
存
を
期
し
て
拵
え
た
と
い
う
︑

高
邁
な
志
に
支
え
ら
れ
た
私
設
図
書
館
に
由
来
し
ま
す
︒
古
典
籍
の
蔵
書
の
総
数
は
従
来
一
万
八

千
タ
イ
ト
ル
と
言
わ
れ
て
い
た
の
が
︑
既
に
二
万
タ
イ
ト
ル
の
調
査
入
力
を
済
ま
せ
た
の
に
︑
ま

だ
先
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
︒
そ
う
い
う
畏
る
べ
き
文
庫
で
す
︒

た
と
え
ば
︑
神
宮
関
係
で
は
︑
外
宮
の
一
祢
宜
を
務
め
︑
明
治
に
は
華
族
と
も
な
っ
た
松
木
家

と
い
う
最
も
家
格
の
高
い
お
家
の
旧
蔵
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
岩
瀬
文
庫
に
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
あ

ま
り
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
今
後
は
︑
書
誌
Ｄ
Ｂ
に
よ
っ
て
︑
そ
の
旧

蔵
書
は
じ
め
神
宮
関
係
の
資
料
を
瞬
時
に
検
索
出
来
ま
す
の
で
︑
是
非
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
願
っ
て
い
ま
す
︒

そ
れ
か
ら
︑
名
古
屋
大
学
に
は
︑
御
存
じ
の
通
り
︑
こ
ち
ら
の
大
学
と
御
縁
の
深
い
神
宮
皇
学

館
文
庫
と
い
う
古
典
籍
の
蔵
書
群
が
あ
り
ま
す
︒
来
田
き

た

家
と
い
う
外
宮
の
御
師

お
ん
し

の
旧
蔵
書
を
中
核

と
し
て
お
り
︑
特
に
連
歌
書
や
伊
勢
物
語
関
係
な
ど
の
国
文
学
書
や
︑
や
は
り
神
宮
関
係
の
分
野

に
珍
し
い
資
料
の
多
い
ユ
ニ
ー
ク
な
文
庫
で
す
︒
岩
瀬
文
庫
に
先
立
ち
︑
こ
の
文
庫
に
つ
い
て
︑

従
来
日
本
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
記
述
的
書
誌
Ｄ
Ｂ
を
初
め
て
作
り
︑
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
公
開
し
て
い
ま
す
︒
そ
う
い
う
詳
し
い
書
誌
Ｄ
Ｂ
を
思
い
立
っ
た
の
は
︑

本
来
伊
勢
に
あ
る
べ
き
文
庫
が
︑
不
思
議
の
因
縁
で
尾
張
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
︑
そ
れ
を
最
大

限
に
活
用
す
る
の
が
書
物
を
残
し
て
く
れ
た
先
人
に
対
す
る
責
務
だ
と
考
え
た
か
ら
で
す
︒
た
だ
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し
︑
岩
瀬
文
庫
の
調
査
が
大
仕
事
な
の
で
︑
こ
ち
ら
の
方
の
調
査
は
手
薄
に
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
ま
だ
完
成
で
き
ず
に
お
り
ま
す
︒

伊
勢
の
御
師
と
い
う
の
は
︑
宗
教
信
仰
史
以
外
に
も
︑
文
化
史
的
に
見
て
た
い
そ
う
面
白
い
人
た
ち
で
︑
一
言
で
申
せ
ば
︑
身
分
や
地

域
の
上
で
境
界
的
な
存
在
で
︑
広
く
国
民
の
中
に
浸
透
し
て
文
化
的
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
︒
近
い
将
来
に
神
宮
皇
学
館
文
庫
の

Ｄ
Ｂ
を
完
成
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
御
師
に
つ
い
て
の
研
究
も
再
開
さ
せ
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒
以
上
︑
自
己
紹
介
か
た
が
た
︑
私
と

伊
勢
と
の
か
か
わ
り
を
述
べ
ま
し
た
︒

さ
て
︑
そ
ん
な
岩
瀬
文
庫
で
つ
い
最
近
︑
こ
ん
な
本
を
読
み
ま
し
た
︒
江
戸
時
代
後
期
の
神
道
家
︑
玉
田
永な
が

教の
り

の
﹃
神
道
柱
立
﹄
と
い

う
通
俗
な
神
道
書
で
す
︒
寛
政
四
年
︵
一
七
九
二
︶
の
こ
と
︑
泉
州
日
根
郡
鳥
取
郷
大
宮
八
幡

い
ま
の
大
阪
府
阪
南
市
石
田
に
あ
る

波
太
神
社
の
こ
と
で
す

で
講
義
の
折
︑
土
地
の
素
封
家
に
三
百
年
前
の
手
形
︵
借
金
の
証
文
︶
を
見
せ
て
貰
っ
た
そ
う
で
す
︒
三
百

年
前
と
い
う
の
は
十
五
世
紀
の
末
︑
戦
国
時
代
で
し
ょ
う
ね
︒
文
書
の
前
半
は
通
常
の
借
金
の
文
言
︒
と
こ
ろ
が
奥
書
に
は
︑

銀
子
返
済
︑
切き
り

月つ
き

相
延
候
得
者
︑
御
笑
可
被
成
候

と
あ
っ
た
そ
う
で
す
︒
玉
田
氏
は
こ
れ
を
見
て
︑﹁
今
此
天
下
泰
平
に
借
財
出
入
り
の
一
件
を
公
儀
へ
訴
へ
た
る
事
多
し
︒
彼
の
三
百
年

前
の
乱
世
に
︑
右
の
文
言
こ
そ
感
ず
べ
き
の
事
な
ら
ず
や
﹂
と
︑
い
た
く
感
心
し
て
い
ま
す
︒

似
た
よ
う
な
話
を
以
前
に
読
ん
だ
と
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
が
あ
り
︑
こ
う
い
う
時
に
書
誌
Ｄ
Ｂ
を
拵
え
て
お
く
と
実
に
便
利
で
︑
す
ぐ
に

判
明
し
ま
す
︒
そ
れ
は
岩
瀬
文
庫
に
あ
る
﹃
机
の
塵
﹄
と
い
う
全
八
十
三
巻
も
の
雑
記
随
筆
で
し
た
︒
幕
末
明
治
期
を
生
き
た
和
田
了
古

と
い
う
大
坂
の
お
金
持
ち
で
︑
筆
ま
め
な
好
古
家
の
書
き
残
し
た
も
の
︒
こ
ん
な
大
部
の
資
料
で
あ
ろ
う
と
︑
何
日
も
か
け
て
全
部
に
目

を
通
し
て
︑
Ｄ
Ｂ
に
内
容
を
略
記
す
る
わ
け
で
す
か
ら

し
か
も
一
タ
イ
ト
ル
し
か
進
ま
な
い

︑
苦
労
を
お
察
し
下
さ
い
︒
⁝

と
申
し
た
の
は
嘘
で
︑
こ
う
い
う
作
業
が
実
に
楽
し
い
︵
笑
︶︒
冒
頭
で
私
の
日
常
を
﹁
月
月
火
水
木
金
金
﹂
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑

文
学
部
の
文
明
史
的
意
義
に
つ
い
て
︵
塩
村
︶
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あ
れ
も
嘘
で
︑
本
当
は
﹁
月
火
水
日
日
日
日
﹂
な
の
で
す
︵
笑
︶︒﹃
机
の
塵
﹄
の
第
六
冊
に
︑
珍
し
い
資
料
と
し
て
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶

の
借
金
の
証
文
が
引
用
し
て
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
文
面
は
︑

借
請
申
銀
子
之
事

一
︑
銀
百
五
拾
目
也

右
之
銀
子
慥
に
預
り
申
候
︒
万
一
此
銀
子
返
済
致
し
不
申
候
は
ゞ
︑

人
中
に
お
ゐ
て
御
笑
被
成
候
共
︑
其
節
︑
一
言
之
申
分
無
之
候
︒

依
而
如
件

万
治
三
年
子
五
月

佐
野
屋
喜
兵
衛
印

播
磨
屋
嘉
兵
衛
殿

と
い
う
も
の
︒
筆
者
は
こ
れ
に
対
し
て
﹁
⁝
今
大
坂
繁
昌
に
付
て
は
︑
次
第
に
人
家
も
増
︑
金
銀
貸
借
の
出
入
も
夥
し
く
︑
自
然
と
事
む

つ
か
し
く
成
り
候
事
と
見
へ
た
り
﹂
と
︑
玉
田
氏
と
似
た
よ
う
な
︑
良
い
感
慨
を
漏
ら
し
て
い
ま
す
︒

い
き
な
り
で
恐
縮
で
す
が
︑
本
日
の
結
論
を
申
し
上
げ
ま
す
︒

わ
れ
わ
れ
は
通
常
︑
新
イ
コ
ー
ル
善
・
優
︑
旧
イ
コ
ー
ル
悪
・
劣
と
思
い
が
ち
で
す
ね
︒
パ
ソ
コ
ン
が
典
型
で
あ
る
よ
う
に
︑
多
く
の

商
品
が
そ
う
だ
か
ら
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
先
ほ
ど
の
例
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
︑
人
間
と
い
う
の
は
︑
自
然
の
流
れ
の
ま
ま
に
放
っ
て

お
い
た
ら
︑
悪
く
な
っ
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
︒

少
し
卑
近
な
例
を
申
せ
ば
︑
私
は
兵
庫
県
の
神
戸
の
出
身
で
︑
神
戸
の
町
は
す
べ
て
斜
面
の
上
に
あ
り
ま
す
︒
私
が
子
ど
も
の
頃
︑
年

寄
が
荷
物
を
持
っ
た
り
︑
母
親
が
小
さ
い
子
を
連
れ
て
坂
道
を
歩
い
て
い
る
と
︑
見
知
ら
ぬ
人
が
し
ば
し
ば
自
動
車
を
止
め
て
乗
せ
て
く
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れ
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
昭
和
四
十
年
代
に
︑
関
東
の
方
で
大
久
保
某
と
い
う
殺
人
鬼
が
現
れ
︑
若
い
娘
さ
ん
を
愛
車
の
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
に

乗
せ
て
は
︑
次
々
と
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
起
き
て
世
の
中
を
震
撼
さ
せ
ま
し
た
︒
そ
れ
以
来
︑
知
ら
な
い
人
の
車
に
は
乗
ら
な

い
︑
乗
せ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
︑
そ
う
い
う
親
切
な
行
為
も
跡
を
絶
ち
ま
し
た
︒
こ
ん
な
風
に
︑
た
ま
に
不
心
得
な
者
︑
悪
人

の
出
て
く
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
︑
そ
う
す
る
と
︑
そ
の
悪
が
基
準
に
な
っ
て
︑
そ
の
後
の
世
の
中
が
段
々
窮
屈
に
な
っ
て
く
る

と
い
う
原
理
で
す
︒

そ
れ
か
ら
学
問
や
科
学
技
術
︑
社
会
の
シ
ス
テ
ム
は
基
本
的
に
進
歩
し
︑
そ
れ
に
と
も
な
い
︑
生
活
は
便
利
に
な
り
︑
人
間
の
労
力
は

軽
減
さ
れ
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
主
に
金
儲
け
の
た
め
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
手
軽
な
娯
楽
が
提
供
さ
れ
ま
す
︒
そ
れ
ら
が
ま
た
︑
人
間
を
堕
落
さ

せ
る
契
機
と
も
な
る
︒
た
と
え
ば
︑
刀
剣
や
焼
き
物
︑
漆
器
な
ど
の
工
芸
美
術
品
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
︑
古
い
物
は
ほ
と
ん
ど
一
方
的
に

優
れ
て
お
り
︑
後
世
の
者
は
な
か
な
か
巻
き
返
せ
な
い
︒
た
ま
に
天
才
的
な
名
手
が
出
現
し
て
も
︑
全
体
的
な
傾
向
は
覆
せ
な
い
︒
あ
る

い
は
︑
子
ど
も
の
時
の
遊
び
を
見
て
も
︑
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
野
山
を
か
け
ず
り
回
っ
て
い
た
者
と
︑
ゲ
ー
ム
ば
か
り
や
っ
て
育
っ
た
世

代
と
は
︑
若
い
諸
君
に
は
申
し
訳
な
い
が
︑
基
本
的
な
人
間
力
に
差
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

そ
も
そ
も
現
代
の
邪
悪
は
︑
い
ま
生
き
て
い
る
人
の
都
合
だ
け
を
絶
対
視
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
た
と
え
ば
医
療
に
よ
っ

て
︑
ほ
と
ん
ど
の
死
を
回
避
で
き
る
か
の
よ
う
に
語
る
言
説
と
同
様
︑
ゆ
が
ん
だ
死
生
観
に
由
来
し
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
過
去
を
生
き

た
人
︑
つ
ま
り
死
者
の
人
権
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
昔
の
人
が
聞
い
た
ら
卒
倒
す
る
よ
う
な
地
名

に
︑
平
気
で
改
変
し
た
り
す
る
︒

何
よ
り
も
問
題
な
の
は
︑
過
去
を
重
ん
じ
な
い
者
に
︑
未
来
を
重
ん
ず
る
な
ど
︑
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
い
く
ら

口
で
そ
う
言
お
う
と
も
信
用
出
来
ま
せ
ん
︒
そ
の
結
果
︑
子
孫
に
ツ
ケ
を
回
す
巨
大
な
赤
字
政
策
や
︑
た
と
え
纔
か
な
可
能
性
で
あ
っ
て

も
︑
取
り
返
し
の
付
か
な
い
無
限
大
の
リ
ス
ク
を
含
ん
だ
原
発
再
稼
働
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
︒
過
去
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
︑
実
は
明

文
学
部
の
文
明
史
的
意
義
に
つ
い
て
︵
塩
村
︶
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る
い
未
来
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
不
可
欠
な
態
度
な
の
で
す
︒

ど
う
も
人
間
そ
の
も
の
は
︑
時
代
と
と
も
に
退
化
し
や
す
い
︒
基
本
的
に
そ
う
考
え
る
の
が
﹁
人
文
学
的
﹂
な
も
の
の
見
方
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
し
て
︑
死
者
と
の
対
話
に
よ
り
得
た
知
見
を
通
し
て
︑
自
然
退
化
を
何
と
か
少
し
で
も
く
い
と
め
る
こ
と
こ
そ
が
︑

人
文
学
の
文
明
史
的
任
務
︑
つ
ま
り
文
学
部
の
仕
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

こ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
文
学
部
は
﹁
文
明
劣
化
防
衛
隊
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
社
会
的
な
存
在
意
義
は
︑
決
し
て
小
さ
く
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

そ
れ
な
の
に
︑
現
在
︑
文
科
省
は
国
立
大
学
か
ら
文
学
部
を
縮
小
な
い
し
別
組
織
に
転
換
さ
せ
よ
う
と
誘
導
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
国
立

大
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
︒
こ
の
誤
っ
た
政
策
は
私
学
を
含
む
文
学
部
へ
の
逆
風
を
加
速
さ
せ
︑
そ
れ
が
齎
す
人
文
学
の
衰
退
は
国
の
潜

在
力
を
削
ぎ
︑
日
本
を
三
流
国
以
下
に
貶
め
る
結
果
と
な
る
で
し
ょ
う
︒

本
日
の
演
題
に
つ
い
て
︑
私
の
申
し
上
げ
た
い
話
は
︑
以
上
で
尽
き
て
お
り
ま
す
︒
た
だ
︑
人
文
学
の
研
究
や
教
育
の
意
義
に
つ
い
て

考
え
る
際
に
︑
い
つ
も
私
の
頭
を
よ
ぎ
る
の
は
︑
大
好
き
な
雨
森
芳
洲
の
こ
と
で
す
の
で
︑
そ
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

こ
れ
︵
図
版
２
～
３
︶
は
雨
森
芳
洲
︵
一
六
六
八
～
一
七
五
五
︶
の
手
紙
で
す
︒
近
世
前
中
期
を
生
き
た
対
馬
藩
の
儒
学
者
で
︑
朝
鮮
と

の
外
交
の
現
場
で
活
躍
し
た
︑
日
本
で
は
珍
し
い
実
践
的
な
文
人
で
す
︒
一
寸
だ
け
自
慢
を
し
ま
す
と
︑
雨
森
芳
洲
の
手
紙
は
稀
少
な
の

で
す
が
︑
現
存
す
る
四
十
数
通
の
う
ち
三
十
数
通
は
私
の
所
に
あ
り
ま
す
︒
若
い
時
に
苦
心
し
て
手
に
入
れ
ま
し
た
︒
そ
の
多
く
は
︑
天

龍
寺
の
桂
洲
道
倫
︵
一
七
一
四
～
八
四
︶
宛
て
で
︑
こ
れ
も
そ
う
で
す
︒
桂
洲
さ
ん
は
小
僧
だ
っ
た
十
三
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
︑
師
匠
に

つ
い
て
対
馬
の
以
酊
庵
に
滞
在
し
て
お
り
︑
そ
の
間
芳
洲
に
会
っ
て
い
た
よ
う
で
す
︒
以
酊
庵
と
い
う
の
は
︑
対
馬
厳
原
に
置
か
れ
た
特

殊
な
禅
寺
で
︑
幕
府
に
よ
り
京
都
五
山
の
碩
学
の
禅
僧
が
二
・
三
年
交
替
の
輪
番
で
派
遣
さ
れ
︑
対
馬
藩
と
朝
鮮
と
の
文
書
の
や
り
と
り

を
監
査
し
ま
し
た
︒
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こ
の
手
紙
は
元
文
三
年
︵
一
七
三
八
︶︑
芳
洲
先
生
が
七
十
一
歳
︑
桂
洲
さ
ん
が
二
十
五
歳
の
時
の
も
の
︒
こ
の
年
︑
十
年
ぶ
り
で
桂

洲
が
再
び
対
馬
に
や
っ
て
来
て
︑
手
紙
と
漢
詩
を
芳
洲
に
送
っ
た
︑
そ
れ
に
対
す
る
返
事
が
こ
の
手
紙
で
す
︒
折
角
だ
か
ら
一
寸
読
ん
で

み
ま
し
ょ
う
︒
闊
達
を
極
め
た
︑
素
晴
ら
し
い
筆
蹟
で
し
ょ
う
︒

御
使
殊
ニ
御
佳
作
被
送
下
︑
数
遍
吟
詠
仕
︑
不
堪
欽
服
候
︒﹁
月
満
夷
江
﹂
一
聯
︑
別
而
御
奇
想
と
奉
存
候
︒
貴
所
様
︑
先
年
当
地

へ
被
成
御
座
︑
い
ま
だ
御
幼
齢
之
内
ニ
被
成
候
へ
ど
も
︑
御
詩
作
甚
御
秀
逸
ニ
相
見
え
候
故
︑
他
日
必
御
詩
名
可
有
之
候
と
其
節
申

た
る
事
ニ
御
座
候
キ
︒
若
ハ
御
覚
も
被
成
候
哉
︒
其
後
京
師
之
事
を
存
出
候
節
ハ
︑
毎
度
貴
所
様
御
作
︑
何
ほ
ど
ニ
御
上
達
被
成
候

哉
︑
弥
才
を
御
成
し
被
成
候
哉
否
と
︑
必
ハ
存
出
し
罷
在
候
処
︑
誠
に
御
手
跡
与
申
︑
御
佳
作
と
申
︑
無
残
所
御
事
ニ
奉
存
候
︒
老

拙
眼
力
も
違
不
申
哉
と
よ
ほ
ど
自
満
ご
ゝ
ろ
ニ
罷
成
︑
不
堪
爽
快
御
事
ニ
御
座
候
︒
⁝

桂
洲
か
ら
貰
っ
た
漢
詩
や
そ
の
筆
蹟
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
︑
そ
し
て
桂
洲
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
こ
と
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
ま

す
︒
相
手
の
漢
詩
の
ど
こ
が
素
晴
ら
し
い
の
か
︑
根
拠
が
書
い
て
あ
っ
て
︑
人
を
褒
め
る
時
に
は
こ
う
で
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
︒
若
者
を

励
ま
す
ツ
ボ
を
心
得
た
手
紙
で
す
ね
︒
天
下
に
雷
名
の
轟
く
老
大
儒
に
︑
こ
ん
な
風
に
言
わ
れ
て
︑
桂
洲
さ
ん
も
ど
ん
な
に
か
嬉
し
か
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
︒
こ
の
後
︑
桂
洲
は
芳
洲
に
本
格
的
に
唐
音
︵
中
国
語
の
会
話
︶
を
習
う
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
口
語
を
含
む
た
め
に
難

解
な
中
国
人
の
禅
語
録
を
研
究
す
る
た
め
で
す
︒
ず
っ
と
後
年
︑
桂
洲
さ
ん
は
︑
そ
の
方
面
の
学
僧
と
し
て
大
成
し
ま
す
︒
ま
た
︑
有
名

な
伊
藤
若
冲
の
描
い
た
名
品
﹁
鶏
頭
に
蟷
螂
図
﹂
や
﹁
河
豚
図
﹂
に
着
賛
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
晩
年
に
は
書
の
方
で
も

評
価
の
高
い
文
人
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
そ
ん
な
風
な
実
り
の
多
い
人
生
を
歩
む
に
至
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
︑
ま
さ
に
こ
の
書
簡

だ
っ
た
は
ず
で
す
︒
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芳
洲
先
生
は
︑
こ
ん
な
お
顔
で
す
︵
図
版
４
︶︒
目
の
周
り
︑
口
の
周
り
に
刻
み
込
ま
れ
た
深
い
皺
が
︑
表
情
豊
か
に
日
々
を
過
ご
し

て
き
た
︑
温
か
い
人
柄
を
物
語
っ
て
い
ま
す
︒
日
本
の
近
世
の
肖
像
画
を
代
表
す
る
名
品
だ
と
思
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
優
れ
た
人
間
性
が

活
写
さ
れ
て
い
る
︒
将
来
︑
紙
幣
が
改
定
さ
れ
る
際
に
は
︑
是
非
と
も
︑
こ
の
肖
像
を
取
り
上
げ
る
べ
き
だ
と
僕
は
強
く
主
張
す
る
の
で

す
が
︑
賛
同
し
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
︒
一
国
を
代
表
す
る
に
最
も
相
応
し
い
の
は
︑
知
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
︑
こ
う
い
う
良
い
お
顔
で
す
︒

お
髭
が
あ
る
か
ら
偽
造
さ
れ
に
く
い
し
ね
︵
笑
︶︒

数
年
前
の
夏
に
対
馬
へ
初
め
て
渡
り
︑
芳
洲
先
生
御
夫
妻
と
一
緒
に
ス
ナ
ッ
プ
写
真
を
撮
っ
て
き
ま
し
た
︵
図
版
５
︶︒
こ
こ
は
回
り

が
竹
藪
で
︑
も
の
す
ご
い
蚊
に
閉
口
し
ま
し
た
︒﹁
対
州
の
蚊
の
喰
ら
ひ
け
り
妻
が
脛は
ぎ

耕
山
人
﹂
と
い
う
句
が
出
来
た
く
ら
い
で
す

︵
笑
︶︒
右
側
が
芳
洲
先
生
︑
左
側
の
﹁
小
川
孺
人
﹂

も
ち
ろ
ん
江
戸
時
代
に
は
夫
婦
別
姓
で
し
た

が
奥
さ
ん
で
す
︒
芳
洲
先

生
が
八
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
二
年
後
に
︑
奥
さ
ん
も
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
偕
老
同
穴
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
御
夫
婦
で
す
ね
︒

死
ん
だ
人
に
直
接
会
う
こ
と
は
叶
わ
ず
︑
せ
い
ぜ
い
こ
ん
な
写
真
を
撮
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
わ
れ
わ
れ
は
残
さ

れ
た
書
簡
資
料
や
著
述
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
人
間
性
に
直
接
迫
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
の
で
す
︒
そ
れ
こ
そ
が
人
文
学

の
力
だ
と
思
い
ま
す
︒

少
し
話
を
脱
線
さ
せ
て
下
さ
い
︒
こ
の
時
の
対
馬
旅
行
で
は
︑
妻
と
二
人
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
駆
使
し
て
︑
島
内
の
神
社
を
い
く
つ
も
お

詣
り
し
て
来
ま
し
た
︒
そ
し
て
神
道
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
︒
御
存
じ
の
よ
う
に
︑
対
馬
に
は
素
晴
ら
し
い
神
社
が
数
々
あ
り
ま
す
︒
た

と
え
ば
こ
れ
は
和
多
都
美

わ

た

つ

み

神
社
︵
渡
海
大
明
神
︶
と
い
う
所
で
す
︵
図
版
６
︶︒
こ
ち
ら
は
海
の
方
︑
干
潟
の
上
か
ら
撮
影
し
た
神
社
の
森

で
︵
図
版
７
︶︑
神
社
の
お
か
げ
で
太
古
の
豊
か
な
景
観
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
う
い
う
の
が
︑
本
来
の
神
社
の
姿
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
な
︑
と
直
観
的
に
そ
う
感
じ
ま
し
た
︒

文
学
部
の
文
明
史
的
意
義
に
つ
い
て
︵
塩
村
︶

―9―



―10―

図版４

図版５



文
学
部
の
文
明
史
的
意
義
に
つ
い
て
︵
塩
村
︶

―11―

図版６

図版７



と
こ
ろ
で
︑﹁
森
﹂
と
﹁
林
﹂
と
は
ど
う
違
う
の
か
︑
外
国
の
人
に
尋
ね
ら
れ
る
と
︑
皆
さ
ん
な
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
︒﹃
日
本
国
語
大

辞
典
﹄
を
見
て
も
︑
し
か
と
し
た
説
明
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
︒
岩
瀬
文
庫
で
見
た
﹃
地
方
じ
か
た

要
集
録
﹄
と
い
う
写
本
に
次
の
よ
う
に
書
い

て
あ
り
ま
し
た
︒

森
と
言
は
︑
寺
社
等
之
境
内
等
に
︑
木
を
植
立
置
︑
茂
り
て
材
木
薪
に
も
伐
取
ら
ず
立
置
候
を
言
︒
林
と
言
は
︑
何
方
に
而
も
︑
山

川
原
か
原
等
に
︑
木
を
植
立
置
候
て
︑
材
木
薪
に
も
伐
り
候
木
立
茂
り
た
る
を
林
と
言
也
︒

何
と
も
明
快
な
説
明
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
人
間
の
用
途
に
供
す
る
の
が
﹁
林
﹂︑
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
︑
神
仏
の
た
め
に
あ
る
の
が
﹁
森
﹂

だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
こ
か
ら
︑
古
く
﹁
社
﹂
の
字
を
﹁
も
り
﹂
と
訓
ま
せ
た
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
ま
す
ね
︒

先
ほ
ど
︑
こ
こ
に
来
る
前
に
外
宮
に
お
詣
り
し
て
来
ま
し
た
︒
お
伊
勢
さ
ん
は
ま
こ
と
に
め
で
た
い
所
で
︑
林
立
す
る
巨
木
を
見
る
だ

け
で
︑
気
持
ち
が
す
ー
と
し
ま
す
︒
御
存
じ
の
通
り
︑
太
古
の
昔
か
ら
︑
こ
こ
の
木
は
枝
一
本
も
伐
る
こ
と
な
く
︑
大
切
に
守
ら
れ
て
き

ま
し
た
︒
た
ぶ
ん
材
木
屋
さ
ん
に
持
っ
て
行
っ
た
ら
︑
一
本
が
何
千
万
︵
？
︶
も
す
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
が
︑
カ
ネ
に
替
え
た
り
せ
ず
︑

朽
ち
る
に
任
さ
れ
ま
し
た
︒
つ
ま
り
︑
人
間
の
都
合
は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒

つ
く
づ
く
思
う
の
で
す
が
︑
神
道
と
い
う
の
は
︑
現
在
生
き
て
い
る
人
の
都
合
ば
か
り
を
考
え
て
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
︑
ま
さ
に

神
の
智
慧
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
良
い
神
社
に
行
く
と
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
仕
掛
に
な
っ
て
あ
る
︒
そ
う

い
う
意
味
で
︑
文
学
部
と
通
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
︑
い
か
が
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
場
で
神
道
に
つ
い
て

語
る
と
は
︑
我
な
が
ら
た
い
そ
う
心
臓
の
強
い
こ
と
で
︵
笑
︶︑
素
人
の
妄
言
と
お
許
し
下
さ
い
︒

雨
森
芳
洲
に
話
を
戻
し
ま
す
︒
実
は
こ
の
時
の
旅
で
も
う
一
人
会
い
た
い
人
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
が
こ
の
方
で
す
︵
図
版
８
︶︒
芳

洲
先
生
の
次
男
で
︑
同
僚
だ
っ
た
松
浦
家
の
養
子
に
入
っ
た
松
浦
龍
岡
の
子
︑
つ
ま
り
芳
洲
の
孫
の
松
浦
桂け
い

川せ
ん

︵
一
七
三
七
～
九
二
︶
で
す
︒
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図版８

こ
の
方
は
幼
い
頃
︑
父
上
が
仕
事
で
不
在
が
ち
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
老
芳
洲
の
膝
下
で
育

ち
ま
し
た
︒
芳
洲
は
︑
別
の
桂
洲
宛
書
簡
の
中
で
当
時
十
歳
だ
っ
た
桂
川
さ
ん
に
つ
い
て
︑

文
平
︵
桂
川
の
こ
と
︶
ハ
文
字
ノ
方
︑
勝す
ぐ

而れ
て

器
用
ニ
有
之
︑
何
と
ぞ
息
災
ニ
而
︑
材
を

成
候
様
ニ
と
存
候
︒

と
語
っ
て
い
ま
す
︒
念
の
た
め
に
申
し
ま
す
が
︑
芳
洲
先
生
は
︑
そ
こ
ら
辺
の
お
祖
父
さ

ん
の
よ
う
に
︑
孫
か
わ
い
さ
に
︑
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
現

に
嫡
孫
の
連
と
い
う
少
年
に
つ
い
て
は
︑
勉
強
嫌
い
で
見
込
み
が
な
い
と
︑
手
紙
の
中
で

手
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
ま
す
︒
そ
ん
な
芳
洲
の
お
眼
鏡
に
か
な
っ
た
桂
川
さ
ん
は
︑

よ
ほ
ど
優
秀
な
子
だ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
す
︒

こ
の
方
の
学
識
の
高
さ
は
︑
そ
の
書
を
見
た
ら
一
目
瞭
然
で
す
︒
芳
洲
の
主
著
の
一
つ

で
あ
る
︑
漢
文
体
の
芳
洲
語
録
﹃
橘
窓
茶
話
﹄
の
最
善
本
は
︑
近
江
の
芳
洲
書
院
に
あ
る

松
浦
桂
川
書
写
本
︵﹃
雨
森
芳
洲
全
書
﹄
に
影
印
が
所
収
︶
な
の
で
す
が
︑
ゆ
っ
た
り
と
記
さ

れ
た
端
正
な
楷
書
は
︑
ま
る
で
朝
鮮
人
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
︑
日
本
人
離
れ
を
し
た
見

事
さ
で
す
︒
祖
父
の
薫
陶
を
受
け
て
︑
深
い
研
鑽
を
積
み
重
ね
た
こ
と
が
︑
そ
こ
か
ら
直
ち
に
了
解
さ
れ
ま
す
︒

学
識
の
み
な
ら
ず
︑
有
能
な
役
人
で
も
あ
っ
た
桂
川
さ
ん
は
︑
そ
の
後
︑
重
用
さ
れ
て
対
馬
藩
の
家
老
と
な
り
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
時

の
藩
主
が
前
藩
主
の
子
に
替
え
て
︑
実
子
を
跡
継
ぎ
に
し
よ
う
と
し
た
の
を
︑
そ
れ
は
い
け
な
い
と
強
く
諫
言
し
ま
す
︒
そ
れ
が
藩
主
の

逆
鱗
に
触
れ
て
︑
あ
や
う
く
切
腹
さ
せ
ら
れ
か
け
た
の
で
す
が
︑
何
と
か
そ
れ
は
許
さ
れ
︑
対
馬
北
部
の
中
栗
栖
村
と
い
う
寒
村
に
十
八

年
間
も
幽
閉
さ
れ
︑
同
地
で
没
し
ま
し
た
︒
芳
洲
先
生
の
お
孫
さ
ん
に
︑
こ
ん
な
立
派
な
方
の
い
た
こ
と
を
︑
ど
う
か
記
憶
に
と
ど
め
て

文
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文
明
史
的
意
義
に
つ
い
て
︵
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︶
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お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

先
ほ
ど
の
お
墓
は
そ
の
幽
閉
の
地
の
近
く
に
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
わ
か
り
に
く
い
所
で
︑
見
つ
け
る
の
に
難
儀
し
ま
し
た
︒
な
に
せ
対

馬
で
は
︑
生
き
て
い
る
人
に
な
か
な
か
出
会
わ
な
い
の
で
す
か
ら
︵
笑
︶︒
か
ろ
う
じ
て
︑
農
作
業
を
し
て
い
る
お
婆
さ
ん
を
見
つ
け
︑

お
墓
ま
で
案
内
し
て
貰
い
ま
し
た
︒
そ
の
方
が
︑
ま
る
で
自
分
の
学
校
時
代
の
先
生
み
た
い
に
﹁
桂
川
先
生
﹂
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
の
が

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
︒
地
元
で
は
今
で
も
敬
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
し
み
じ
み
わ
か
り
ま
し
た
︒

最
晩
年
の
芳
洲
が
手
塩
に
掛
け
て
育
て
た
少
年
が
︑
そ
の
期
待
通
り
に
︑
こ
ん
な
立
派
な
人
生
を
歩
む
に
至
る
︒
お
そ
ら
く
桂
川
は
そ

の
人
生
の
要
所
で
︑
い
か
に
行
動
す
べ
き
か
迷
っ
た
際
に
︑
芳
洲
な
ら
ば
ど
う
判
断
す
る
だ
ろ
う
か
と
︑
胸
の
中
で
生
き
続
け
る
芳
洲
に

相
談
し
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
す
︒

昔
の
こ
と
に
つ
い
て
研
究
す
る
あ
り
が
た
さ
は
︑
関
係
者
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
︑
少
し
調
べ
た
ら
︑
あ
た
か
も
神
の
如
く

に
わ
か
る
こ
と
で
す
︒
生
き
た
人
間
は
明
日
ど
う
な
る
か
わ
か
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
か
ら
︑
恐
ろ
し
い
︵
笑
︶︒
そ
し
て
︑
こ
う
こ
う
︑

こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
︑
こ
う
い
う
事
績
に
繋
が
る
の
だ
な
と
い
う
風
に
︑
昔
の
人
の
生
き
た
筋
道
が
︑
は
っ
き
り
と
見
え
て
く

る
時
が
︑
人
文
学
研
究
の
醍
醐
味
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
︒

一
寸
話
題
を
変
え
ま
す
︒
私
の
専
門
は
日
本
近
世
文
学
で
︑
最
も
主
要
な
研
究
対
象
は
西
鶴
で
す
︒
西
鶴
と
は
何
ぞ
や
︑
と
い
う
素
朴

な
問
い
に
は
︑
そ
れ
は
天
才
な
り
と
答
え
る
ほ
か
は
な
い
︒
あ
ま
り
に
も
外
の
作
家
か
ら
突
出
し
て
い
て
︑
い
わ
ゆ
る
時
代
の
申
し
子
で

も
な
け
れ
ば
︑
先
行
文
学
の
影
響
も
受
け
て
い
な
い
︑
ど
こ
か
ら
湧
い
て
き
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
︑
天
才
と
い
う
こ
と
で
す
︒

し
か
し
︑
そ
れ
で
は
研
究
者
と
し
て
あ
ま
り
に
も
忸
怩
な
こ
と
で
す
の
で
︑
何
と
か
創
作
の
秘
訣
の
一
端
で
も
見
つ
け
た
い
と
奮
闘
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
︒
た
だ
し
︑
西
鶴
の
活
動
し
た
元
禄
期
以
前
は
︑
同
時
代
的
な
巷
説
を
収
め
た
資
料
が
限
定
的
で
︑
西
鶴
が
何
に
依
拠
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し
た
の
か
︑
な
か
な
か
創
作
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
︒
告
白
し
ま
す
と
︑
岩
瀬
文
庫
の
全
調

査
な
ど
と
い
う
︑
誰
も
手
を
付
け
よ
う
と
は
思
わ
な
い
︑
阿
呆
な
こ
と
を
や
り
始
め
た
動
機
の
一
つ
に
は
︑
普
通
に
江
戸
期
の
古
書
を
読

ん
で
い
た
の
で
は
気
づ
か
な
い
よ
う
な
︑
西
鶴
に
関
連
す
る
ネ
タ
に
め
ぐ
り
あ
い
た
い
と
い
う
助
平
根
性
も
あ
っ
た
の
で
す
︒

最
近
︑
一
寸
面
白
い
も
の
を
手
に
入
れ
た
の
で
︑
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
﹃
武
鑑
物
語
﹄
と
い
う
元
文
元
年
︵
一
七
三
六
︶
に

成
っ
た
原
写
本

転
写
し
た
本
で
は
な
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
写
本

で
す
︵
図
版
９
︶︒
つ
い
先
月
︵
平
成
二
十
五
年
六
月
︶
に
行
わ
れ

た
大
阪
古
典
会
の
大
市
で
︑
首
尾
良
く
落
札
し
ま
し
た
︒
武
士
と
し
て
然
る
べ
き
行
動
︑
あ
る
い
は
然
る
べ
か
ら
ざ
る
行
動
を
具
体
的
に

列
記
し
た
逸
話
集
で
︑
ど
う
も
内
容
か
ら
見
て
越
前
福
井
藩
の
家
中
で
衆
議
さ
れ
た
話
題
を
集
め
た
本
ら
し
い
︒
そ
の
中
に
こ
ん
な
話
が

あ
り
ま
し
た
︒

一
︑
加
藤
肥
後
守
殿
城
下
に
て
︑
一
家
江
三
人
取
籠
就
有
之

と
り
こ
も
り
こ
れ
あ
る
に
つ
き

︑
加
藤
殿
︑
扈
従
︑
十
八
歳
に
成
者
呼
︑﹁
尓
な
ん
じ

︑
行
向
て
可う
つ

討べ
し

﹂
と

あ
り
︒﹁
畏
か
し
こ
ま
る﹂
と
答
︑
既
に
罷
立
ん
と
す
︒﹁
暫
し
ば
ら
く﹂
と
︑﹁
世
の
中
に
ひ
と
り
と
ゞ
ま
る
も
の
あ
ら
ば
も
し
わ
れ
か
は
と
身
を
や
た
の

ま
ん

此
歌
の
心
を
心
得
た
る
か
﹂
と
御
申
候
へ
ば
︑﹁
心
得
た
り
﹂
と
答
︑
早
速
︑
彼
家
へ
駈
付
︑﹁
此
内
に
壱
人
御
た
す
け
あ
り
﹂

と
高
声
に
よ
ば
ゝ
り
欠
込
︑
三
人
共
に
無な
ん

難な
く

討
留
し
と
な
り
︒

十
八
歳
の
若
武
者
が
︑
機
知
に
よ
っ
て
三
人
の
犯
人
に
よ
る
立
て
籠
も
り
事
件
を
解
決
す
る
話
で
す
︒
加
藤
肥
後
守
と
は
加
藤
清
正
︑
御

城
下
と
あ
る
の
は
肥
後
熊
本
で
し
ょ
う
︒﹁
世
の
中
に
﹂
の
狂
歌
は
︑
近
世
初
期
の
噺
本
﹃
寒
川
入
道
筆
記
﹄
に
見
え
る
﹁
世
の
中
に
ひ

と
り
と
ど
ま
る
者
あ
ら
ば
も
し
我
か
は
と
頼
み
も
や
せ
ん
﹂
の
変
形
で
し
ょ
う
か
ら
︑
こ
の
話
そ
の
も
の
も
古
い
成
立
と
考
え
て
良
さ
そ

う
で
す
︒文
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こ
れ
と
よ
く
似
た
話
が
西
鶴
の
﹃
新
可
笑
記
﹄︵
元
禄
元
年
刊
︶
の
巻
四
の
三
の
中
に
あ
り
ま
す
︒
そ
ち
ら
で
は
︑
殿
の
上
意
に
よ
り
︑

立
て
籠
も
り
事
件
の
現
場
に
向
か
う
の
は
二
人
の
武
士
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
該
当
す
る
場
面
を
引
く
と
︑

⁝
二
人
︑
此
時
と
申
あ
は
せ
︑
彼
内
倉
に
か
け
こ
み
︑﹁
三
人
の
う
ち
︑
壱
人
は
御
赦
免
﹂
と
の
か
け
声
︑
死
覚
悟
の
者
ど
も
︑
此

こ
と
ば
に
命
お
し
ま
れ
︑
面
々
に
憤
い
き
ど
を
りを
や
め
て
し
り
ぞ
く
を
︑
二
人
と
り
ふ
せ
け
れ
ば
︑
残
る
壱
人
︑
安
堵
し
て
︑
抜
身
︑
鞘
に

お
さ
め
し
所
を
異
義
な
く
取
て
搦
め
ぬ
︒

と
あ
り
ま
す
︒
こ
ち
ら
で
は
例
の
狂
歌
は
引
き
ま
せ
ん
が
︑
そ
の
歌
の
内
容
に
相
応
し
た
︑
犯
人
た
ち
の
心
理
が
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
ね
︒

た
ぶ
ん
西
鶴
は
︑
当
時
世
の
中
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
ん
な
巷
説
を
︑
さ
ら
っ
と
利
用
し
て
い
る
の
で
す
︒
こ
ん
な
わ
ず
か
な
話
で
も
判
明

す
る
の
は
有
り
難
く
︑
西
鶴
が
原
拠
を
よ
く
用
い
る
こ
と
︑
し
か
も
︑
そ
の
際
に
は
変
形
を
加
え
る
の
が
常
で
あ
る
こ
と
︑
と
い
う
創
作

の
特
性
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
︒

と
こ
ろ
で
︑
西
鶴
の
方
で
は
︑
立
て
籠
も
り
事
件
を
起
こ
す
︑
こ
の
三
人
の
犯
人
に
つ
い
て
︑

有
時
︑
中
小
姓
三
人
︑
不
断
心
の
あ
ふ
友
と
し
て
︑
外
を
か
ま
は
ず
︑
見
ぐ
る
し
き
程
︑
念ね
ん

比ご
ろ

に
か
た
り
し
が
︑
か
ゝ
る
心
ざ
し
よ

り
家
の
掟
を
そ
む
き
︑
若
道
を
好
み
︑
⁝

と
述
べ
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
若
者
三
人
は
ふ
だ
ん
か
ら
と
て
も
仲
の
良
い
友
だ
ち
で
︑
外
の
人
の
見
る
目
も
か
ま
わ
ず
︑
見
苦
し

い
ほ
ど
に
親
し
く
し
て
い
た
と
い
う
︒
こ
う
い
う
指
摘
と
い
う
か
観
察
眼
が
︑
西
鶴
の
鋭
い
と
こ
ろ
で
︑
前
近
代
の
日
本
人
の
行
動
規
範

や
美
意
識
を
知
る
上
で
参
考
に
な
り
ま
す
︒

考
え
て
み
ま
す
と
︑
現
代
の
学
校
教
育
で
も
職
場
で
も
︑
仲
良
く
す
る
こ
と
は
積
極
的
に
推
奨
さ
れ
る
も
の
の
︑
あ
ま
り
に
仲
良
く
し

す
ぎ
る
こ
と
の
問
題
点
の
方
は
︑
言
及
さ
れ
ま
せ
ん
︒
と
こ
ろ
が
︑
既
に
論
語
に
﹁
君
子
の
交
り
は
淡
き
こ
と
水
の
如
し
⁝
﹂
な
ど
と
あ

る
よ
う
に
︑
こ
の
問
題
は
古
く
よ
り
気
づ
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
特
に
周
囲
の
人
々
に
疎
外
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
︑
過
剰
な
仲
良
し
グ
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ル
ー
プ
の
ふ
る
ま
い
は
︑
他
者
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
お
り
︑
西
鶴
の
い
う
よ
う
に
指
弾
さ
れ
る
べ
き
問
題
行
動
で
あ
る
は
ず
で
す
︒

い
つ
ま
で
も
跡
を
絶
た
な
い
︑
自
殺
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
深
刻
な
い
じ
め
事
件
も
︑
全
然
無
関
係
の
人
間
関
係
か
ら
生
ず
る
の
で
は

な
く
︑
そ
れ
ま
で
の
仲
良
し
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
い
じ
め
や
排
除
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
殊
に
最
近
の
ラ

イ
ン
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
二
六
時
中
の
密
着
し
た
付
き
合
い
を
要
求
し
︑
醴
あ
ま
ざ
けの
如
き
不
適
切
な
交
わ
り
を
助
長
す
る
危
険
性
が
高
い
︒
今
後

は
︑
子
ど
も
た
ち
や
学
生
さ
ん
に
﹁
あ
ん
ま
り
仲
良
く
し
て
は
い
け
な
い
﹂
と
い
う
よ
う
な
教
育
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま

す
︒
こ
ん
な
風
に
古
く
て
新
し
い
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
︑
西
鶴
の
魅
力
な
の
で
す
︒

た
だ
︑
そ
う
い
っ
た
理
念
を
伝
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
︑
理
解
も
浅
い
︒
た
と
え
ば
︑
西
鶴
の
よ
う
な
優
れ
た
文
学
作
品
を
味
読
す

る
の
が
望
ま
し
い
こ
と
で
︑
教
育
効
果
も
高
い
と
思
い
ま
す
︒
さ
ら
に
願
わ
く
は
︑
一
度
や
二
度
読
む
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
う
い
う
も
の

を
読
む
こ
と
を
習
慣
化
す
る
の
が
望
ま
し
く
︑
そ
れ
こ
そ
が
真
の
教
養
教
育
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

ま
た
脱
線
で
す
︒
昨
今
の
大
学
教
育
の
現
場
で
は
︑
シ
ラ
バ
ス
と
い
う
も
の
を
要
求
さ
れ
ま
す
︒
私
は
こ
れ
に
違
和
感
を
感
ず
る
の
で

す
が
︑
断
固
拒
否
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
豪
傑
で
も
な
い
の
で
︑
毎
年
し
ぶ
し
ぶ
拵
え
て
い
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
最
近
︑
非
常
勤
を
頼
ま
れ

た
︑
あ
る
大
学
で
︑
提
出
し
た
シ
ラ
バ
ス
に
対
し
︑
そ
う
い
う
書
き
方
で
は
な
く
︑
こ
の
講
義
を
履
修
し
た
ら
︑
こ
う
い
う
能
力
や
知
識

を
獲
得
で
き
る
と
い
う
か
た
ち
に
書
き
直
し
て
貰
い
た
い
と
だ
め
出
し
が
来
ま
し
た
︒
こ
れ
に
は
呆
れ
て
し
ま
っ
た
︒

は
じ
め
に
申
し
た
通
り
︑
文
学
部
と
は
過
去
を
重
視
す
る
所
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
で
の
多
く
の
時
間
は
︑
死
者
と
の
対
話
に
費
や
さ
れ
ま

す
︒
そ
し
て
︑
書
物
や
文
書
︵
あ
る
い
は
絵
画
や
器
物
な
ど
︶
を
通
し
て
古
人
の
声
を
正
し
く
聞
き
取
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
な
の

で
︑
教
師
は
具
体
的
な
読
解
の
実
践
を
通
し
て
︑
学
生
さ
ん
に
そ
の
技
法
を
見
せ
る
︒
学
生
さ
ん
は
そ
れ
を
見
な
が
ら
︑
自
ら
も
実
践
し

て
︑
そ
の
技
法
を
盗
み
取
る
︒
そ
れ
が
望
ま
し
い
文
学
部
の
講
義
で
す
︒
シ
ラ
バ
ス
の
よ
う
な
工
程
表
と
は
︑
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
も
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の
が
あ
る
︒
少
な
く
と
も
シ
ラ
バ
ス
が
大
学
教
育
を
よ
く
す
る
と
は
︑
到
底
思
わ
れ
な
い
の
で
す
︒

こ
れ
の
み
な
ら
ず
︑
近
年
の
大
学
改
革
に
関
す
る
ア
イ
デ
ア
は
︑
ど
う
も
素
人
考
え
が
多
い
︒
そ
れ
で
も
︑
自
分
が
受
け
た
︑
こ
ん
な

素
晴
ら
し
い
教
育
を
多
く
の
若
者
と
共
有
し
た
い
と
い
う
発
想
が
根
本
に
あ
る
の
な
ら
ば
よ
い
の
で
す
が
︑
そ
ん
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が

な
い
︒
何
か
大
学
や
教
員
に
対
す
る
恨
み
を
返
し
て
い
る
よ
う
な
︑
そ
ん
な
気
さ
え
す
る
の
で
す
︵
笑
︶︒
不
毛
で
す
な
あ
︒

少
し
頭
を
冷
や
し
ま
し
て
︵
笑
︶︑
西
鶴
に
戻
り
ま
す
︒
多
彩
を
誇
る
西
鶴
の
諸
作
の
中
で
︑
先
ほ
ど
の
﹃
新
可
笑
記
﹄
な
ど
︑
武
家

物
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
作
品
群
は
︑
武
士
の
行
動
規
範
︑
い
わ
ゆ
る
武
士
道
の
問
題
を
扱
い
ま
す
︒
実
は
江
戸
期
の
武
士
の
社
会
で
は
︑

行
動
規
範
を
若
い
世
代
に
伝
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
た
め
︑
折
に
触
れ
て
具
体
的
な
武
士
道
譚
が
衆
議
論
評
さ
れ
た
形
跡
が
あ
り
ま
す
︒

先
ほ
ど
紹
介
し
た
﹃
武
鑑
物
語
﹄
の
よ
う
な
種
類
の
書
物
は
︑
そ
の
よ
う
な
営
み
の
所
産
で
︑
各
地
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
こ

の
話
題
は
需
要
が
あ
り
ま
し
た
︒
西
鶴
は
そ
の
需
要
に
︑
と
て
も
高
い
レ
ベ
ル
で
応
え
て
い
る
の
で
す
︒
西
鶴
は
大
坂
の
町
人
で
す
か

ら
︑
武
士
は
あ
く
ま
で
も
他
者
な
の
で
す
が
︑
案
外
武
士
の
世
界
に
詳
し
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
西
鶴
の
終
生
住
ん
で
い
た
大
坂
の
谷
町
筋

東
側
と
い
う
の
が
︑
武
家
地
と
町
屋
の
ち
ょ
う
ど
境
界
線
上
に
位
置
し
︑
西
鶴
の
祖
父
や
父
は
伏
見
よ
り
移
住
し
て
き
た
︑
武
家
を
相
手

と
す
る
刀
剣
関
係
の
商
職
人

私
の
推
理
で
は
た
ぶ
ん
刀
屋

と
見
ら
れ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
は
ず
で
す
︒

今
日
は
具
体
的
に
詳
し
く
解
説
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
す
が
︑
西
鶴
か
ら
学
ん
だ
武
士
道
の
要
諦
を
︑
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
ま
す
と
︑

次
の
三
点
と
な
り
ま
す
︒

①
自
分
は
も
と
よ
り
の
こ
と
︑
他
者
︑
殊
に
敗
者
や
弱
者
の
名
誉
を
最
大
限
に
重
ん
ず
る
こ
と
︒

②
肝
心
要
の
場
面
で
は
︑
自
ら
の
名
利
の
た
め
に
︑
嘘
を
言
わ
な
い
こ
と
︒

③
道
理
を
重
ん
じ
︑
感
情
や
自
己
保
身
を
そ
れ
に
優
先
さ
せ
な
い
こ
と
︒

文
学
部
の
文
明
史
的
意
義
に
つ
い
て
︵
塩
村
︶
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﹁
武
士
道
﹂
と
い
う
と
︑
自
分
や
他
人
の
命
を
軽
ん
ず
る
よ
う
な
︑
と
か
く
殺
伐
と
し
た
︑
武
張
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
︑
殊
に
戦

前
に
は
そ
う
い
っ
た
言
説
が
横
行
し
た
た
め
に
誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
︑
実
は
江
戸
時
代
と
い
う
平
和
な
時
代
に
発
達
し
た
も
の
で

す
か
ら
︑
最
も
重
要
な
の
は
こ
の
よ
う
に
ソ
フ
ト
な
側
面
な
の
で
す
︒
こ
れ
ら
が
武
士
の
み
な
ら
ず
︑
農
も
工
も
商
も
︑
み
ん
な
が
基
本

的
に
是
と
し
た
日
本
人
の
行
動
規
範
な
い
し
美
意
識
な
の
で
し
た
︒

念
の
た
め
に
︑
外
の
資
料
も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
︑
や
は
り
岩
瀬
文
庫
で
出
会
っ
た
﹃
八
盃
豆
腐
﹄
と
い
う
書
物
で
す
︵
図

版
10
︶︒
著
者
な
ど
は
不
明
で
す
が
︑
内
容
よ
り
見
て
︑
こ
ち
ら
は
出
羽
庄
内
藩
の
家
中
で
語
ら
れ
た
武
士
道
の
衆
議
を
反
映
し
た
本
ら

し
い
︒
そ
の
中
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
り
ま
し
た
︒

或
老
士
︑
若
き
者
を
集
て
言
け
る
は
︑
心
は
快
活
に
し
て
撓た
ゆ

ま
ざ
ら
ん
事
を
要
す
︒
故
に
人
は
常
に
大
丈
夫
の
志
を
養
ふ
べ
し
︒

勇
た
ら
ざ
る
者
は
心
常
に
困
く
る
し

む
︒
心
し
づ
ま
つ
て
困
む
時
は
︑
生
て
此
世
に
益
な
し
︒
勇
は
︑
血
気
を
以
︑
物
と
争
ひ
勝
事
を
つ

と
む
る
に
は
非
ず
︒
此
気
此
心
活
し
て
︑
健
に
泰
然
と
し
て
能
決
断
し
︑
屈
す
る
事
な
く
迷
ふ
事
な
く
︑
天
下
の
大
変
に
逢
て
も

心
転
動
す
る
事
な
き
の
儀
也
︒
あ
し
く
心
得
て
物
に
せ
ま
る
べ
か
ら
ず
︒
学
文
と
云
も
︑
道
を
知
て
此
心
の
自
由
を
得
︑
快
活
に

し
て
内
転
動
す
る
事
な
く
︑
困
む
こ
と
な
か
ら
ん
が
為
也
︒
⁝

ど
う
で
す
︑
い
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
︒
私
は
こ
れ
を
座
右
の
銘
に
し
て
い
ま
す
︒
町
を
歩
い
て
い
て
も
そ
う
で
す
が
︑
大
学

の
よ
う
に
浮
世
の
塵
か
ら
少
し
は
遠
い
所
に
い
て
さ
え
︑
苦
虫
を
か
み
つ
ぶ
し
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
人
が
多
い
︵
笑
︶︒
た
い
が
い

は
勇
た
ら
ざ
る
が
故
に
︑
心し
ん

を
労
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
︒
こ
こ
に
も
﹁
勇
は
︑
血
気
を
以
︑
物
と
争
ひ
勝
事
を
つ
と
む
る
に
は
非
ず
﹂

と
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
る
︒
こ
れ
が
︑
ま
と
も
な
武
士
道
な
の
で
す
︒
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史
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か
つ
て
の
日
本
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
武
士
道
と
い
う
立
派
な
美
意
識
が
あ
っ
た
の
に
︑
明
治
維
新
以
降
︑
富
国
強
兵
の
た
め
に
無
理
な

近
代
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
中
で
︑
そ
れ
を
ど
ん
ど
ん
削
り
落
と
し
続
け
て
き
ま
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
戦
前
の
軍
隊
で
は
上
官
が
部
下
を

殴
る
こ
と
が
日
常
的
に
行
わ
れ
︑
民
間
の
学
校
な
ど
で
も
同
様
と
な
り
ま
し
た
が
︑
人
の
頭
や
頬
を
張
る
の
は
侮
辱
的
行
為
の
最
た
る
も

の
で
︑
江
戸
時
代
に
は
と
て
も
嫌
わ
れ
ま
し
た
︵
武
士
道
①
違
反
︶︒
僕
が
大
学
に
入
っ
た
昭
和
五
十
一
年
春
に
明
る
み
に
出
た
ロ
ッ
キ
ー

ド
事
件
で
は
︑
社
会
的
な
地
位
の
あ
る
人
た
ち
が
︑
巨
額
の
カ
ネ
の
授
受
に
つ
い
て
﹁
記
憶
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
﹂
を
連
発
し
︑
国
民
を
唖

然
と
さ
せ
︑
そ
の
後
︑
同
じ
よ
う
な
形
式
論
理
が
大
手
を
振
っ
て
ま
か
り
通
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︵
②
違
反
︶︒
最
近
も
国
際
的
に
名

の
通
っ
た
一
流
企
業
で
︑
上
司
の
命
令
に
よ
り
粉
飾
決
算
を
行
い
︑
結
果
的
に
企
業
の
み
な
ら
ず
国
の
信
用
を
地
に
堕
と
し
ま
し
た
︵
③

違
反
︶︒
職
場
で
も
学
校
で
も
︑
い
じ
め

衆
を
恃
ん
で
威
を
な
す
卑
怯

が
堂
々
と
行
わ
れ
︑
ス
ト
ー
カ
ー
や
Ｄ
Ｖ

腕
力

を
恃
ん
で
威
を
な
す
卑
怯

も
跡
を
絶
ち
ま
せ
ん
︵
①
違
反
︶︒
か
つ
て
太
い
鰹
節
の
よ
う
だ
っ
た
武
士
道
も
︑
鉛
筆
の
よ
う
に
や
せ

細
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
現
代
で
す
︒

国
民
が
︑
か
つ
て
あ
っ
た
美
意
識
を
わ
ず
か
で
も
再
認
識

つ
ま
り
①
②
③
に
反
し
た
行
為
を
そ
れ
と
認
定
し
た
上
で
き
ち
ん
と

軽
蔑
す
る
こ
と
で
す

す
る
な
ら
ば
︑
家
庭
も
学
校
も
職
場
も
地
域
社
会
も
少
し
は
平
和
に
な
る
︒
企
業
も
信
頼
さ
れ
︑
国
政
も
ま

と
も
に
な
る
︒
そ
し
て
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
立
場
も
同
様
で
︑
武
力
に
頼
ら
ず
に
安
全
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︱
︱
日
本
人

は
肝
腎
の
場
面
で
は
嘘
を
言
わ
な
い
と
い
う
定
評
が
確
立
さ
れ
た
ら
領
土
問
題
な
ど
一
発
で
解
消
で
す

︒
そ
の
よ
う
に
思
う
の
で

す
が
︑
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
に
過
ぎ
る
で
し
ょ
う
か
︒
し
か
し
︑
現
代
の
混
迷
を
解
決
す
る
方
策
が
︑
外
に
何
か
あ
り
得
ま
し
ょ
う
か
︒

そ
の
一
方
で
︑
元
禄
の
昔
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
日
本
人
の
弱
点
も
あ
る
の
で
︑
そ
の
お
話
を
し
て
お
き
ま
す
︒
こ
れ
ま
た
岩
瀬
文
庫

で
出
会
っ
た
本
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
は
西
鶴
と
同
時
代
に
京
都
で
活
躍
し
た
朱
子
学
者
︑
藤
井
懶ら
ん

斎さ
い

︵
一
六
二
八
～
一
七
〇
九
︶
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の
書
い
た
漢
文
体
の
写
本
随
筆
﹃
睡
餘
録
﹄
で
す
︒
そ
の
中
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
し
た
︒
私
に
読
み
下
し
て
お
き
ま
す
︒

世
人
︑
恒つ
ね

に
言
ふ
︑
人
の
勇
悍
な
る
は
中
華
四
夷
︑
な
ん
ぞ
本
邦
に
及
ば
ん
と
︒
竊ひ
そ

か
に
惟お
も

ふ
に
︑
未
だ
必
ず
し
も
尽
こ
と
ご
とく
然
ら
ず
︒

各お
の
お
の

長
ず
る
処
有
り
︒
若
し
夫
れ
関
を
斬
り
旗
を
奪
ひ
︑
死
地
に
入
り
先
登
す
れ
ば
︑
則
ち
中
華
人
︑
固も
と

よ
り
ま
さ
に
本
邦
人
に
及

ば
ざ
る
べ
し
︒
是
を
以
て
中
華
人
を
視み

れ
ば
︑
あ
た
か
も
嬰え
い

孩が
い

︵
あ
か
ご
︶
の
ご
と
し
︒
そ
の
闇
主
に
直
諫
し
︑
権
臣
を
面
折
す
る

に
至
り
て
は
︑
鼎て
い

鑊か
く

︵
釜
ゆ
で
︶
を
覩み

る
こ
と
︑
蔗
飴

し
よ
い

︵
水
あ
め
︶
の
如
し
︒
則
ち
中
華
人
︑
尤
も
愈ま
さ

れ
り
︒
是
を
以
て
本
邦
人
を

視
れ
ば
︑
顧か
え

つ
て
婦
女
の
ご
と
し
︒

不
適
切
な
君
主
や
重
臣
に
対
し
て
︑
面
と
向
か
っ
て
諫
め
批
判
す
る
こ
と
が
︑
真
の
勇
気
で
あ
っ
て
︑
歴
史
を
見
れ
ば
︑
中
国
人
に
比
べ

て
︑
日
本
人
は
そ
の
点
で
劣
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
︒
今
こ
そ
︑
わ
れ
わ
れ
の
一
人
一
人
が
拳
々
服
膺
す
べ
き
言
葉
だ
と
思
う
の
で
す

が
︑
い
か
が
で
し
ょ
う
か
︒
先
に
お
示
し
し
た
武
士
道
の
三
原
則
の
う
ち
︑
③
道
理
を
重
ん
じ
︑
感
情
や
自
己
保
身
を
そ
れ
に
優
先
さ
せ

な
い
こ
と
と
い
う
の
は
︑
実
は
こ
の
こ
と
な
の
で
す
が
︑
実
際
の
局
面
で
は
難
し
く
︑
だ
か
ら
こ
そ
普
段
か
ら
弱
点
と
し
て
意
識
し
て
お

く
こ
と
が
肝
要
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
根
拠
の
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
点
で
も
︑
こ
れ
は
見
識
の
あ

る
発
言
で
す
ね
︒

今
か
ら
百
年
ち
ょ
っ
と
前
の
明
治
四
十
四
年
八
月
︑
和
歌
山
で
夏
目
漱
石
が
﹁
現
代
日
本
の
開
化
﹂
と
い
う
有
名
な
講
演
を
し
て
い
ま

す
︒
そ
こ
で
は
︑

西
洋
の
開
化
は
内
発
的
で
あ
っ
て
︑
日
本
の
現
代
の
開
化
は
外
発
的
で
あ
る
︒
⁝
今
の
日
本
の
開
化
は
地
道
に
の
そ
り
の
そ
り
と
歩

く
の
で
は
な
く
っ
て
︑
や
ッ
と
気
合
を
懸
け
て
は
ぴ
ょ
い
ぴ
ょ
い
と
飛
ん
で
行
く
の
で
あ
る
︒
⁝
吾
々
の
開
化
が
機
械
的
に
変
化
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
に
た
だ
上
皮
を
滑
っ
て
行
き
︑
ま
た
滑
る
ま
い
と
思
っ
て
踏
張
る
た
め
に
神
経
衰
弱
に
な
る
と
す
れ
ば
︑
ど

文
学
部
の
文
明
史
的
意
義
に
つ
い
て
︵
塩
村
︶
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う
も
日
本
人
は
気
の
毒
と
言
わ
ん
か
憐
れ
と
言
わ
ん
か
︑
誠
に
言
語
道
断
の
窮
状
に
陥
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
⁝
と
に
か
く
私
の

解
剖
し
た
事
が
本
当
の
と
こ
ろ
だ
と
す
れ
ば
我
々
は
日
本
の
将
来
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
ど
う
し
て
も
悲
観
し
た
く
な
る
の
で
あ
り

ま
す
︒
外
国
人
に
対
し
て
乃
公
の
国
に
は
富
士
山
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
馬
鹿
は
今
日
は
あ
ま
り
云
わ
な
い
よ
う
だ
が
︑
戦
争
以
後

一
等
国
に
な
っ
た
ん
だ
と
い
う
高
慢
な
声
は
随
所
に
聞
く
よ
う
で
あ
る
︒
な
か
な
か
気
楽
な
見
方
を
す
れ
ば
で
き
る
も
の
だ
と
思
い

ま
す
︒

と
語
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
漱
石
は
日
本
の
開
化
︑
つ
ま
り
近
代
化
を
根
本
的
な
悲
劇
だ
と
と
ら
え
︑
何
の
処
方
箋
を
与
え
る
こ
と

も
な
く
︑
た
だ
た
だ
嘆
い
て
い
る
︒
こ
れ
が
ま
と
も
な
知
性
の
あ
り
方
で
す
︒
し
か
も
︑
こ
の
講
演
が
︑
日
清
と
日
露
の
戦
勝
を
経
て
間

も
な
い
時
点
で
な
さ
れ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
︒
そ
の
後
︑
漱
石
の
憂
え
た
日
本
の
窮
状
は
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
ま

す
ま
す
深
化
し
ま
す
︒
そ
の
行
き
着
く
先
が
︑
日
本
の
歴
史
上
︑
最
大
最
悪
の
災
厄
で
あ
る
一
九
四
五
な
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
残
念
な
が

ら
︑
そ
の
窮
状
は
現
在
に
ま
で
連
な
り
︑
そ
の
一
つ
の
顕
れ
が
三
・
一
一

も
ち
ろ
ん
人
災
の
方
で
す

な
の
で
し
た
︒

何
を
申
し
上
げ
た
い
か
と
い
う
と
︑
明
治
維
新
以
降
の
近
代
化
を
︑
そ
ろ
そ
ろ
き
ち
ん
と
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ

の
た
め
に
は
︑
人
文
学
の
蓄
積
し
た
叡
智
を
必
ず
参
照
し
な
い
と
い
け
な
い
︒
つ
ま
り
︑
今
こ
そ
文
学
部
の
出
番
な
の
で
す
︒

最
後
に
︑
文
学
部
の
な
す
べ
き
仕
事
に
つ
い
て
︑
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
て
お
き
ま
す
︒
人
間
と
い
う
も
の
は
︑
同
時
代
の
論
理
だ
け
で

生
き
︑
同
時
代
の
本
だ
け
を
読
ん
で
い
た
の
で
は
︑
気
づ
か
な
い
こ
と
が
多
い
︒
幸
い
日
本
は
﹁
書
物
の
国
﹂
で
︑
先
人
の
努
力
の
お
か

げ
で
た
く
さ
ん
の
智
慧
が
書
き
残
さ
れ
た
︒
そ
れ
を
ま
ず
︑
き
ち
ん
と
読
む
こ
と
こ
そ
が
文
学
部
の
仕
事
で
す
︒

た
だ
し
︑
そ
れ
は
簡
単
じ
ゃ
な
い
︒
文
字
の
問
題
︑
言
葉
の
問
題
︑
文
脈
の
背
景
に
あ
る
世
界
観
の
変
化
の
問
題
な
ど
︑
誤
読
を
も
た

ら
す
要
因
が
た
く
さ
ん
に
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
︑
た
く
さ
ん
の
参
考
資
料
を
見
な
い
と
い
け
な
い
︒
あ
ら
ゆ
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る
文
脈
の
可
能
性
を
吟
味
し
尽
く
さ
な
い
と
い
け
な
い
︒
そ
の
た
め
に
は
い
ろ
ん
な
人
生
︑
も
の
の
考
え
方
に
対
す
る
想
像
力
を
身
に
付

け
な
い
と
い
け
な
い
︒

さ
ら
に
︑
ど
の
よ
う
な
人
生
が
︑
そ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
の
か
を
知
る
た
め
に
︑
作
家
の
伝
記
資
料
に
も
こ
だ
わ
り
た
い
︒
純
粋
に

テ
キ
ス
ト
︵
本
文
︶
だ
け
を
読
む
の
は
実
り
が
薄
い
も
の
で
す
︒

そ
し
て
何
よ
り
も
﹁
書
物
﹂
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
︒
古
典
は
原
典
が
残
ら
な
い
の
が
通
例
で
す
︒
書
物
は
基
本
的
に
複
製

物
な
が
ら
︑
現
存
す
る
書
物
間
に
あ
る
微
妙
な
差
異
を
比
較
す
る
こ
と
に
︑
書
物
を
読
み
解
く
重
要
な
カ
ギ
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い

か
ら
で
す
︒

以
上
を
要
す
る
に
︑
昔
の
人
が
考
え
や
思
い
を
残
し
た
﹁
書
物
﹂
を
︑
少
し
で
も
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
︑
そ
こ
か
ら
得
た
知
見
を
公

表
し
て
﹁
書
物
﹂
に
新
た
な
価
値
を
与
え
て
ゆ
く
こ
と
︒
そ
ん
な
仕
事
を
︑
教
員
と
学
生
と
が
同
じ
方
向
を
向
い
て
︑
一
緒
に
切
磋
琢
磨

す
る
所
︑
そ
れ
が
文
学
部
な
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
し
ば
ら
く
の
間
︑
逆
風
の
時
代
が
続
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
文
学
部
の
同
志
と
し
て
︑

皆
さ
ん
︑
と
も
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
︒

︵
し
お
む
ら

こ
う
・
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
日
本
文
学
︶
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史
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