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ま
え
が
き

　
人
の
価
値
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
棺
を
覆
う
て
始
め
て
決
ま
る
。
だ
か
ら
人
を
批
評
せ
ん
と
な
ら
ば
、

そ
の
人
が
棺
を
覆
う
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
完
全
な
事
は
い
え
な
い
。
殊
に
互
い
に
こ
の
世
に
あ
る
う
ち
は
、

兎
角
無
益
な
感
情
に
囚
わ
れ
て
正
し
い
認
識
を
得
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
天
才
の
作
品
が
時
代
と
共
に
そ

の
光
を
増
し
て
、
在
世
中
は
殆
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
が
、
後
年
に
至
っ
て
次
第
に
認
め
ら

れ
、
つ
い
に
確
乎
不
動
の
価
値
を
得
て
、
至
上
の
地
位
に
据
え
ら
れ
る
例
の
多
い
の
は
、
主
と
し
て
こ
の

理
由
に
よ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
作
品
の
価
値
は
、
そ
の
作
品
の
生
ま
れ
た
時
か
ら
既
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
後
に
付
加
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
傑
作
の
価
値
が
後
代
に
至
っ
て
始
め
て
認
め
ら
れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
始
め
か
ら
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
認
め
る

人
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
ぼ
ろ
げ
に
そ
の
価
値
が
解
る
よ
う
な
人
で
も
、
在
世
中
は
と
か
く
、
有
情
の

色
眼
鏡
に
惑
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
、
現
代
の
人
物
の
作
品
を
完
全
に
批
評
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
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い
。
だ
が
こ
れ
は
眼
の
あ
る
人
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
但
し
多
く
の
人
は
そ
れ
を
や
ら
な

い
。
書
に
つ
い
て
い
え
ば
、
過
去
の
人
で
既
に
一
定
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
の
書
は
云
々
す
る
が
、

現
代
の
書
を
簡
明
直
截
に
批
評
す
る
も
の
は
殆
ど
な
い
。
彼
等
は
悧
巧
り
こ
う
だ
か
ら
、
敢
え
て
自
己
の
不
明
を

暴
露
す
る
よ
う
な
危
険
の
あ
る
仕
事
を
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
私
が
そ
れ
を
や
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
は
、
し
か
し
、
あ
え
て
人
の
や
ら
な
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る

稚
気
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
書
に
対
す
る
観
賞
の
力
を
養
う
一
助
と
も
な
れ
ば
と
思

う
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
以
て
お
断
り
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
私
が
こ
こ
に
拉らっ
し
来
る
書
は
い
ず
れ
も
能

書
の
部
に
入
る
、
謂
わ
ば
現
代
一
流
の
書
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
あ
え
て
誇
大
な
讃

辞
は
呈
上
し
な
い
が
、
こ
こ
に
問
題
と
し
た
だ
け
で
、
い
ず
れ
も
優
れ
た
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
御
承

知
あ
り
た
い
。
よ
く
な
い
書
は
始
め
か
ら
問
題
に
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
な
お
私
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ

の
時
々
の
気
持
で
気
の
向
い
た
人
を
取
り
あ
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
順
序
も
な
に
も
な
い
。
ま
た
時
に
既
に

物
故
し
た
人
の
も
の
で
も
、
大
体
現
代
に
入
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
の
は
、
構
わ
ず
取
入
れ
て
論

評
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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頭
山
満
翁
の
書

　
前
口
上
が
大
部
長
く
な
っ
た
か
ら
早
速
始
め
る
。
ま
ず
最
初
は  

頭  

山  

満  

と
う
や
ま
み
つ
る

翁
の
書
だ
。
「
淡
如
雲
　

　
頭
山
満
」
と
書
い
て
あ
る
。
淡
と
し
て
雲
の
如
し
…
…
な
か
な
か
い
い
字
で
あ
る
。
頭
山
翁
の
字
は
度

々
見
受
け
る
が
、
時
に
い
か
が
わ
し
い
も
の
を
見
る
。
偽
筆
が
多
い
の
だ
。
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
本
物

だ
。
堂
々
た
る
も
の
で
あ
る
。

　
だ
が
全
体
を
何
気
な
く
見
渡
し
て
、
少
し
書
の
解
る
人
な
ら
誰
に
で
も
ま
ず
第
一
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
と
思
う
こ
と
は
、
「
雲
」
と
い
う
字
の
特
異
性
で
あ
る
。
「
雲
」
が
な
ん
と
な
く
目
立
つ
、
そ
れ
も

よ
い
意
味
で
目
立
つ
の
で
は
な
く
、
な
ん
と
な
く
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
で
目
立
つ
。
「
淡
如
」
と
書
き
流
し

て
来
て
、
さ
あ
今
度
は
「
雲
」
を
書
く
ん
だ
ぞ
と
い
う
新
た
な
気
構
え
で
書
い
て
い
る
。
そ
こ
に
気
持
の

段
落
が
あ
る
た
め
に
、
「
雲
」
と
い
う
字
が
「
淡
如
」
に
着
い
て
い
な
い
。
別
に
書
い
て
お
い
た
字
を
取

っ
て
く
っ
つ
け
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
初
心
の
人
に
も
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　
し
か
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
惟おも
う
に
頭
山
翁
は
「
雲
」
の
こ
う
い

う
略
し
方
、
こ
う
い
う
形
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
い
く
度
も
書
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
平
然
と
誰
に
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で
も
解
る
程
度
に
略
し
て
「
雲
」
と
書
く
時
に
は
、
少
な
く
も
「
淡
如
」
と
同
じ
熱
力
を
以
て
書
く
事
が

出
来
た
に
違
い
な
い
。
し
か
る
に
こ
う
い
う
略
し
方
、
こ
う
い
う
形
に
興
味
が
あ
っ
た
ば
か
り
に
、
柄
に

囚
わ
れ
て
、
気
持
の
上
に
変
化
が
起
き
て
い
る
。
私
の
い
わ
ゆ
る
字
の
芝
居
を
す
る
動
機
と
な
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
意
味
か
ら
「
雲
」
を
書
く
に
当
っ
て
、
「
淡
如
」
と
書
き
流
し
て
来
た
時
の
気
持

と
は
自
ず
か
ら
異
な
る
も
の
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
あ
い
よ
い
よ
あ
の
字
、
あ
の
く
ず
し
方
を

と
い
う
外
れ
た
興
味
が
知
ら
ず
識
ら
ず
働
い
て
、
そ
れ
が
こ
の
字
を
し
て
全
体
に
そ
ぐ
わ
な
い
特
異
な
る

も
の
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
元
々
形
に
興
味
を
も
っ
て
書
き
慣
れ
た
字
だ
か
ら
、
筆
は
器
用
に
運
ば
れ
た
が
、
精
彩
が
な
い
。
「
淡

如
」
に
熱
が
あ
っ
て
、
「
雲
」
に
熱
が
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
不
調
和
な

感
じ
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
さ
て
、
と
も
か
く
そ
う
し
て
「
淡
如
雲
」
と
書
き
終
っ
た
頭
山
翁
は
、
こ
こ

で
ほ
っ
と
し
た
も
の
ら
し
い
。
あ
と
は
何
の
気
構
え
も
な
く
平
然
と
署
名
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
頭
山
満
」

な
る
文
字
が
全
体
の
内
で
、
最
も
素
直
に
最
も
よ
く
こ
な
れ
て
出
来
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
額
の
う
ち
で

は
最
後
の
署
名
が
一
段
と
立
ち
勝
っ
て
燦
然
と
芸
術
的
に
輝
い
て
い
る
。

　
以
上
は
、
も
ち
ろ
ん
私
が
仮
に
こ
う
も
あ
ろ
う
か
と
心
理
的
解
剖
を
試
み
て
の
言
で
あ
る
が
、
字
の
出

来
栄
え
か
ら
い
っ
て
、
ど
う
し
て
も
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
こ
の
書
が
始
め
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か
ら
終
り
ま
で
、
こ
の
署
名
の
調
子
で
書
か
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
素
晴
ら
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
が
い
え
る
。
し
か
る
に
、
そ
れ
が
惜
し
く
も
三
段
に
分
れ
て
い
る
。
「
雲
」
の
字
が
「
淡
如
」
の

熱
と
力
で
書
か
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
よ
り
ま
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
を
裏
か
ら
い
え
ば
、
頭
山
翁
も
時
に
気
持
が
分
裂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
少
し
く
皮
肉
な
表

現
を
か
り
て
い
え
ば
、
少
な
く
も
筆
を
持
っ
た
場
合
、
背
伸
び
を
し
た
と
い
え
る
と
思
う
。

　
次
に
い
さ
さ
か
細
部
に
立
入
っ
て
み
れ
ば
、
翁
の
書
は
習
っ
た
書
で
は
な
い
。
書
と
し
て
の
技
術
か
ら

い
え
ば
難
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
さ
す
が
人
柄
だ
け
に
優
れ
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
筆
頭
の
一
線
、
す

な
わ
ち
「
淡
」
の
散
水
を
引
い
た
縦
の
一
線
な
ど
、
い
か
に
も
頭
山
翁
の
よ
い
と
こ
ろ
が
出
て
い
る
。
力

も
籠
っ
て
い
て
、
し
か
も
渋
味
が
あ
る
。
一
種
の
風
格
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
次
の
、
第
二
の
縦
線

（
途
中
段
を
持
っ
て
釣
針
の
よ
う
に
曲
っ
た
線
）
も
殆
ど
同
じ
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
淡
」
の
一
字
の
う

ち
に
既
に
こ
の
二
本
の
線
が
重
複
の
感
を
与
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
更
に
「
如
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
同

じ
線
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
風
に
三
本
同
じ
調
子
の
線
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
、
重
複
の
感
が
あ

っ
て
、
な
ん
と
な
く
重
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
こ
と
は
大
し
た
事
で
は
な
い
が
、
書
の
技
術
と

い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
熟
達
し
た
も
の
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の
額
に
お
い

て
一
番
こ
な
れ
て
芸
術
的
に
光
っ
て
い
る
も
の
は
「
頭
山
満
」
な
る
署
名
の
文
字
で
あ
る
。
こ
の
上
は
こ
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の
調
子
で
、
上
の
三
字
の
題
字
が
書
き
こ
な
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
（
昭
和
十
年
）

　
　
　
正
木
直
彦
先
生
の
書

　
書
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ば
書
家
風
に
習
っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
書
が
い
わ
ゆ
る
書
家
流
に
堕
さ
ぬ
の

を
宜
し
と
す
る
。
そ
れ
が
習
書
の
要
訣
だ
。
と
こ
ろ
が
書
を
習
っ
た
も
の
は
、
百
人
が
百
人
、
如
何
い
か
ん
せ
ん

書
家
流
に
堕
す
る
の
が
常
だ
。
実
に
そ
れ
が
世
上
の
通
則
と
な
っ
て
い
る
。

　
書
家
流
は
、
し
か
ら
ば
な
ぜ
い
け
な
い
か
が
問
題
だ
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
書
家
風
が
い
け
な
い
と
い
う

の
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
表
面
的
技
巧
本
意
に
の
み
な
っ
て
い
て
、
中
味
が
無
価
値
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

技
巧
が
主
に
な
る
と
、
技
術
上
に
関
す
る
事
柄
に
興
味
が
偏
し
て
、
例
え
ば
、
ど
う
い
う
風
の
横
線
が
よ

い
と
か
、
ど
う
い
う
撥は
ね
方
が
お
も
し
ろ
い
と
か
、
そ
の
ほ
か
筆
に
力
を
入
れ
る
と
か
入
れ
な
い
と
か
、

太
い
と
か
細
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
外
観
を
飾
る
技
術
工
作
が
一
番
重
大
事
件
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
来

る
。
こ
れ
が
誰
し
も
ま
ぬ
が
れ
ぬ
習
書
途
上
の
通
弊
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
技
術
本
位
か
ら
次
第
に
邪
道
に
堕
す
る
事
は
、
結
局
は
筆
者
に
天
分
が
な
い
こ
と
と
、
見
識

が
足
ら
ぬ
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
も
っ
と
適
切
に
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
者
は
書
の
生
命
が
、
価
値
が
、
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結
局
技
術
の
外
に
在
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
悟
ら
な
い
稚
鈍
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
書
の
生
命
と
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
が
大
部
分
は
技
術
で
あ
っ
て
、
ほ
ん
の
一
小
部
分
が
内
容
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
貫
名
ぬ
き
な
の
よ
う
な
人
は
日
本
に
お
け
る
空
前
絶
後
の
能
書
家
と
し
て
最
も
重
大
視
さ
れ
、

珍
重
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
明
治
年
代
に
例
を
取
れ
ば
、
今
で
も
ま
だ
と
や
か
く
い
わ

れ
て
い
る
梧
竹
ご
ち
く
翁
の
書
な
ど
は
そ
れ
こ
そ
大
し
た
能
書
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど

梧
竹
は
、 

鳴  

鶴 

め
い
か
く

や
巌
谷
い
わ
や
（ 

一  

六 

い
ち
ろ
く

）
に
比
べ
れ
ば
書
家
離
れ
し
て
、
こ
な
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
調

子
も
高
い
が
、
し
か
し
、
根
本
的
に
見
れ
ば
や
は
り
、
鳴
鶴
、
一
六
な
ど
と
同
じ
く
書
家
流
に
囚とら
わ
れ
て

い
て
、
中
味
が
貧
弱
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
超
越
し
て
い
る
よ
う
に
外
観
は
見
え
て
い
て
も
、
そ
れ
が
筆

先
の
技
術
か
ら
来
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
職
人
的
技
巧
趣
味
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
超
越
し
た
風
に
構

え
な
が
ら
、
実
は
少
し
も
超
越
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
内
容
が
貧
弱
で
あ
り
、
書
と
し

て
の
生
命
が
枯
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
近
頃
、
人
が
か
れ
こ
れ
い
う
僧
侶
の
書
中
、
例
え
ば  

寂    

厳  

じ
ゃ
く
ご
ん

な
ど
が
、
と
や
か
く
も
て
囃
さ
れ
て
い

る
が
、
や
は
り
、
こ
れ
ら
も
技
術
本
位
が
盛
り
沢
山
で
、
い
か
ん
せ
ん
書
家
流
に
堕
し
て
い
る
。
内
容
の

貧
弱
は
眼
利
き
の
前
に
蔽
う
べ
く
も
な
い
。 

一 

寸 

見 

ち
ょ
っ
と
み

は
筆
も
こ
な
れ
て
い
て
、
字
体
も
な
か
な
か
気
が

利
い
て
お
も
し
ろ
く
あ
る
が
、
惜
し
い
哉かな
、
そ
の
根
本
が
書
家
風
に
堕
し
て
い
て
、
尊
び
難
い
も
の
が
あ
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る
。
そ
こ
へ
行
く
と
良
寛
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
さ
す
が
に
形
も
よ
く
、
古
調
の
高
い
と
こ
ろ
を
堅
持
し

て
、
そ
の
内
容
の
充
実
せ
る
こ
と
、
実
に
寂
厳
そ
の
他
、
近
世
の
僧
侶
の
中
に
比
類
を
求
む
べ
く
も
な
い

超
能
書
で
あ
る
。
全
く
高
僧
、
良
寛
そ
の
人
の
全
人
格
を
も
っ
て
書
に
当
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
不
思
議
な
の
は
、
書
を
書
家
流
に
学
び
な
が
ら
書
家
風
に
堕
さ
ず
、
書
家
流
の
埒
外
に
立
ち
、

本
格
的
な
書
を
書
い
た
人
が
明
治
時
代
に
あ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
外
で
も
な
い 

副  

島  

種  

臣 

そ
え
じ
ま
た
ね
お
み

伯
で
あ
る
。

種
臣
伯
は
明
治
の
聖
代
を
通
じ
て
比
肩
す
る
も
の
の
な
い
ま
で
に
断
然
能
く
優
れ
た
書
を
書
い
て
い
る
。

け
だ
し
こ
れ
な
ど
は
異
例
と
す
る
も
の
だ
。
傑
物
な
れ
ば
こ
そ
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。

　
そ
こ
で
概
括
し
て
一
般
的
に
注
意
す
る
と
せ
ば
、
ま
あ
う
か
う
か
書
を
習
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
書
を
習
う
に
従
っ
て
技
巧
を
覚
え
、
柄
に
も
な
い
、
身
分
に
も

な
い
書
風
を
撰えら
ん
で
、
そ
こ
に 

匠  

気 

し
ょ
う
き

が
出
る
。
中
に
匠
気
を
有
す
る
か
ら
、
生
じ
っ
か
な
人
間
で
は
、

そ
の
匠
気
に
押
さ
れ
て
、
こ
れ
を
抑
止
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
技
巧
の
面
白
さ
を
忘
れ
る
事
が
出
来
な

い
。
か
く
し
て
ど
う
し
て
も
書
道
が
本
格
に
向
か
な
い
。

　
本
格
と
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
作
為
を
少
な
く
し
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
作
為
な
く
し
て
書
が
書
け
る

人
格
者
と
な
る
覚
悟
を
持
つ
こ
と
だ
。
能
書
の
玄
妙
が
骨
身
に
滲
み
て
い
て
、
ど
う
下
手
に
書
い
て
も
、

そ
れ
が
能
書
と
な
る
と
い
う
境
地
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
多
く
は
書
を
習
う
と
匠
気
の
た
め
に
、
筆
を
駆
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練
す
る
技
巧
を
覚
え
、
一
一
筆
の
先
で
あ
あ
も
し
た
ら
、
こ
う
も
し
た
ら
と
い
う
小
才
な
考
え
が
先
に
立

つ
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
出
来
る
も
の
は
能
書
に
非
ず
し
て
、
能
書
の
被
覆
を
以
て
偽
装
さ
れ
た
い
か
さ
ま

も
の
で
あ
る
に
外
な
ら
ぬ
。
意
地
悪
く
評
せ
ば
、
せ
っ
か
く
御
苦
労
様
と
い
う
よ
り
仕
方
の
な
い
能
書
の

骸むく
ろを
書
き
出
す
ま
で
で
あ
る
。

　
正
木
先
生
の
書
を
評
さ
ん
と
し
て
、
う
か
う
か
、
の
っ
け
か
ら
大
分
講
釈
め
い
て
仕
舞
っ
た
が
、
以
上

の
事
柄
を
腹
に
据
え
て
、
さ
て
お
も
む
ろ
に
上
掲
の
書
を
見
て
戴
く
と
す
る
。

「
十
三
松
堂
」
と
は
正
木
直
彦
先
生
で
あ
る
。
こ
の
書
を
観
る
と
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
書
家
風
習
書
を
学

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
誰
を
習
っ
た
か
別
に
聞
い
て
み
た
こ
と
も
な
い
か
ら
私
は
一
向
知
ら
な
い
が
、
別
段

奇
抜
な
も
の
を
習
わ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
色
々
な
書
を
習
っ
て
い
る
ら
し
い
形
跡
は
読
め
る
。
一
通

り
の
碑
帖
は
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
師
の
「  

風  

信  

帖  

ふ
う
し
ん
じ
ょ
う

」
が
連
想
さ
れ
る
、
子
昂
す
ご
う
、
智
永
ち
え
い
、
董  

と
う
き

其 

昌 

し
ょ
う

な
ど
の
跡
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
習
書
の
跡
が
歴
々
と
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の

書
を
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
書
家
で
は
真
似
の
出
来
な
い
、
垢
抜
け
の
し
た
、
自
由
さ
闊
達
さ
が
あ
る
。
い

わ
ば
余
人
と
同
じ
と
こ
ろ
を
同
じ
よ
う
に
書
い
て
い
て
、
し
か
も
正
木
直
彦
そ
の
人
の
も
の
と
な
り
切
っ

て
い
る
。

　
こ
れ
す
な
わ
ち
書
を
習
っ
て
習
書
の
弊
に
囚
わ
る
る
と
こ
ろ
な
く
、
つ
い
に
手
習
い
離
れ
の
し
て
い
る
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と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
こ
ま
で
進
む
と
、
自
ず
か
ら
自
分
の
字
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
他
人
と
同
じ

こ
と
を
し
て
い
て
、
し
か
も
、
そ
れ
が
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
、
義
太
夫

な
ん
か
で
も
同
じ
で
あ
る
。
手
習
い
離
れ
が
し
て
来
る
と
、
人
と
同
じ
歌
を
同
じ
調
子
で
唄
っ
て
い
て
も
、

全
く
そ
の
人
の
唄
と
な
っ
て
い
て
、
別
に
こ
れ
と
い
っ
て
変
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
妙
味
を
持
つ
。
そ
こ
が
す
な
わ
ち
生
命
で
あ
り
、
内
容
で
あ
る
。

　
正
木
先
生
の
書
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
手
習
い
の
跡
が
歴
々
と
残
っ
て
い
る
。
普
通
こ
う
い
う
ふ

う
に
手
習
い
の
跡
を
残
し
た
書
と
い
う
も
の
は
、
殆
ど
見
る
に
堪
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ

が
見
る
か
ら
に
自
由
で
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
枯
淡
な
味
を
本
格
的
に
見
せ
て
い
る
の
は
、
先
生
の
行
き
方

が
、
作
為
に
終
始
し
な
が
ら
作
為
を
離
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
習
書
に
お
け
る
不
即
不
離
の
妙
諦
は
、

お
そ
ら
く
、
こ
の
書
の
最
大
特
長
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
だ
け
当
り
前
す
ぎ
る
程
、
当
り
前
の
形
の
字
を
書
い
て
、
し
か
も
垢
抜
け
が
し
て
、
さ
っ
ぱ
り
と

し
た
、
卑
し
さ
の
な
い
、
遅
疑
逡
巡
の
微
痕
だ
に
な
い
、
格
に
嵌はま
っ
た
字
を
書
き
得
る
と
い
う
こ
と
は
、

筆
者
が
な
か
な
か
に
至
っ
た
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
字
は
、
以
上
の
説
明
で
明
ら
か
な
如
く
、
あ
く
ま
で
習
っ
て
達
し
た
境
地
で
あ
る
。 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

つ
づ

め
て
い
え
ば
、
天
分
で
あ
り
、
人
間
で
あ
る
が
、
正
直
な
習
書
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
境
地
で
あ
る
こ
と
を
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特
に
注
意
し
て
置
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
習
書
す
る
も
の
の
心
掛
け
と
し
て
、
こ
の
境
涯
に
ま
で
は
い

き
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
す
た
め
で
あ
る
。
習
書
は
近
時
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
多
く
の
習
書
家
が
、
一
人
と
し
て
こ
の
よ
う
に
楽
々
と
書
き
得
な
い
の
は
、
こ
の
書
の
価
値
を

ま
す
ま
す
高
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
よ
き
道
標
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
明
示
し
た
い
。
私
が
書
は
人
格

で
書
け
と
か
、
筆
で
書
け
る
と
思
う
な
と
か
い
う
の
は
、
そ
こ
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
習
書
の
盛
ん

な
る
必
ず
し
も
悪
い
傾
向
で
は
な
い
。
だ
が
、
技
術
本
位
の
習
書
だ
け
で
、
書
が
旨
く
か
け
る
と
思
い
努

力
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
習
書
界
に
現
わ
れ
て
い
る
一
大
不
見
識
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
正
木
先
生
の
こ
の
書
、
習
書
に
よ
っ
て
行
け
な
い
境
涯
で
は
な
い
。
心
掛
け
一
つ

で
行
け
る
書
で
あ
る
。
身
だ
し
な
み
と
し
て
書
道
に
学
び
、
終つい
に
こ
こ
ま
で
行
き
た
い
と
希ねが
う
の
は
、
あ

な
が
ち
私
一
人
の
感
想
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。

　
本
書
は
、
先
生
が
山
中
温
泉
滞
留
中
人
に
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
即
興
的
に
書
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、

近
頃
珍
し
い
気
色
の
い
い
字
で
あ
る
と
し
、
あ
え
て
妄
評
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。

　
あ
く
ま
で
も
身
だ
し
な
み
と
し
て
習
い
、
あ
え
て
急
が
ず
、
尋
常
の
歩
調
に
歩
み
、
体
も
交
わ
さ
ず
、

わ
が
意
に
堕
せ
ず
、
形
と
神
と
を
会
わ
せ
得
た
境
地
、
そ
こ
に
こ
の
書
の
妙
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
け
だ

し
日
本
の
茶
道
に
関
心
を
持
つ
先
生
の
茶
道
観
が
、
い
か
に
先
生
を
益
し
、
こ
こ
に
至
ら
し
め
た
か
を
一
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言
加
え
て
置
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
年
）

　
　
　
徳
川
家
達
公
無
才
の
書

　
か
つ
て
某
枢
密
顧
問
官
の
老
夫
人
と
色
々
な
世
間
話
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
談
た
ま
た
ま
書

道
の
事
に
移
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
と
現
代
諸
名
家
の
書
が
、
話
題
に
上
る
や
、
そ
の
老
夫
人
が
ふ
と
声
を
ひ

そ
め
て
い
う
に
　
　

「
徳
川
さ
ん
は
ほ
ん
と
に
お
気
の
毒
で
す
、
お
手
が
悪
く
て
…
…
あ
れ
で
書
が
お
上
手
だ
と
誠
に
申
し
分

な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
ど
う
い
う
も
の
か
、
珍
し
く
お
手
が
悪
い
。
お
そ
ら
く
華
族
中
で
一
番
お
手
が
悪

い
で
し
ょ
う
。
あ
れ
だ
け
が
あ
の
方
の
玉
に
瑕きず
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
え
」

　
と
、
心
か
ら
気
の
毒
に
思
っ
て
い
る
口
振
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
さ
す
が
の
僕
も
い
さ
さ
か
驚
い

た
。
人
も
あ
ろ
う
に
、
小
生
が
現
代
の
能
筆
中
一
番
尊
敬
し
て
い
る 

徳  

川  

家  

達 

と
く
が
わ
い
え
さ
と

公
の
書
に
対
し
て
、

下
手
呼
ば
わ
り
す
る
さ
え
あ
る
に
、
お
気
の
毒
視
す
る
に
至
っ
て
は
憤
慨
し
て
い
い
の
か
、
噴
飯
し
て
い

い
の
か
、
書
に
対
す
る
そ
の
不
明
に
呆
然
と
し
て
二
の
句
が
継
げ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
枢
密
顧
問
官
の
老
夫
人
独
り
に
限
ら
れ
た
偏
見
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
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う
の
は
、
そ
の
後
ま
た
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
ん
ど
は
相
手
が
世
間
不
見
の
一
婦
人
で
は
な
く
、
東

京
の
さ
る
大
き
な
保
険
会
社
の
社
長
二
人
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
趣
味
談
に
ふ
け
っ
て
い
る
中
に
、
話
題
が

書
道
に
及
ぶ
や
、
そ
の
一
人
が
「
と
こ
ろ
で
書
で
は
今
誰
が
一
番
う
ま
い
か
」
と
僕
に
質
問
し
て
来
た
。

そ
こ
で
何
気
な
く
「
う
ま
い
と
い
っ
て
も
色
々
だ
が
、
ま
あ
能
書
の
随
一
は
徳
川
家
達
公
だ
ろ
う
ね
」
と
、

日
頃
の
所
信
だ
け
に
あ
っ
さ
り
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
彼
等
は
意
外
な
返
答
を
聞
く
も
の
か
な
と

い
う
面
持
ち
を
し
て
両
君
な
か
な
か
承
知
し
な
い
。
「
あ
ん
な
書
な
ん
か
、
て
ん
で
問
題
に
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
現
代
能
書
の
随
一
だ
な
ん
て
、
君
は
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
ね
」
と
い
う
調
子
で
、
む
し
ろ
僕
の

返
事
の
真
面
目
さ
を
疑
っ
て
し
ま
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
僕
も
開
き
直
っ
て
、
徳
川
公
の
書

の
能
書
な
る
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
様
々
に
説
明
し
た
が
、
遂
に
彼
等
を
承
服
さ
せ
得
ず
、
百
万
言
の
説
法

も
徒
労
に
終
っ
た
ば
か
り
か
、
遂
に
は
、
君
の
見
方
も
当
て
に
な
ら
な
い
ね
、
と
い
う
風
で
、
そ
の
た
め

こ
ち
ら
ま
で
不
信
任
に
な
っ
た
。

　
一
度
な
ら
ず
再
度
ま
で
、
徳
川
公
の
書
に
つ
い
て
は
、
こ
う
い
う
経
験
を
な
め
た
の
で
、
こ
れ
は
案
外

こ
う
い
う
程
度
の
人
が
世
に
多
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
僕
は
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
思
っ
て
み

れ
ば
徳
川
公
の
書
は
、
世
俗
か
ら
認
め
ら
れ
る
に
は
、
余
り
に
調
子
と
風
情
が
超
凡
す
ぎ
る
の
だ
。
世
俗

一
般
か
ら
能
書
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
い
わ
ゆ
る
書
家
風
の
技
が
足
り
な
い
、
そ
れ
は
公
の
無
器
用
と
無
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才
が
技
巧
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
だ
。
と
も
か
く
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
そ
こ
へ
行
く
と
、
例
え
ば
、
犬
養
さ
ん
な
ど
の
書
は
誰
で
も
う
ま
い
と
思
う
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、
誰

に
で
も
分
る
程
度
に
う
ま
い
の
で
、
誰
で
も
が
容
易
に
納
得
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
徳
川
公
の
書
に

な
る
と
、
誰
に
で
も
解
る
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
従
っ
て
わ
か
ら
な
い
も
の
に
は
、
む
し
ろ
反
対

に
ま
ず
い
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
関
係
は
ち
ょ
う
ど
眼
の
な
い
も
の
が
骨
董
を
見
る
と
、
た
だ
薄
汚
い
と
か
、
剥
げ
チ
ョ
ロ
け
て
い

て
、
ム
サ
ク
ル
シ
イ
と
か
い
う
風
に
の
み
見
え
て
、
ど
う
し
て
も
、
な
る
ほ
ど
美
し
い
も
の
で
あ
る
と
は

肯
け
な
い
の
と
軌
を
一
に
す
る
。

　
し
か
る
に
、
次
第
に
眼
が
肥
え
て
来
る
と
、
い
わ
ゆ
る
汚
ら
し
い
も
の
の
中
の
美
が
わ
か
る
よ
う
に
な

り
、
今
時
の
い
わ
ゆ
る
綺
麗
な
る
も
の
の
中
に
汚
い
も
の
が
見
え
て
、
絵
な
ら
絵
の
本
当
の
価
値
が
わ
か

っ
て
く
る
が
、
誰
し
も
最
初
は
古
書
画
と
か
、
奈
良
時
代
の
仏
教
美
術
と
か
い
う
も
の
に
な
る
と
、
十
中

八
九
ま
で
は
誰
に
も
分
ら
な
い
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
ん
な
意
味
で
、
徳
川
公
の
書
は
、
ち
ょ
っ
と
そ
の
よ
さ
が
外
部
的
に
分
ら
な
い
能
書
の
一

つ
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
芝
居
道
の
上
で
い
え
ば
、
逝な
く
な
っ
た
団
十
郎
の
芝
居
は
腹
芸
が
多
く
、
動
き
が
少
な
い
か
ら
、
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当
時
大
向
う
に
受
け
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
き
ょ
う
日
、
雅
邦
が
ほ
う
の
絵

は
万
金
の
値
を
生
じ
て
い
る
が
、
日
本
最
初
の
博
覧
会
に
出
品
し
た
時
に
は
、
入
選
す
る
こ
と
さ
え
で
き

ず
、
ま
た
初
期
の
美
術
展
覧
会
に
落
選
し
て
い
た
。
そ
れ
も
当
時
の
選
者
に
雅
邦
の
絵
が
わ
か
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
、
例
え
ば  

春    

草  

し
ゅ
ん
そ
う

の
「
落
葉
」
が
あ
れ
ほ
ど
有
名
で
あ
る
だ
け
あ
っ
て
、
最

初
か
ら
春
草
の
絵
は
天
才
的
に
旨
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
無
名
の
青
年
時
代
に
は
幾
度
か
入
選
し
な
か
っ

た
と
か
、
数
え
挙
げ
れ
ば
、
そ
う
い
う
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
多
い
。
つ
ま
り
、
幼
稚
で
は
解

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
風
に
始
め
は
解
ら
な
い
が
、
し
か
し
永
い
眼
で
み
る
と
結
局
は
わ
か
る
。
い
つ
か
よ
い
も
の

は
賞
さ
れ
、
悪
い
も
の
は
淘
汰
さ
れ
る
。
た
だ
始
め
は
、
世
俗
に
は
こ
ざ
か
し
い
の
が
、
な
に
に
よ
ら
ず

上
手
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　
徳
川
公
の
書
が
大
体
ど
う
い
う
位
置
に
位
す
る
書
で
あ
る
か
は
、
以
上
の
比
喩
に
よ
っ
て
、
大
方
見
当

を
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
公
の
書
は
上
手
い
と
い
っ
て
も
、
前
に
い
う
通
り
、
技
術
的

に
優
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
よ
い
書
と
か
立
派
な
書
と
か
、
無
理
の
な
い
書
と
か
、
貫
禄
の

あ
る
書
と
か
、
心
で
出
来
て
い
る
書
と
し
て
批
評
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
現
代
稀

に
見
る
能
書
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
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多
く
の
人
は
、
貫
之
の
仮
名
を
巧
み
に
模
写
す
る
人
を
驚
嘆
し
た
り
、
ま
た
は
碑
石
、
法
帖
な
ど
か
ら

中
国
の
書
を
よ
く
真
似
得
る
人
を
感
心
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
は
そ
の
多
く
が
、
つ
ま
り
、
手

先
の
器
用
を
以
て
う
ま
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
書
は
昔
か
ら
そ
ん
な
見
方
の
み
で
、
そ
の
価
値
を

左
右
さ
れ
て
来
た
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
、
主
と
し
て
内
容
的
に
み
て
、
無
理
の
な
い
線
と
か
、
貫
禄

の
具
わ
っ
た
品
位
と
か
、
迫
力
と
か
、
雅
味
と
か
、
そ
う
い
う
芸
術
的
条
件
を
基
本
に
し
て
見
る
か
ら
こ

そ
、
書
が
そ
の
ま
ま
に
美
術
で
あ
り
、
芸
術
で
あ
る
と
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
技
術
的
に
は
ま
ず
く
と
も
、
い
い
書
、
す
な
わ
ち
能
書
と
い
う
場
合
が
非
常
に
多
い
。
殊
に
日

本
の
茶
道
に
携
わ
っ
た
人
々
の
書
に
は
そ
れ
が
多
い
。

　
例
え
ば
一
休
和
尚
の
書
な
ど
は
、
あ
た
か
も
抜
身
を
振
り
廻
し
て
い
る
よ
う
な
狂
気
じ
み
た
乱
暴
な
書

で
あ
る
が
、
内
容
に
芸
術
的
毅
然
た
る
も
の
が
あ
る
た
め
に
、
今
日
益
々
多
く
の
人
か
ら
尊
敬
を
受
け
て

い
る
。

　
利
休
は
非
凡
な
力
を
も
ち
な
が
ら
、
常
識
的
な
書
を
書
い
て
い
る
か
ら
、
別
に
問
題
は
な
い
が
、
元
伯

に
な
る
と
、
一
見
恐
ろ
し
く
ま
ず
い
字
で
、
よ
く
よ
く
悪
筆
の
書
い
た
字
か
と
見
ら
れ
る
が
、
達
識
の
人

か
ら
み
れ
ば
、
書
の
内
容
に
山
海
の
珍
味
が
盛
ら
れ
、
人
の
胸
に
迫
る
真
実
が
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
形
容

の
出
来
な
い
た
ま
ら
な
い
う
ま
味
が
あ
る
。
下
手
と
も
い
え
な
い
し
、
ま
た
上
手
と
も
い
え
な
い
。
も
し

18現代能書批評



天
地
間
に
真
理
真
実
と
い
う
も
の
が
存
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
真
実
そ
の
も
の
の
よ
う
な
書
で
あ
る
。

全
く
元
伯
そ
の
人
の
書
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
そ
の
人
格
と
と
も
に
立
派
な
創
作
的
な
書
と
い
え
る
の
で
あ

る
。

　
遠
州
や
宗
和
に
な
れ
ば
、
技
術
的
に
も
優
れ
て
い
て
、
し
か
も
美
し
い
書
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
文

句
な
し
に
誰
に
も
う
ま
い
と
思
わ
れ
、
一
般
に
訳
も
な
く
能
書
と
し
て
大
手
振
っ
て
通
れ
る
が
、
元
伯
は

そ
れ
ら
に
比
す
れ
ば
、
異
型
中
の
異
型
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
あ
る
い
は
標
準
を
以
て
測
る
と
い
う
訳
に
は

行
か
な
い
。
そ
れ
で
い
て
人
間
の
脳
裏
に
迫
る
力
を
持
っ
て
立
派
に
能
書
の
格
を
具
え
て
い
る
。
そ
こ
に
、

元
伯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
芸
術
が
存
在
す
る
。

　
徳
川
公
の
書
は
、
元
伯
ほ
ど
の
味
わ
い
と
深
刻
は
な
い
が
、
し
か
し
、
同
類
に
属
す
る
能
書
で
あ
っ
て
、

も
ち
ろ
ん
、
本
人
は
う
ま
い
な
ど
と
考
え
て
い
ま
い
が
、
か
と
い
っ
て
ま
た
ま
ず
い
と
思
っ
て
い
る
訳
で

も
な
か
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
ん
な
こ
と
を
な
ん
と
も
思
わ
ず
に
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
十
六
代
様
ら
し
い
人

柄
だ
。
無
神
経
に
し
て
小
仕
事
の
出
来
な
い
、
あ
る
意
味
で
は
推
し
の
強
い
あ
つ
か
ま
し
い
、
そ
れ
だ
か

ら
こ
そ
、
小
さ
な
も
の
に
囚
わ
れ
な
い
貫
禄
を
持
っ
て
、
能
書
を
達
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
公
は
手
習
い
は
お
そ
ら
く
あ
ま
り
し
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
し
な
い
と
い
っ
て
も
育
ち
が

育
ち
だ
か
ら
、
ま
あ
普
通
の
意
味
で
の
手
習
い
位
は
幼
少
時
代
し
た
に
は
違
い
な
い
。
若
い
頃
の
字
に
は
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相
当
技
巧
の
あ
る
も
の
を
見
る
。
が
、
そ
れ
に
し
て
も
技
巧
に
囚
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
す
こ
ぶ

る
の
ん
気
に
、
飄
々
と
し
て
風
に
吹
か
れ
て
い
る
よ
う
な
す
ず
し
い
顔
を
し
た
字
を
書
い
て
い
る
。

　
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
十
六
代
様
の
貫
禄
と
で
も
い
う
の
か
、
血
統
か
ら
来
る
天
稟
の
持
つ
力
で
あ
る
、
家

柄
と
か
、
血
統
と
か
い
う
も
の
の
持
つ
内
容
で
あ
ろ
う
。
公
の
字
が
ポ
カ
ン
と
し
て
い
て
、
少
し
も
こ
せ

つ
か
ず
鈍
感
で
あ
っ
て
、
そ
の
鈍
感
の
た
め
に
、
筆
法
、
あ
る
い
は
書
風
な
ど
と
い
う
些
細
な
興
味
に
囚

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
然
利
得
の
み
を
収
入
に
し
て
名
を
成
し
て
い
る
観
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
よ
さ
が
筆
法
、
書
体
な
ど
の
み
を
的
に
書
道
を
見
る
凡
眼
に
は
分
ら
な
い
。
枢
密

顧
問
官
の
夫
人
が
、
お
手
が
悪
い
と
気
の
毒
が
っ
た
り
、
趣
味
家
で
あ
る
大
会
社
の
社
長
が
二
人
も
揃
っ

て
否
定
し
た
り
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
は
ま
た
妙
な
も
の
で
、
こ
れ
を
他
の

い
わ
ゆ
る
世
俗
の
能
書
と
一
緒
に
し
て
並
べ
て
み
せ
る
と
、
そ
の
内
容
の
力
が
自
ず
と
わ
か
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
後
こ
の
二
人
の
社
長
さ
ん
に
、
他
の
現
代
名
士
の
書
な
る
も
の
を
比
較
し
て
見
せ
な
が
ら
話
し

て
み
る
と
、
次
第
に
そ
れ
が
わ
か
り
、
今
日
で
は
さ
す
が
の
社
長
さ
ん
連
中
も
、
徳
川
公
の
書
の
よ
さ
を

は
っ
き
り
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
た
だ
、
徳
川
公
の
書
に
は
、
な
ん
と
い
う
か
、
精
進
努
力
で
出
来
た
一
脈
の
美
的
風
流
味
と
い
う
よ
う

な
も
の
は
、
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
公
に
美
術
道
楽
と
か
、
骨
董
趣
味
と
い
う
よ
う
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な
風
流
心
が
根
本
的
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
当
に
公
は
無
趣
味
そ
の
も
の
と
い
っ
て
差
支
え

な
い
ほ
ど
美
的
趣
味
を
欠
く
人
で
あ
る
。
公
の
道
楽
は
角
力
、
謡
曲
と
限
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
点
は

公
の
書
道
を
見
る
上
に
お
い
て
、
大
い
に
遺
憾
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
公
に
し
て
、
も
し
い
さ
さ

か
で
も
美
的
風
流
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
書
が
ど
ん
な
に
か
優
れ
た
能
書
と
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
元
伯
に
な
っ
て
い
た
か
も
分
ら
な
い
、
池
大
雅
に
な
っ
て
い
た
か
も
分
ら
な
い
。

　
と
は
い
う
も
の
の
現
今
で
は
、
公
の
書
が
能
書
第
一
に
価
す
る
ほ
ど
、
世
間
の
能
書
が
貧
弱
だ
。
だ
か

ら
こ
れ
は
、
な
に
も
公
が
エ
ラ
イ
か
ら
で
は
な
く
、
公
の
生
ま
れ
柄
が
儲
け
役
を
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ

ゆ
え
に
精
進
努
力
書
道
の
研
究
か
ら
得
た
悟
入
の
賜
物
と
し
て
尊
敬
す
る
訳
の
も
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば

公
と
し
て
、
そ
の
能
書
を
自
慢
し
得
る
筋
合
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
側
か
ら
こ
れ
を
見
る
者
は
、
こ
の

書
が
芸
術
上
能
書
と
し
て
肯
定
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
は
書
の
分
ら
ぬ
人
間

と
な
る
。

　
ま
あ
、
そ
の
う
ち
に
西
園
寺
公
の
書
を
問
題
と
す
る
折
も
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
時
ま
た
公
の
書
を
引
合

い
に
出
し
て
、
今
少
し
具
体
的
に
説
く
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
ん
ど
は
い
さ
さ
か
抽
象
的
に
終
っ
た
嫌
い
が

あ
る
が
、
以
上
の
説
を
ま
ず
腹
に
置
い
て
の
上
で
、
公
の
書
を
再
検
討
し
て
貰
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
一
年
）
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鈍
翁
益
田
孝
氏
の
書

　
茶
人
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、
誰
が
な
ん
と
い
っ
て
も
美
的
生
活
で
あ
る
。
そ
れ
を
審
美
生
活
と
い
っ

て
も
よ
い
し
、
古
美
術
賞
玩
の
生
活
と
称
し
て
も
よ
い
。
作
法
な
ど
を
と
や
か
く
喧
や
か
まし
く
い
う
が
、
そ
の

作
法
な
る
も
の
も
古
美
術
を
尊
重
し
、
審
美
生
活
を
愛
す
る
心
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。
と
に
か
く
昔
か
ら
茶
人
の
も
つ
美
に
つ
い
て
の
関
心
は
な
か
な
か
に
深
く
、
か
つ
、
密
な
る
も
の
で
、

そ
れ
が
彼
の
衣
食
住
の
全
部
に
渡
り
切
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
茶
人
の
値
打
ち
で
あ
っ
て
、

吾
人
が
茶
人
を
尊
敬
す
る
所
以
ゆ
え
ん
も
そ
こ
に
あ
る
。
ゆ
え
に
茶
人
に
し
て
も
し
美
術
が
解
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
で
既
に
そ
の
人
は
茶
人
の
資
格
が
な
い
と
断
じ
て
憚
は
ば
から
な
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
優
れ
た
美
術
や
芸
術
は
み
な
人
の
真
心
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
さ
れ
ば
茶
人
が

書
を
書
く
と
な
る
と
、
ど
ん
な
書
を
書
く
で
あ
ろ
う
か
、
ど
ん
な
書
を
書
い
た
ら
茶
人
と
し
て
の
格
に
は

ま
る
か
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
美
術
価
値
が
、
充
分
あ
る
書
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
風
流
と

か
、
雅
趣
と
か
い
う
も
の
が
具
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
気
取
っ
た
も
の
で
は
嘘
に

な
る
か
ら
良
く
な
い
。
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
で
は
貫
禄
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
も
い
け
な
い
。
色
気
の
あ
る
も
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の
で
は
艶
っ
ぽ
く
て
茶
に
な
ら
な
い
。
寂さび
た
も
の
が
良
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
死
ん
で
い
て
は
汚
い
も

の
に
な
っ
て
、
こ
れ
も
い
け
な
い
。

　
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
上
手
の
書
で
は
、
賢
さ
が
見
え
透
い
て
い
け
な
い
。
悪
書
は
固
よ
り
茶
人
の
心
掛

け
で
は
な
い
。
だ
が
こ
ん
な
風
に
数
え
立
て
た
ら
、
ま
だ
ま
だ
い
く
ら
で
も
茶
人
の
書
に
対
し
て
の
注
文

は
数
え
ら
れ
る
。
し
か
ら
ば
ど
ん
な
字
を
書
け
ば
、
茶
人
と
し
て
及
第
す
る
か
と
な
る
と
、
な
か
な
か
簡

単
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
が
、
い
わ
ば
茶
道
の
値
打
ち
の
あ
る
と
こ
ろ
　
　
す
な
わ
ち
、
い
く
ら
修
業
し

て
も
修
業
し
切
れ
な
い
、
そ
こ
に
茶
道
の
深
い
も
の
が
あ
り
、
値
打
ち
が
あ
る
わ
け
だ
。

　
だ
が
、
仮
に
こ
れ
を
簡
単
に
い
え
ば
、
茶
人
の
書
は
茶
道
の 

標  

語 

モ
ッ
ト
ー

た
る
和
敬
静
寂
が
物
指
し
と
な
る

の
だ
か
ら
、
ま
あ
穏
や
か
な
書
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
か
ら
色
気
沢
山
の
艶
っ
ぽ
い
書
で
は
い
け

な
い
。
賢
そ
う
な
学
者
ら
し
く
見
え
る
上
手
な
書
も
茶
に
は
な
ら
ぬ
。
上
っ
面
だ
け
の
稽
古
で
一
見
う
ま

そ
う
に
見
せ
る
書
は
な
お
さ
ら
い
け
な
い
。
ま
る
き
り
本
当
の
下
手
で
は
固
よ
り
問
題
と
な
ら
ぬ
。

　
こ
う
い
う
と
、
上
手
で
も
い
け
な
い
し
、
下
手
で
も
い
け
な
い
。
か
と
い
っ
て
中
途
半
端
で
は
い
け
な

い
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
我
々
は
書
は
む
ず
か
し
い
と

不
断
か
ら
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
て
い
て
は
け
り
が
つ
か
な
い
か
ら
、
一
応
け
り
を
つ
け
て
い

っ
て
み
る
と
…
…
、
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い
わ
ば
、
一
見
い
か
に
も
下
手
く
そ
に
見
え
て
、
よ
く
味
わ
い
、
見
透
し
て
見
る
と
、
な
か
な
か
ど
う

し
て
下
手
ど
こ
ろ
で
な
く
、
下
手
ど
こ
ろ
か
す
ば
ら
し
く
良
い
字
で
、
素
晴
ら
し
い
味
を
も
っ
て
い
る
も

の
、
そ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
手
の
下
手
で
は
な
ら
な
い
の
だ
。

　
さ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
し
か
ら
ば
そ
れ
に
該
当
す
る
茶
人
の
書
は
、
や
は
り
例
の
元
伯
の
書
な
ど

で
あ
ろ
う
。
利
休
な
ど
も
な
か
な
か
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
、
そ
の
上
手
過
ぎ
る
と
こ
ろ
が
、
少

し
く
気
に
な
る
。
遠
州
や
宗
和
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
な
か
な
か
上
手
な
も
の
で
、
し
か
も
そ

れ
の
上
手
さ
も
か
な
り
垢
抜
け
し
た
も
の
　
　
す
な
わ
ち
、
上
手
の
中
に
下
手
な
と
こ
ろ
が
チ
ラ
チ
ラ
窺

わ
れ
る
達
人
芸
だ
。
換
言
す
れ
ば
、
す
ば
ら
し
い
天
才
的
な
筆
能
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
の
上
手

の
中
に
下
手
を
混
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
値
打
ち
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
身
上
を
な
し
て

い
る
。
謂
わ
ば
規
則
を
超
越
し
て
い
る
能
書
で
あ
っ
て
、
不
昧
ふ
ま
い
公
な
ど
も
筆
こ
そ
弱
い
が
そ
う
い
う
点
が

あ
っ
て
、
身
上
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
昧
公
に
は
遠
州
や
宗
和
ほ
ど
の
品
格
と
底
力
が
具
わ
っ
て

は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
な
ん
と
い
っ
て
も
茶
を
あ
れ
だ
け
や
っ
て
い
る
人
だ
け
に
、
当
時
の
人
と
し
て

は
儒
者
な
ど
に
較
べ
る
と
、
最
も
優
れ
た
書
を
か
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
現
代
の
茶
人
の
書
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
昔
の
人
を
我
々
は
と
か
く
い
う
が
、
さ
て
現
代
と
な
る
と
、
情
け
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
て
、
さ
す
が
茶
人
だ
と
い
い
得
ら
れ
る
ほ
ど
の
人
は
非
常
に
少
な
い
。
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逝
っ
た
井
上
侯
な
ど
は
い
い
ほ
う
で
、
さ
す
が
は
、
と
肯
け
る
書
で
あ
っ
た
。
伊
藤
公
の
書
は
、
う
ま

い
に
は
う
ま
い
が
、
茶
が
な
い
か
ら
う
ま
過
ぎ
る
。
上
手
の
と
こ
ろ
を
、
ご
本
人
自
ら
鼻
に
か
け
て
い
る

と
こ
ろ
が
気
に
な
る
。
同
じ
俗
書
で
も
、
井
上
侯
の
書
は
一
概
に
俗
書
と
い
い
切
れ
な
い
美
し
い
も
の
が

あ
る
。

　
亡
く
な
っ
た 
馬  
越  

恭  

平 
ま
ご
し
き
ょ
う
へ
い

翁
の
書
は
非
常
に
い
か
つ
い
、
い
わ
ば
人
柄
だ
け
の
し
っ
か
り
者
の
書
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
茶
を
や
っ
た
人
だ
け
に
、
さ
す
が
に
茶
人
ら
し
い
趣
味
的
な
具
合
の
い
い
美
し
さ

を
持
っ
て
い
る
。
実
業
家
の
書
か
ら
あ
あ
い
う
美
を
生
み
出
し
得
た
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も
茶
の
お
か
げ

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
、
そ
ん
な
ら
茶
の
家
元
千
家
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
茶
の
宗
家
で
は
あ
る
が
、
天
才
人
が
生
ま
れ

ぬ
た
め
か
、
ま
た
、
茶
道
の
教
授
を
商
売
に
す
る
た
め
に
か
、
い
わ
ゆ
る
商
売
根
性
が
反
映
し
て
、
茶
の

妙
美
、
茶
の
功
徳
が
一
向
に
取
容
れ
ら
れ
な
い
。
ま
る
き
り
茶
の
美
が
な
い
と
も
い
わ
な
い
が
、
こ
れ
が

宗
家
の
茶
人
と
は
、
ち
ょ
っ
と
受
取
り
か
ね
る
よ
う
な
今
日
の
状
態
だ
。

　
明
治
の
初
年
に
名
を
な
し
た
玄
々
斎
な
ど
は
、
な
か
な
か
達
者
な
も
の
で
、
し
っ
か
り
し
た
人
物
と
窺

わ
れ
、
そ
の
健
筆
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
や
は
り
、
茶
道
家
元
と
は
思
わ
れ
ぬ
ず
い
ぶ
ん
俗
な

書
を
書
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
茶
家
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
ら
、
も
っ
と
俗
悪
な
書
を
書
い
て
い
た
で
あ
ろ
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う
。
そ
の
点
で
茶
人
で
は
な
い
と
申
し
た
い
。
い
か
に
も
余
計
な
方
に
し
っ
か
り
し
過
ぎ
て
い
て
、
と
て

も
茶
道
の
和
の
精
神
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
す
こ
ぶ
る
不
風
流
な
も
の
で
、
こ
れ
で
は
茶
道
学
問
を
や
っ

た
と
は
申
さ
れ
ぬ
。
少
な
く
と
も
古
の
茶
道
は
竟つい
に
悟
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
玄
々
斎
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
益
田
鈍
翁
の
書
は
、
は
る
か
に
茶
味
も
あ
り
、
書
技
も
あ
り
、
な

か
な
か
至
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
し
か
し
て
、
そ
の
書
技
の
あ
り
過
ぎ
る
と
こ
ろ
が
少
し
難
だ
と
い
え
ば
い
え
る
。
益
田
さ
ん
は
、
人
も

知
る
通
り
、
今
日
で
の
有
数
な
茶
人
だ
。
あ
れ
だ
け
の
有
数
の
茶
人
と
し
て
み
た
場
合
、
益
田
さ
ん
の
今

の
書
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
益
田
さ
ん
の
四
十
歳
の
頃
に
書
か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
け
だ
し
彼
も

な
か
な
か
話
せ
る
と
い
う
も
の
だ
。
だ
が
益
田
さ
ん
は
既
に
八
十
何
歳
の
老
翁
だ
。
齢
八
十
何
歳
に
し
て

こ
の
書
だ
と
す
る
と
、
い
さ
さ
か
色
気
が
あ
り
過
ぎ
る
、
艶
が
あ
り
過
ぎ
る
、
利
口
す
ぎ
る
。

　
今
日
の
益
田
さ
ん
は
、 

目  

今 

も
っ
こ
ん

天
下
有
数
の
茶
人
で
あ
る
。
今
の
そ
の
人
の
書
と
し
て
の
欲
を
い
え
ば
、

も
っ
と
下
手
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
少
な
く
と
も
下
手
を
心
掛
け
て
欲
し
い
。
し
か
る
に
今
な
お
層
一
層
上

手
た
ら
ん
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
の
が
遺
憾
で
あ
る
。

　
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
、
書
は
容
ば
か
り
が
尊
い
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
茶
人
の
書
は
容
よ
り
は
、
む

し
ろ
心
に
の
み
重
き
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
そ
れ
が
茶
道
で
あ
ろ
う
。
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と
は
い
う
も
の
の
、
そ
ん
な
ら
今
日
益
田
さ
ん
ほ
ど
の
字
を
書
く
茶
人
は
、
他
に
誰
が
あ
る
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
益
田
さ
ん
の
書
は
、
今
日
稀
に
見
る
優
れ
た
書
で

あ
る
。
こ
の
書
を
み
て
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
も
し
益
田
さ
ん
に
し
て
茶
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

世
間
に
あ
り
が
ち
な
書
家
の
よ
う
に
、
た
だ
う
ま
い
ば
か
り
の
俗
字
を
書
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
が

出
来
る
。
そ
れ
が
長
年
の
茶
道
生
活
、
審
美
生
活
に
よ
り
美
的
教
養
が
も
の
を
い
っ
て
、
書
に
も
自
ず
か

ら
、
一
種
の
風
流
、
一
種
の
美
を
加
え
て
自
由
に
筆
が
運
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
こ
の
書
は
当
今
稀
有

と
し
て
賞
讃
に
値
す
る
。

　
益
田
さ
ん
は
、
八
十
何
歳
に
し
て
今
日
な
お
壮
者
を
凌
ぐ
健
康
を
保
持
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
尚
か
つ

将
来
の
あ
る
茶
人
で
あ
る
。
翻
然
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
明
日
か
ら
下
手
を
心
掛
け
て
欲
し
い
と
希
う

者
は
、
あ
に
自
分
独
り
の
望
み
で
は
あ
る
ま
い
。

　
鈍
翁
に
し
て
い
い
書
を
、
価
値
あ
る
書
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
、
今
よ
り
上
手
と
下
手
と
い
ず
れ
を
学

ぶ
べ
き
か
と
い
う
岐
路
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
誰
が
な
ん
と
い
お
う
と
も
、
下
手
を
こ
そ
選
ぶ
べ
き
秋とき
で
あ

る
。
そ
れ
が
益
田
さ
ん
の
今
後
の
向
上
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
し
て
彼
の
保
健
を
益
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、
人
の
性
格
で
あ
り
、
人
格
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
に
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わ
か
に
ど
う
こ
う
な
れ
と
い
う
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
艶
を
心
掛
け
れ
ば
、
い
つ

か
艶
を
増
し
、
地
味
を
心
掛
け
れ
ば
、
い
つ
か
地
味
に
な
る
、
心
掛
け
一
つ
で
性
格
も
一
変
す
る
で
あ
ろ

う
。

　
益
田
さ
ん
の
書
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
色
々
書
技
上
仔
細
に
述
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
る
が
、
行
く
行
く
他
の

茶
人
を
批
評
す
る
場
合
に
、
ま
た
比
較
し
て
引
合
い
に
出
す
こ
と
も
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
折
々
に
述
べ
る

と
し
て
、
こ
こ
に
は
以
上
の
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
批
評
に
止
め
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
一
年
）

　
　
　
馬
場
鍈
一
氏
の
書

　
馬
場
さ
ん
が
大
臣
に
な
ら
れ
る
二
、
三
週
間
前
の
こ
と
、
私
は
大
阪
の
勧
業
銀
行
に
愛
陶
趣
味
の
目
の

敵
田
辺
加
多
丸
支
店
長
を
訪
れ
、
し
ば
し
、
応
接
間
に
待
つ
中
、
ふ
と
卓
上
に
眼
を
や
る
と
、
二
寸
に
三

寸
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
特
大
型
広
告
マ
ッ
チ
が
レ
ッ
テ
ル
の
魅
力
に
よ
っ
て
妙
に
眼
を
射
る
。
そ
の
レ

ッ
テ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
は
扇
面
地
紙
を
白
く
抜
き
、
そ
の
中
に
「
信
為
萬
事
本
」
の
書
が
小
さ
な
印
影
な
が

ら
、
い
わ
ゆ
る
墨
痕
淋
漓
と
し
て
光
っ
て
い
る
の
だ
。
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私
は
思
わ
ず
旨
い
書
だ
と
感
じ
た
と
同
時
に
、
書
者
を
確
か
む
べ
く
、
胡
麻
つ
ぶ
ほ
ど
の
落
款
を
仔
細

に
点
検
調
査
し
た
。
す
る
と
そ
れ
は
馬
場
鍈
一

ば
ば
え
い
い
ち
氏
の
書
で
あ
っ
た
。

　
私
が
馬
場
鍈
一
氏
の
書
を
見
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
私
は
実
に
意
外
に
感
じ
た
。

こ
れ
ほ
ど
の
能
筆
で
あ
る
も
の
が
、
未
だ
世
上
に
や
か
ま
し
く
も
て
は
や
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
ど
う
し

た
こ
と
か
と
不
思
議
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
と
た
ん
、
扉
を
排
し
て
田
辺
君
が
姿
を
現
わ
し
た
の
で
、
私

は
思
わ
ず
君
の
と
こ
ろ
の
総
裁
は
字
が
旨
い
ん
だ
ね
…
…
僕
は
初
め
て
見
た
ん
だ
が
敬
服
す
る
ね
。
田
辺

君
ま
さ
か
マ
ッ
チ
の
張
紙
か
ら
馬
場
さ
ん
の
能
書
を
発
見
し
た
と
は
気
が
つ
か
な
い
、
ど
こ
で
総
裁
の
書

を
見
出
し
た
か
、
さ
ら
に
見
当
が
つ
か
ず
返
答
に
苦
し
ん
で
ま
ご
ま
ご
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
私
は
田
辺
君
に
馬
場
さ
ん
の
書
は
現
代
稀
に
見
る
立
派
な
能
書
で
あ
る
こ
と
、
真
面
目
な
人
格

者
と
し
て
の
表
現
を
明
ら
か
に
持
つ
と
こ
ろ
の
能
書
で
あ
る
こ
と
、
底
力
の
あ
る
と
て
も
強
い
信
念
を
表

わ
し
て
い
る
能
書
で
あ
る
こ
と
、
等
々
を
説
述
し
て
、
私
は
最
後
に
こ
れ
は
立
派
な
大
臣
格
の
書
で
あ
る

こ
と
を
付
け
加
え
た
。

　
さ
す
が
の
田
辺
君
い
さ
さ
か
唖
然
た
る
形
で
、
「
君
そ
う
か
ね
、
そ
ん
な
に
う
ち
の
総
裁
は
書
が
旨
い

の
か
ね
、
知
ら
な
ん
だ
よ
。
再
認
識
し
な
く
ち
ゃ
悪
い
ね
」
と
、
頭
を
掻
く
ば
か
り
。
ま
あ
と
も
か
く
現

代
能
書
批
評
に
上
す
か
ら
馬
場
氏
の
書
を
手
に
入
れ
て
く
れ
と
い
う
風
に
話
は
進
み
、
数
日
後
、
手
に
入
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っ
た
の
が
、
掲
影
の
二
点
、
す
な
わ
ち
「
終
始
一
誠
意
」
と
「
信
為
萬
事
本
」
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
は
っ
き
り
と
大
臣
の
格
付
け
を
し
た
小
生
の
先
見
の
明
に
向
っ
て
は
、
お
世
辞
で
も

よ
い
か
ら
な
ん
と
か
い
っ
て
貰
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
一
年
）

　
　
　
根
津
青
山
翁
の
書

　
根
津
さ
ん
は
若
い
頃
す
で
に
風
流
家
で
あ
り
、
美
術
好
き
で
あ
っ
た
…
…
と
い
う
の
は
今
か
ら
四
十
数

年
前
、
京
都
の
加
茂
川
で
石
を
探
し
て
い
た
、
そ
れ
を
見
た
と
い
う
人
が
あ
る
。
ま
た
三
十
歳
頃
か
ら
書

画
骨
董
を
漁
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
四
十
何
歳
か
か
ら
は
茶
道
に
親
し
み
、

茶
筌
を
手
に
す
る
す
べ
を
覚
え
て
、
爾
来
じ
ら
い
、
そ
れ
を
続
け
て
現
在
屈
指
の
大
茶
人
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る
、
今
日
、
七
十
七
歳
で  

矍    

鑠  

か
く
し
ゃ
く

と
好
者
生
活
を
続
け
る
根
津
さ
ん
は
通
常
一
片
の
美
的
趣

味
家
で
は
な
い
。

　
今
ま
で
に
根
津
さ
ん
の
蒐
集
さ
れ
た
古
美
術
品
は
何
千
万
円
に
当
る
か
、
誰
も
想
像
出
来
な
い
が
、
な

に
に
し
て
も
何
百
万
円
購
っ
た
と
い
う
よ
う
な
程
度
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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美
術
品
も
自
分
一
代
で
、
そ
の
趣
味
あ
る
に
任
し
て
、
何
千
万
円
と
一
々
を
撫
し
な
が
ら
購
う
に
至
っ

て
は
、
根
津
さ
ん
と
い
う
人
、
古
美
術
漬
け
に
漬
か
っ
た
漬
物
の
よ
う
な
人
だ
と
見
て
も
よ
い
。
事
こ
こ

に
至
っ
て
は
、
人
間
も
古
美
術
化
、
芸
術
化
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
人
間
の
行
為
、
人
間
の
作
品
は
、
そ
の
人
を
反
映
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

　
作
品
が
そ
の
人
格
の
反
映
以
外
の
何
物
で
も
な
い
以
上
、
根
津
さ
ん
の
書
に
尋
常
一
様
で
な
い
「
美
」

の
存
在
が
明
白
で
あ
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　
由
来
能
書
と
い
う
も
の
に
は
必
ず
天
然
美
の
「
美
」
、
美
術
の
美
が
具
わ
る
。
こ
の
一
事
は
決
定
的
で

あ
る
。
美
術
の
美
の
具
わ
り
が
薄
弱
な
も
の
は
、
賞
玩
価
値
ま
た
薄
弱
で
あ
る
の
が
古
来
か
ら
の
事
実
で

あ
る
。
芸
術
は
理
屈
や
事
情
で
観
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
証
拠
に
儒
者
の
書
、
能
筆
に
し
て
そ
の
名

の
史
上
に
高
き
に
拘
ら
ず
、
賞
玩
程
度
す
こ
ぶ
る
低
く
し
て
市
価
の
廉
な
る
は
、
け
だ
し
美
術
の
美
の
含

有
量
薄
弱
な
る
所
以
で
あ
っ
て
、
単
に
史
上
の
名
声
を
購
う
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
筆
づ
か
い
の
技
術
か
ら
或
い
は
錬
磨
の
技
術
か
ら
書
を
見
る
と
き
、
ま
た
は
古
の
能
書
を
前
に
し
て
書

の
技
術
的
、
形
の
み
を
見
る
と
き
は
、
青
山
翁
に
価
す
る
の
書
、
否
そ
れ
以
上
器
用
な
形
を
成
す
書
は
、

必
ず
し
も
尠すく
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
底
力
、
貧
乏
ゆ
る
ぎ
の
な
い
内
容
、
素
直

で
あ
り
な
が
ら
剛
直
な
、
筆
上
手
を
学
ぶ
と
い
う
常
識
に
囚
わ
れ
ず
、
下
手
を
下
手
と
さ
げ
す
ま
ず
、
い
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い
換
え
れ
ば
、
下
手
を
排
撃
せ
ず
、
上
手
に
動
か
ず
、
ま
こ
と
に
そ
の
容
易
な
ら
ぬ
書
道
見
識
は
驚
き
入

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
こ
の
見
識
が
得
ら
れ
た
か
、
ま
た
悟
り
得
た
か
が
、
も
し
問
題
と
な
る
な

ら
ば
、
そ
の
第
一
は
彼
の
天
稟
、
第
二
は
彼
の
異
常
な
体
験
、
及
び
美
術
漬
け
、
第
三
は
年
齢
の
あ
り
が

た
さ
だ
。
思
え
ば
余
り
に
も
恵
ま
れ
た
三
拍
子
で
あ
る
。

　
伊
藤
公
の
書
と
青
山
翁
の
書
を
比
較
す
る
と
き
、
そ
の
し
っ
か
り
さ
に
お
い
て
は
両
者
相
伯
仲
す
る
も

の
で
あ
る
。
だ
が
、
公
の
は
お
そ
ろ
し
く
俗
書
と
し
て
吾
人
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。

　
勝
気
と
負
け
じ
魂
で
一
生
を
一
貫
す
る
個
性
も
ま
た
等
し
く
豪
の
者
で
は
あ
る
が
、
そ
の
書
の
内
容
と

し
て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
雅
致
、
芸
術
美
に
至
っ
て
は
、
公
の
書
に
こ
れ
を
求
め
得
ず
、
青
山
翁
に
お
い
て

ま
さ
に
断
然
優
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
か
く
の
如
く
、
美
の
含
有
量
に
著
し
き
相
違
有
る
こ
と
を
、
如

何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
点
が
興
味
あ
る
対
象
で
あ
り
、
注
目
に
価
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
一
年
）

　
　
　
大
谷
尊
由
氏
の
書

　
大
谷
尊
由
と
い
う
人
、
師
と
称
す
る
か
、
猊
下
げ
い
か
と
い
う
か
、
私
は
全
然
知
ら
な
い
か
ら
、
も
と
よ
り
師
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で
あ
る
か
、
僧
侶
で
あ
る
か
そ
れ
さ
え
知
ら
な
い
。
僧
籍
の
有
無
を
さ
え
も
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
尊
由

氏
の
書
を
評
す
る
者
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
無
智
す
ぎ
る
。

　
そ
れ
で
も
、
私
の
確
か
に
知
っ
て
い
る
存
在
は
、
貴
族
院
議
員
と
し
て
の
政
治
家
で
あ
る
こ
と
と
、
光

悦
会
に
お
け
る
鷹
ヶ
峰
太
虚
庵
門
内
、
人
通
り
繁
き
路
傍
に
悠
然
床
几
に
腰
打
ち
下
し
て
、
無
念
気
に
茶

杓
を
け
ず
る
紋
付
羽
織
袴
の
紳
士
姿
と
、
銀
座
裏
の
夜
の
町
を
モ
ダ
ン
服
に
身
を
ま
と
う
て
ネ
オ
ン
の
光

下
を
も
の
と
も
せ
ず
漫
歩
す
る
重
役
タ
イ
プ
で
あ
る
。
か
と
思
う
と
、
私
が
突
如
寿
司
屋
の
店
で
差
出
し

た
瀬
戸
九
郎
作
織
部
の 
蓋  
物 
ふ
た
も
の

を
一
見
し
た
だ
け
で
、
九
郎
あ
た
り
の
も
の
で
し
ょ
う
な
ど
看
破
る
鑑
識

の
確
か
さ
を
持
つ
茶
人
で
あ
る
が
、
更
に
知
人
の
言
葉
を
加
え
る
と
、
江
東
程
遠
き
暗
澹
た
る
処
に
ま
で

 

屡  

々 

し
ば
し
ば

杖
を
ひ
い
て
売
嬌
市
場
を
ひ
そ
か
に
堂
々
と
見
学
す
る
人
で
も
あ
る
と
い
う
ま
こ
と
に
人
間
と
し

て
の
幅
が
頗
る
広
い
、
か
つ
、
深
い
紳
士
で
あ
る
こ
と
だ
。
鮮
す
く
なく
も
道
学
者
流
の
偽
善
は
な
い
。
ま
こ
と

に
明
朗
快
闊
、
す
べ
か
ら
く
男
性
た
る
も
の
か
く
の
如
く 

晏  

如 

あ
ん
じ
ょ

た
る
べ
し
と
い
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
政
治
を
論
ず
る
の
他
、
茶
道
に
親
し
み
、
か
と
思
え
ば
倫
落
の
巣
窟
に
身
を
運
ん
で
、
実
社
会
の
極
端

な
る
局
部
を
窮
知
す
る
か
と
見
れ
ば
、
自
ら
商
営
業
に
投
資
す
る
人
で
も
あ
り
、
学
徒
と
し
て
学
校
施
設

に
力
こ
ぶ
を
入
れ
る
人
格
者
で
も
あ
る
。

　
ま
こ
と
に
人
間
と
し
て
幅
の
広
い
器
量
人
だ
、
そ
の
為
だ
ろ
う
、
と
か
く
偏
し
た
が
る
者
ば
か
り
の
世

33



に
あ
っ
て
、
彼
は
何
事
に
も
容
易
に
偏
し
な
い
。

　
私
は
彼
の
書
を
知
ら
な
い
時
分
の
事
、
彼
が
至
る
処
青
山
あ
り
と
し
て
紅
燈
の
巷
を
彷
徨
す
る
さ
ま
を

眺
め
、
あ
る
い
は
ネ
オ
ン
光
下
に
、
あ
る
い
は
更
に
忌
む
べ
き
暗
の
世
界
に
姿
を
顕
わ
す
彼
を
想
像
し
て
、

か
り
そ
め
に
も
親
鸞
幾
代
か
の
後
裔
と
し
て
、
そ
の
血
液
を
伝
う
る
程
の
愚
禿
者
か
と
、
私
は  

顰    

蹙  

ひ
ん
し
ゅ
く

し
た
。
し
か
し
一
た
び
彼
の
手
に
成
る
能
書
を
見
る
に
及
ん
で
、
私
は
に
わ
か
に
彼
を
尊
敬
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
私
の
案
じ
た
よ
う
な
堕
落
僧
の
書
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
高
僧
の
構
え
を

し
て
、
世
を
瞞
着
す
る
堕
落
僧
で
は
な
い
こ
と
が
、
彼
の
書
の
内
容
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
説
明
さ
れ
、
表

現
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
の
書
は
彼
の
す
べ
て
を
含
蓄
し
て
、
書
道
と
し
て
の
正
道
を
楽
々
と
歩
ん
で

い
る
。
彼
の
茶
道
は
今
日
多
く
の
茶
人
の
よ
う
な
浅
薄
な
境
地
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
豊
饒

た
る
趣
味
は
彼
の
実
際
が
説
明
す
る
。
彼
が
た
ま
た
ま
描
く
所
の
絵
画
は
、
今
日
多
く
の
画
人
が
及
び
も

つ
か
ぬ
高
い
所
に
悠
遊
し
て
い
る
の
感
が
ほ
の
見
ゆ
る
。
い
や
し
く
も
職
業
画
人
の
よ
う
に
か
せ
い
で
い

る
の
と
は
径
庭
が
あ
る
。
彼
が
描
く
画
の
一
々
の
線
は
、
彼
が
揮
う
能
書
の
線
は
、
慈
雨
の
如
く
潤
い
を

持
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
っ
と
う
に
し
み
じ
み
と
し
た
潤
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
こ
れ
は
彼
の

天
質
が
こ
れ
を
造
る
の
だ
。
次
は
彼
の
教
養
が
こ
こ
に
到
る
の
だ
。
彼
の
豊
饒
に
し
て
、
本
格
な
美
的
趣

味
が
含
蓄
と
な
っ
て
、
か
く
自
由
に
、
美
し
き
筆
を
運
ば
せ
る
の
だ
、
と
私
は
常
人
に
語
っ
て
い
る
。
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私
は
世
間
多
く
の
人
が
、
禅
僧
は
書
が
旨
い
も
の
だ
と
妄
信
し
て
い
る
の
を
見
て
、
私
は
世
間
の
迷
妄

を
笑
う
前
に
余
り
に
も
無
能
な
る
僧
、
あ
ま
り
に
も
偽
善
を
恥
じ
入
ら
ざ
る
僧
の
姿
を
見
て
、
憎
念
禁
じ

得
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ま
こ
と
に
浅
ま
し
く
悲
し
く
思
う
も
の
で
あ
る
。
禅
僧
ば
か
り
で
は
な
い
。
各
宗

何
派
で
あ
ろ
う
が
正
し
き
道
を
踏
ん
で
歩
む
書
道
を
発
見
す
る
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
甚
だ
む
ず
か
し
い
。

現
代
高
僧
の
書
道
展
な
ど
と
呼
称
す
る
も
の
が
、
デ
パ
ー
ト
に
催
さ
れ
る
際
、
私
は
い
つ
も
現
代
高
愚
僧

に
満
つ
と
叫
ぶ
の
が
常
だ
。
書
家
の
書
な
る
も
の
を
肚
の
底
か
ら
否
定
す
る
私
は
、
僧
籍
に
在
る
も
の
の

書
を
、
更
に
さ
ら
に
非
難
し
て
止
ま
な
い
の
が
常
だ
。
書
家
の
多
く
は
そ
の
書
道
を
悟
る
べ
く
余
り
に
無

教
養
だ
。
い
わ
ば
字
を
器
用
に
書
く
だ
け
を
能
と
す
る
。
我
々
の
い
う
書
道
を
悟
れ
　
　
は
、
不
可
能
事

に
属
す
る
無
理
事
で
あ
ろ
う
。
一
個
の
職
人
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
、
僧
侶
と
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う

は
許
さ
れ
な
か
ろ
う
で
は
な
い
か
。
二
六
時
中
朝
夕
、
も
の
の
道
を
悟
る
べ
く
修
行
し
、
か
つ
、
悟
ら
し

む
る
べ
く
知
ら
し
む
べ
き
職
責
を
も
つ
人
々
だ
。
そ
れ
が
悟
ら
ざ
る
事
甚
だ
し
く
、
否いな
悪
悟
り
す
る
こ
と

甚
だ
し
と
あ
っ
て
は
、
了
見
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
つ
と
む
べ
く
し
て
つ
と
む
る
と
こ
ろ

が
な
く
て
は
承
服
し
が
た
い
と
い
う
私
の
見
解
は
、
こ
れ
を
誰
が
無
理
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う

か
。

　
私
は
こ
う
い
う
見
解
か
ら
し
て
、
尊
由
氏
が
僧
で
あ
る
な
し
は
別
と
し
、
現
代
稀
に
見
る
能
書
で
あ
る
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と
推
し
、
僧
侶
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
代
僧
侶
中
唯
一
の
能
書
で
あ
る
と
断
じ
て
憚
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

絵
画
の
内
容
に
お
い
て
も
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
良
き
血
液
に
恵
ま
れ

て
い
る
こ
と
だ
。
そ
れ
と
い
う
も
、
こ
れ
と
い
う
も
、
み
な
良
き
血
液
の
お
か
げ
で
あ
る
。
徳
川
公
が
い

さ
さ
か
美
的
趣
味
な
く
し
て
、
美
し
き
稀
有
の
能
書
を
生
む
例
の
如
く
、
良
き
血
液
に
恵
ま
れ
ざ
る
も
の

の
到
底
か
な
う
も
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
一
年
）

　
　
　
広
田
弘
毅
氏
と
そ
の
厳
父
徳
翁
の
書

　
か
つ
て
広
田
氏
の
書
を
全
然
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
私
は
、
外
交
生
活
の
長
い
広
田
氏
の
よ
う
な
人
は
、

凡
そ
書
道
な
ど
い
う
東
洋
特
有
の
芸
術
と
は
縁
の
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
薄
い
も
の
と
感
じ
て
い
た
。
し

か
る
に
、
目
前
に
元
の
外
務
大
臣
、
今
の
総
理
大
臣
広
田
弘
毅
氏
の
書
を
披ひら
い
て
、
そ
の
予
想
外
な
る
能

書
振
り
に
一
驚
三
嘆
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
今
見
る
首
相
の
書
が
書
道
に
縁
が
な
い
ど

こ
ろ
か
尋
常
な
ら
ざ
る
習
書
の
跡
が
歴
々
と
し
て
見
え
る
か
ら
だ
。
何
年
前
の
習
書
に
拠
る
か
は
知
ら
な

い
が
、
「
鬱
々
含
晩
翠
」
な
ど
は
書
道
の
定
石
を
完
全
に
具
え
、
書
家
の
い
わ
ゆ
る
運
筆
法
に
及
第
す
る

も
の
で
あ
る
。
運
筆
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
少
な
く
も
二
年
や
三
年
熱
心
な
る
習
字
が
続
け
ら
れ
た
も
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の
で
あ
る
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
年
時
代
の
習
字
か
、
青
年
の
練
習
か
、
そ
れ
ま
で
を
断
言
す
る
力
は

な
い
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
常
日
頃
か
ら
書
道
に
関
心
を
持
つ
人
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
易
々
と
し
て
想
像

が
出
来
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
確
証
の
挙
げ
得
ら
れ
る
点
と
い
う
の
は
、
一
筆
一
点
、

書
道
の
定
石
と
筆
法
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
後
生
大
事
に
遵
奉
し
て
、
か
り
そ
め
に
も
お
ろ
そ
か
な
る

ま
じ
と
小
心
に
注
意
が
向
け
届
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
不
謹
慎
と
か
、
傍
若
無
人
と
か

に
類
す
る
種
の
も
の
は
毫
末
も
姿
を
現
わ
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
得
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
す
な
わ

ち
、  

鞠  

躬  

如  

き
っ
き
ゅ
う
じ
ょ

た
る
誠
意
の
姿
が
吾
人
の
眼
を
奪
う
の
み
で
あ
る
。
さ
れ
ば
超
常
識
、
超
凡
に
し
て
到

底
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
と
い
う
体
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
天
才
を
芸
道
に
持
つ
書
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
も

出
来
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
れ
が
外
務
大
臣
時
代
の
書
で
あ
る
こ
と
は
、
人
間
を
よ
く
表
現
し
て

や
ま
な
い
書
道
の
上
か
ら
注
目
に
価
す
る
。

　
そ
こ
で
昭
和
十
一
年
初
夏
の
書
、
す
な
わ
ち 
僅  

々 
き
ん
き
ん

一
、
二
カ
月
前
の
、
総
理
大
臣
と
し
て
の
広
田
氏

か
ら
生
ま
れ
出
た
「
浩
々
居
」
は
著
し
き
心
境
の
動
き
に
よ
っ
て
（
？
）
断
然
曩さき
の
「
鬱
々
含
晩
翠
」
と

は
人
間
を
異
に
し
、
書
能
を
一
変
し
て
し
ま
っ
た
。
貫
禄
に
お
い
て
、
一
段
や
二
段
の
変
り
方
で
は
な
い

こ
と
と
な
っ
た
。
書
格
は
急
遽
一
躍
数
倍
し
た
。
も
し
そ
れ
、
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
の
書
家
輩
に
こ
れ
を
評

さ
し
む
れ
ば
、
広
田
さ
ん
も
総
理
大
臣
に
な
っ
て
忙
し
い
せ
い
だ
ろ
う
、
惜
し
む
ら
く
は
お
手
が
下
っ
た
、
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外
務
大
臣
時
代
の
書
こ
そ
実
に
容
易
な
ら
ぬ
旨
さ
が
あ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
考
え

ら
れ
る
ま
で
に
、
広
田
氏
の
書
は
変
化
好
転
の
見
る
べ
き
も
の
が
生
ま
れ
た
。

「
鬱
々
含
晩
翠
」
の
書
は
巧
み
に
成
就
し
て
は
い
る
も
の
の
、
書
法
筆
法
の
慣
習
に
縛
せ
ら
る
る
も
の
で

あ
っ
て
、
独
自
の
見
識
と
信
念
に
欠
く
る
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て
、
筆
の
動
き
は
腫
物
に
触
る
が
如
く
戦

々
兢
々
と
し
て
、
断
乎
自
我
そ
の
も
の
を
発
揮
し
得
な
い
憾
み
を
有
す
る
。

　
し
か
る
に
だ
、
最
近
揮
わ
れ
た
所
の
「
浩
々
居
」
は
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ま
た
無
人
の
境
を
行
く
が
如

く
何
者
に
対
す
る
恐
れ
気
も
な
く
、
よ
う
や
く
俺
は
俺
だ
と
い
う
信
念
を
以
て
、
正
々
堂
々
悠
々
と
筆
が

動
い
た
こ
と
は
見
逃
し
得
な
い
。
真
の
書
道
が
望
む
と
こ
ろ
の
信
念
の
書
が
生
ま
れ
て
来
た
の
だ
。
吾
人

は
こ
こ
に
お
い
て
、
ほ
っ
と
安
心
す
る
。
い
や
し
く
も
総
理
大
臣
と
も
あ
る
ほ
ど
の
者
は
、
こ
こ
ま
で
の

書
が
書
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
だ
。
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
、
い
や
し
く
も
一
国
一
城
の
主
た

る
ほ
ど
の
者
は
、
い
ず
れ
も
見
識
と
貫
禄
に
お
い
て
衆
に
優
れ
る
も
の
が
あ
る
。
書
道
の
毫
技
を
他
所
に

し
て
書
道
を
別
格
に
光
彩
あ
ら
し
め
、
上
手
、
下
手
を
別
問
題
と
し
て
、
能
書
の
価
値
を
具
現
す
る
事
実

を
否
む
べ
く
も
な
く
墨
蹟
に
伝
え
て
い
る
。

　
か
く
観
じ
来
れ
ば
、
広
田
氏
が
一
躍
総
理
大
臣
の
位
置
に
つ
き
て
心
境
に
一
転
機
を
見
、
毅
然
と
し
て

迷
宮
を
開
き
、
書
道
の
上
に
お
い
て
も
大
悟
す
る
所
あ
り
た
る
は
、
け
だ
し
当
然
で
あ
っ
て
い
い
こ
と
だ
。
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曩
に
書
し
た
「
鬱
々
…
…
」
に
観
る
毫
技
の
末
は
今
や
等
閑
視
さ
れ
、
一
路
内
容
に
突
入
し
た
事
実
は
、

首
相
の
た
め
に
祝
福
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
特
に
一
言
す
べ
き
は
、
毫
技
が
捨
て
ら
れ
た
と
い

っ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
然
技
巧
が
無
視
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
些さ
さ々

た
る

書
技
が
見
返
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
見
よ
、
一
筆
一
点
を
大
事
に
扱
っ
た
「
鬱
々
…
…
」

は
、
却
っ
て
落
款
「
弘
毅
」
が
本
題
と
脈
絡
を
離
れ
孤
影
悄
然
と
た
た
ず
み
、
あ
た
か
も
喪
家
の
犬
の
如

く
勇
な
き
に
反
し
、
「
浩
々
居
」
は
本
題
と
落
款
に
寸
毫
の
遊
離
な
く
、
一
脈
相
通
じ
、
も
の
の  

平    

ひ
ょ
う
そ

仄  く
に
合
す
る
も
の
あ
る
は
、
根
本
書
技
に
進
歩
の
跡
を
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
一
芸
術
を
成
就
し
た
訳

で
あ
る
。
一
事
が
万
事
、
捺
さ
れ
た
印
章
の
位
置
も
ま
た
そ
の
と
こ
ろ
を
得
て
、
芸
術
価
値
を
疑
わ
し
め

る
な
に
も
の
も
な
い
。

　
小
事
に
こ
だ
わ
り
な
く
て
済
む
立
場
に
ま
で
進
む
人
、
そ
の
立
場
に
至
っ
て
最
早
小
事
を
顧
み
ざ
る
人
、

こ
れ
が
将
に
将
た
る
器
と
も
い
い
得
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
墨
蹟
を
透
か
し
て
想
像
が
出
来
る
首
相
そ
の
人

を
欣
慕
し
て
止
ま
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
瓜
の
蔓
に
茄
子
は
な
ら
な
い
諺
の
通
り
、
首
相
も
ま
た
た
だ

の
無
名
草
の
中
か
ら
開
い
て
出
た
名
花
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

「
花
開
萬
国
春
」
の
書
を
見
て
、
そ
の
幅
広
な
懐
の
中
の
広
さ
を
持
つ
輪
郭
の
大
き
い
親
父
、
広
田
徳
翁

の
書
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
。
暢
達
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
不
思
議
に
貴
人
相
を
有
す
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る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
た
一
国
一
城
の
主
た
ら
ず
ん
ば
成
し
得
ら
れ
な
い
。
稀
に
見
る
能
書
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

　
そ
の
子
弘
毅
首
相
の
「
鬱
々
…
…
」
の
出
来
栄
え
か
ら
見
て
は
、
さ
す
が
に
親
は
親
だ
け
の
こ
と
の
あ

る
能
書
で
あ
る
。
た
だ
「
浩
々
居
」
の
出
現
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
品
格
と
い
う
格
に
首
相
が
優
れ
だ
し

た
価
値
的
表
現
を
見
せ
、
親
父
の
力
を
凌
駕
す
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
特
徴
を
試
み
に
比
較
清
算
す
る
と
、

け
だ
し
次
の
よ
う
な
評
価
が
許
さ
れ
る
。
書
技
の
熟
練
に
お
い
て
は
、
親
父
の
能
書
な
る
も
の
到
底
弘
毅

氏
の
敵
で
は
な
い
。
が
、
内
容
価
値
の
品
格
に
こ
れ
を
論
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
は
、
親
父
の
能
書
と
い
え

ど
も
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
子
弘
毅
氏
に
三
舎
を
避
け
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
は
筆
者
独
自
の
公
平
な
る

見
解
で
あ
る
。
父
子
以
て
如
何
い
か
ん
と
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
一
年
）
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