
－

書
評
に
は
、
例
の
こ
と
な
が
ら
、
著
者
の
意
図
と

そ
の
成
果
を
正
確
に
辿
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
前
提
と

し
て
必
要
と
思
ひ
ま
す
。
自
分
の
立
場
か
ら
、
他
説

を
切
り
き
ざ
ん
で
桑
て
も
、
無
益
、
と
い
ふ
よ
り
寧

ろ
、
有
害
な
暇
つ
ぶ
し
に
過
ぎ
ま
す
ま
い
。

中
村
さ
ん
の
近
著
「
近
世
小
説
史
の
研
究
」
の
「
後

語
」
に
は
、
か
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。

私
な
り
に
未
開
拓
、
未
解
決
と
恩
は
れ
る
分
野

を
追
っ
て
来
た
こ
と
と
て
、
対
象
も
、
あ
る
も
の

で
は
作
者
の
意
識
、
あ
る
も
の
で
は
言
逹
・
読
者

の
問
題
に
わ
た
り
、
方
法
も
、
時
に
書
誌
学
に
よ

り
、
時
に
比
較
文
学
に
よ
り
、
舌
耕
文
学
や
減
劇

な
ど
同
時
代
に
存
し
た
小
説
以
外
の
文
学
様
式
と

の
交
渉
を
う
か
が
っ
た
こ
と
も
雌
之
で
あ
る
。
．
従

っ
て
小
説
史
と
し
て
一
貫
し
た
体
裁
を
持
つ
て
ゐ

な
い
。
け
れ
ど
も
近
世
小
説
史
の
は
ら
む
種
々
の

問
題
は
、
提
出
し
得
た
か
と
、
ひ
そ
か
に
思
っ
て

ゐ
る
。

書
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、

ど
の
稿
の
執
筆
で
も
、
ひ
そ
か
に
心
し
た
の
は

次
の
二
点
で
あ
る
。
一
は
、
各
左
の
様
式
が
、
中

世
の
説
話
的
な
散
文
文
学
か
ら
、
近
代
小
説
へ
と

推
移
す
る
流
の
中
で
、
・
何
を
脱
皮
し
何
を
新
し
く

加
へ
た
か
に
、
歴
史
的
意
義
を
兄
出
さ
う
と
し
た

こ
と
。
今
一
つ
は
、
さ
う
し
た
考
か
ら
は
、
悉
く

を
近
代
的
観
点
か
ら
評
価
し
が
ち
に
な
る
こ
と
を

恐
れ
て
、
何
ご
と
も
そ
の
時
代
の
意
識
に
即
し
た

理
解
に
よ
っ
て
処
理
し
よ
う
と
し
た
こ
え
共
に

困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
合
せ
行
ふ
こ
と
は
至
難
事

で
あ
る
が
、
そ
の
点
が
、
従
来
の
研
究
で
最
も
不

足
す
る
所
と
考
へ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

意
図
は
明
ら
か
で
、
而
も
強
い
自
信
が
内
蔵
さ
れ

て
ゐ
ま
す
。
一
読
し
て
、
確
か
に
そ
れ
だ
け
の
成
果

は
あ
が
っ
て
ゐ
る
と
、
印
象
づ
け
ら
れ
ま
す
。
と
い

っ
て
、
お
し
ま
ひ
に
し
て
し
ま
ふ
わ
け
に
も
参
り
ま

す
ま
い
か
ら
、
し
ば
ら
く
筋
を
辿
っ
て
み
ま
せ
う
。

七
百
六
十
八
字
詰
三
百
六
十
八
頁
、
分
っ
て
十
二

村

田

穆

こ
れ
は
「
緒
言
に
か
へ
て
」
と
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル

し
て
あ
り
ま
す
や
う
に
、
著
者
或
ひ
は
軽
く
考
へ
て

を
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
楽
觜
と
書
か
れ
た

感
じ
で
す
。
が
、
そ
の
こ
と
と
論
文
の
値
打
ち
と
は

別
で
、
他
の
十
一
篇
の
方
が
、
労
作
の
名
に
ふ
さ
は

し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
十
一
篇
を

各
論
と
し
て
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
へ
て
成
る
も
の
ゆ

ゑ
、
私
は
、
冒
頭
の
こ
の
論
文
を
重
視
し
た
い
の
で

す
億
「
近
世
文
学
の
特
徴
」
と
い
ふ
論
題
は
、
近
世
学

者
そ
れ
人
、
の
、
研
究
の
水
準
を
示
し
ま
す
。
だ
か

ら
、
こ
れ
は
、
緒
言
で
あ
る
と
共
に
、
結
論
の
素
描

で
も
あ
り
ま
す
心
事
実
、
こ
上
か
ら
読
み
は
じ
め

て
、
通
読
し
て
、
も
う
一
度
こ
上
に
帰
り
ま
す
と
、

は
じ
め
て
の
時
と
は
、
や
些
述
つ
た
意
味
が
見
出
せ

ま
す
。
こ
の
論
文
を
特
に
詳
し
く
紹
介
し
よ
う
と
す

る
意
図
は
、
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

．
般
に
日
本
の
近
世
文
学
は
、
町
人
の
文
学
で

あ
り
、
民
衆
の
文
学
で
あ
る
」
と
い
っ
た
大
雑
把
な

概
括
に
対
し
て
、
「
違
例
」
の
多
い
こ
と
の
指
摘
か

ら
、
こ
の
論
は
は
じ
ま
り
ま
す
。
い
や
、
そ
の
指
摘

四
一

章
と
な
る
こ
の
本
は
、
各
章
の
中
身
が
充
実
し
て
ゐ

ま
す
だ
け
に
、
大
変
な
重
量
感
が
あ
り
、
ヘ
な
ノ
、

腰
で
立
ち
向
っ
て
は
押
し
淡
さ
れ
さ
う
で
す
．

｜
、
近
世
文
学
の
特
徴

咋
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よ
り
も
、
所
謂
町
人
作
家
達
が
、
「
自
ら
の
文
学
を

ど
う
意
識
し
て
ゐ
た
」
か
が
問
題
で
す
。
彼
等
は
し

ば
し
ば
そ
の
作
品
を
、
「
転
合
害
・
慰
み
草
・
戯
作

な
ど
」
と
称
し
て
ゐ
ま
す
。
が
、
そ
れ
は
「
彼
等
が

本
当
に
ふ
ざ
け
た
り
軽
い
気
持
か
ら
の
み
で
創
作
に

従
っ
た
こ
と
を
意
味
」
す
る
の
で
は
な
く
、
「
他
に

社
会
一
般
に
対
し
て
公
言
し
て
支
障
の
な
い
や
う

な
、
今
日
の
言
葉
で
云
へ
ぱ
、
第
一
文
芸
に
属
す
る

文
学
が
別
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
彼
等
の
そ
の

方
面
の
文
学
が
第
二
文
芸
で
あ
る
と
す
る
こ
と
の
謙

辞
と
見
散
」
さ
れ
る
の
で
す
。

第
一
文
芸
と
い
ふ
の
は
、
「
漢
詩
・
漢
文
・
和
歌
・

和
文
の
伝
統
的
文
学
」
を
さ
し
、
「
そ
の
創
作
に
際

し
て
は
」
誰
も
「
何
の
謙
辞
も
用
ひ
て
ゐ
な
い
」
の

で
す
。
が
、
彼
等
の
な
ま
の
文
学
「
仮
名
草
子
・

泗
落
本
・
狂
歌
な
ど
」
に
な
り
ま
す
と
、
「
製
の
文

学
、
第
二
文
芸
と
考
へ
て
」
「
謙
辞
を
用
ひ
る
」
と

い
ふ
わ
け
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
区
別
は
、
「
純
粋
に
創
作
活
動
そ
の

も
の
に
」
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
二
群
の
文
学
作

品
に
対
す
る
社
会
的
存
在
意
義
に
関
す
る
近
世
人
の

意
識
に
原
因
す
る
」
の
で
す
。
「
中
世
以
来
の
文
学

意
識
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
ず
、
も
し
く
は
若
干
の
変

化
が
あ
っ
て
も
更
新
す
る
に
至
ら
ず
、
旧
文
学
が
、

己

た
だ
そ
の
様
式
の
み
を
も
っ
て
、
そ
の
権
威
を
依
然

と
し
て
把
持
し
て
ゐ
た
。
新
し
く
発
生
し
た
文
学
は

旧
文
学
に
見
え
な
い
様
式
で
あ
り
、
旧
文
学
か
ら
見

る
と
雑
多
な
來
雑
物
が
あ
る
の
故
に
、
高
く
評
価
さ

れ
ず
、
戯
作
で
あ
り
、
慰
翠
草
と
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
爽
雑
物
の
中
に
、
又
は
旧
文
学

の
様
式
の
中
に
迄
も
、
や
が
て
文
学
の
定
義
を
す
ら

変
更
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
個
性
の
発
見
、
人
生
の

真
、
リ
ア
リ
ズ
ム
的
表
現
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ご
と
く

を
そ
な
へ
た
散
文
精
神
、
近
代
小
説
性
の
萠
芽
が
め

ば
え
て
来
る
こ
と
に
留
意
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。

古
い
文
学
の
勢
力
は
弱
ま
り
な
が
ら
、
後
退
せ
ず
、

新
し
く
発
生
し
た
文
学
は
未
熟
で
あ
り
、
そ
れ
等
が

錯
綜
し
た
文
壇
の
真
姿
を
、
当
代
人
は
明
察
し
得

ず
、
古
い
意
識
で
割
り
切
っ
た
所
に
出
て
来
た
の
が

こ
の
二
つ
の
文
学
の
屑
で
あ
る
。
」
と
い
ふ
の
で
す
。

こ
の
区
別
を
、
「
近
世
人
は
雅
俗
の
区
別
で
考
へ

て
」
を
り
、
こ
の
「
文
学
を
、
内
容
を
反
省
す
る
こ

と
な
く
、
様
式
や
、
そ
の
新
古
に
よ
っ
て
区
別
し
、

そ
こ
に
階
級
を
つ
け
る
近
世
文
壇
に
於
け
る
形
式
主

義
は
、
中
央
集
権
的
封
建
社
会
と
言
ふ
、
過
渡
的
社

会
の
投
影
と
見
る
べ
き
で
あ
」
り
、
「
そ
の
様
な
不
消

化
そ
の
ま
上
を
持
ち
つ
Ｎ
け
た
近
世
は
」
、
「
文
学
史

上
で
は
、
中
世
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
期
と
解
す
べ
き

で
」
、
「
文
学
を
今
日
、
純
文
学
・
大
衆
文
学
に
わ
か

つ
如
く
、
人
間
性
へ
の
接
近
に
よ
る
、
文
学
の
二
大

別
の
傾
向
が
、
か
す
か
な
が
ら
生
じ
て
く
る
」
の
は
、

「
幕
末
に
な
」
っ
て
で
あ
る
と
、
指
摘
さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
「
所
謂
町
人
文
学
、
俗
文
学
」
の
特
色
は

と
い
ひ
ま
す
と
当
近
世
の
雅
文
学
は
、
」
「
高
級
な
趣

味
と
し
て
」
「
実
生
活
か
ら
遊
離
す
る
」
の
に
対
し

て
、
「
俗
文
学
の
方
は
」
「
悉
く
実
川
性
を
持
っ
て
ゐ

た
」
こ
と
が
第
一
に
指
摘
さ
れ
ま
す
。
も
つ
と
も
、

「
俗
文
学
一
般
を
通
じ
て
教
訓
や
娯
楽
等
の
実
用
性

が
、
文
学
様
式
の
中
で
、
完
全
に
形
象
化
さ
れ
て
」

は
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。

意
識
的
に
は
「
既
に
第
一
文
芸
が
あ
る
以
上
、
実

用
性
で
も
な
け
れ
ば
、
第
二
文
芸
の
存
在
意
義
が
な

い
と
考
へ
た
か
も
し
れ
」
ま
せ
ん
が
、
「
無
意
識
の
所

で
は
、
第
一
文
芸
の
み
で
は
満
足
で
き
な
い
文
学
的

欲
求
が
、
漸
く
に
し
て
具
体
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら

は
れ
て
来
た
の
で
」
す
。
｜
‐
人
間
の
生
命
の
い
と
な

み
を
描
写
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
「
旧
文
学
様
式

の
欠
を
楠
ふ
く
く
、
そ
し
て
現
実
的
な
不
満
を
満
す

べ
く
生
れ
た
の
が
新
文
学
様
式
で
」
し
た
。
「
現
世

に
材
を
求
め
、
現
世
的
想
念
を
作
品
に
み
な
ぎ
ら
す

こ
と
は
、
た
ま
ｊ
、
、
こ
の
欲
求
と
実
朋
性
が
一
致

し
た
為
で
」
す
。
か
く
て
、
「
そ
の
作
品
に
、
生
活

四
÷ ,
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そ
の
も
の
が
生
々
し
く
表
は
れ
て
、
時
代
的
な
体
臭

を
一
杯
に
み
な
ぎ
ら
す
結
果
と
な
」
り
、
ゞ
「
超
時
代

的
な
普
遍
性
よ
り
も
、
時
代
的
な
特
色
の
方
が
濃
厚

な
文
学
と
な
っ
た
」
の
で
す
。

次
に
、
「
実
川
性
を
持
つ
と
云
ふ
事
は
多
様
性
を

持
つ
こ
と
を
意
味
」
し
ま
す
。
「
階
級
や
年
齢
・
性

別
な
ど
に
よ
る
、
向
々
が
、
文
学
様
式
の
中
に
あ
」

り
ま
し
た
。
そ
し
て
「
文
学
と
し
て
普
遍
性
を
追
求

す
る
芸
術
的
自
覚
の
な
い
場
合
は
、
そ
の
体
制
の
中

で
し
か
わ
か
ら
な
い
方
が
、
体
制
中
の
人
灸
に
は
面

白
い
こ
と
に
な
」
り
ま
す
。
「
こ
の
や
う
な
性
質
の

理
解
を
と
も
な
ふ
表
現
を
、
楽
屋
落
と
云
」
ひ
ま
す

が
、
一
‐
近
世
俗
文
学
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
」
そ

の
気
味
が
あ
り
、
「
こ
の
楽
屋
落
の
理
解
の
困
難
さ

が
、
近
世
俗
文
学
を
毛
嫌
ひ
す
る
人
と
、
狂
を
つ
く

る
一
原
因
で
も
あ
」
り
ま
す
。

「
楽
屋
落
の
文
学
即
ち
約
束
の
文
学
と
も
云
へ
」

ま
す
。
「
こ
の
約
束
の
文
学
は
、
古
典
文
学
即
ち
第

一
文
芸
の
川
語
で
云
ふ
、
余
情
の
文
学
と
合
致
す
る

部
分
が
多
い
」
の
で
す
。
連
ふ
と
こ
ろ
は
、
「
表
現

技
法
が
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
で
」
、
「
職
人
的
で
あ
っ

た
と
も
云
へ
」
ま
す
。

従
っ
て
、
こ
の
種
の
文
学
の
「
珠
玉
の
作
品
」

は
、
｜
‐
名
人
芸
の
そ
れ
と
呼
」
ぷ
に
ふ
さ
は
し
く
、

書
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「
名
人
芸
の
語
は
。
，
｜
「
あ
る
伝
統
と
か
規
格
と
か
の

中
に
、
既
成
の
も
の
を
守
り
な
が
ら
そ
の
中
に
承
が

上
れ
た
個
性
を
生
か
し
て
ゆ
く
場
合
を
称
す
る
」
の

で
、
「
意
識
の
上
で
は
、
伝
統
や
自
給
自
足
制
の
楽

屋
落
の
範
囲
か
ら
ぬ
け
き
れ
な
い
こ
と
は
、
中
世
的

な
残
津
で
あ
り
、
無
意
識
的
な
が
ら
個
性
を
出
し
、

大
衆
的
普
遍
性
を
持
っ
た
作
品
を
生
む
点
は
、
近
代

の
漸
く
始
ま
り
か
け
た
こ
と
で
あ
」
り
ま
す
。
た
Ｎ

「
こ
の
埒
内
に
入
れ
て
説
明
し
難
い
、
二
人
の
大
作

家
」
と
し
て
、
西
鶴
と
芭
蕉
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。

ざ
っ
と
右
の
如
く
か
と
恩
ひ
ま
す
。
か
う
要
約
し

な
が
ら
、
要
約
と
い
ふ
こ
と
の
、
論
の
生
命
を
失
ふ

無
意
味
さ
を
痛
感
し
な
が
ら
も
、
更
に
二
章
以
下
の

各
論
の
素
捕
的
な
紹
介
を
つ
Ｎ
け
ま
せ
う
。

二
、
仮
名
草
子
の
説
話
性

「
近
世
初
期
に
は
、
」
「
新
し
い
世
相
の
必
要
に
応

じ
て
発
生
し
た
言
教
養
的
な
実
用
的
な
智
識
」
の
供

給
を
目
的
と
す
る
「
口
調
的
な
も
の
が
」
大
流
行
し

ま
し
た
が
、
そ
の
過
程
に
「
文
芸
的
な
も
の
が
そ
な

は
」
っ
て
行
き
ま
し
た
。
こ
の
口
調
的
な
も
の
が
、

仮
名
草
子
の
中
に
は
い
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
従
っ
て
、

「
説
話
性
を
仮
名
草
子
の
中
に
求
め
る
操
作
は
、
仮

名
草
子
の
中
か
ら
小
説
性
を
析
出
す
る
こ
と
と
、
あ

る
部
分
で
は
一
致
」
し
ま
す
。

「
仮
名
草
子
の
説
話
が
、
伝
統
的
文
芸
性
に
乏
し

か
っ
た
と
云
ふ
、
歴
史
的
な
空
白
、
叉
は
中
古
中
世

的
文
芸
性
の
断
絶
は
、
近
世
小
説
の
発
生
に
は
、
既

に
完
成
し
た
権
威
的
な
も
の
の
影
響
を
直
接
に
う
け

ず
、
あ
は
よ
く
ば
こ
れ
を
批
判
す
る
余
裕
を
得
、
勿

論
、
そ
れ
と
異
質
的
な
も
の
を
は
ぐ
く
む
苗
床
と
な

っ
て
、
必
要
で
あ
っ
た
」
の
で
す
。

三
、
西
鶴
の
創
作
意
識
と
そ
の
推
移

「
ヨ
代
男
一
は
権
威
あ
る
古
典
物
語
に
拮
抗
す
る

意
識
の
所
産
た
る
新
物
語
」
で
し
た
が
、
「
そ
の
主

力
は
素
材
と
表
現
の
面
に
そ
入
が
れ
て
、
内
面
的
な

人
生
探
求
に
お
い
て
は
、
」
「
明
瞭
で
な
」
く
、
「
せ
い

ぜ
い
恋
愛
や
性
欲
は
人
生
の
重
要
問
題
で
あ
る
と
す

る
程
度
に
と
凹
ま
」
り
、
「
出
来
上
っ
た
「
一
代
男
』

を
説
話
様
式
の
作
仙
と
し
て
見
れ
ば
、
人
生
探
求
の

度
を
示
す
談
理
の
面
よ
り
は
、
面
白
さ
を
伝
へ
る
伝

奇
の
面
に
専
ら
で
」
し
た
。

そ
の
後
、
「
物
や
事
を
つ
ら
ぬ
く
内
面
的
な
理
に

関
心
が
そ
上
が
れ
出
し
、
」
「
「
道
」
の
談
理
か
ら
『
世

間
智
」
の
談
理
に
入
」
り
、
遂
に
は
、
「
云
は
堂
人

心
の
即
物
的
な
把
握
の
方
法
を
自
得
」
す
る
に
至
り

ま
す
が
、
而
も
、
「
人
間
の
心
を
、
固
定
の
相
と
し

て
で
な
く
、
流
動
の
相
で
把
へ
ん
と
す
る
」
「
と
共

に
」
「
そ
の
相
が
本
質
で
あ
れ
ば
、
」
批
判
の
余
地
な

四
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し
と
し
て
、
「
批
判
を
加
へ
る
こ
と
を
や
め
た
」
と

さ
れ
ま
す
。

四
、
自
笑
其
磧
確
執
時
代

．
「
こ
の
確
執
時
代
に
関
す
る
従
来
の
研
究
が
、
む

し
ろ
自
笑
の
不
況
に
展
開
し
た
と
す
る
に
対
し
て
、
」

著
者
は
、
共
磧
の
「
度
々
の
移
転
、
評
判
記
の
比
較
、

自
笑
の
新
作
者
獲
得
と
並
べ
」
て
、
困
っ
た
の
は
其

磧
の
方
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
こ
れ
は
「
や
が
て
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
機
構
の
上
に
全
部
が
載
せ
ら
る
べ

き
運
命
を
目
前
に
ひ
か
へ
る
近
世
中
葉
の
、
」
「
作
者

と
書
嘩
と
の
間
に
起
っ
た
、
初
め
て
の
且
つ
注
目
す

べ
き
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
る
」
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
結
果

「
其
磧
は
実
質
に
於
い
て
八
文
字
屋
の
専
属
作
者
と

な
っ
た
」
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
は
「
健
全
娯
楽
の
提

供
者
と
し
て
の
社
会
的
な
地
位
と
、
生
活
の
一
つ
の

道
と
し
て
経
済
的
な
意
義
が
、
」
其
磧
「
を
し
て
さ
う

あ
ら
し
め
た
。
」
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

五
、
八
文
字
屋
本
版
木
行
方

八
文
字
屋
本
の
版
木
が
、
八
文
字
屋
の
手
を
離
れ

て
、
害
騨
の
間
に
転
萄
す
る
跡
を
具
体
的
に
尋
ね
、

そ
れ
ら
の
害
建
が
何
れ
も
．
儲
け
と
き
ほ
ひ
立
っ

て
、
」
失
敗
し
没
落
し
て
行
っ
た
の
は
、
八
文
字
屋
を

含
め
て
、
上
方
害
壁
の
「
専
属
作
者
制
度
」
と
い
ふ

「
古
風
な
営
業
法
」
が
、
作
品
の
「
交
換
価
値
」
に

Ｅ
一
〆
」

従
ふ
「
自
由
競
争
」
の
江
戸
風
の
「
新
営
業
法
」
に

敗
れ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
而
も
、
「
八
文
字

屋
本
が
、
流
行
に
お
く
れ
な
が
ら
、
尚
諸
店
よ
り
刊

行
さ
れ
、
商
品
価
値
を
保
持
し
て
ゐ
た
の
は
」
、
多
く

貸
本
屋
の
手
を
へ
て
、
「
健
全
娯
楽
読
み
物
」
と
し

て
、
「
律
義
な
封
建
道
徳
の
所
有
者
達
で
あ
っ
た
、

享
保
以
来
新
し
く
ふ
え
た
民
衆
の
読
者
に
よ
ろ
こ
ば

れ
た
」
と
い
ふ
こ
と
、
が
述
べ
て
あ
り
ま
す
。

六
、
安
永
天
明
期
小
説
界
に
於
け

る
西
鶴
復
興

こ
の
や
う
な
研
究
は
、
従
来
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
．

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
こ
を
詳
説
し
、
「
元
禄

期
の
西
繩
模
倣
作
に
は
西
鶴
の
持
っ
た
あ
く
ど
さ
と

悪
ふ
ざ
け
が
寧
ろ
尊
重
さ
れ
、
象
な
ら
は
れ
て
ゐ
る
」

の
に
対
し
て
、
こ
の
期
は
、
「
小
説
に
就
い
て
の
考

へ
を
進
歩
さ
せ
西
鶴
の
作
品
の
好
色
味
よ
り
も
人
情

を
認
め
さ
せ
、
悪
ふ
ざ
け
よ
り
も
写
実
を
尊
重
さ
せ

た
」
こ
と
を
説
き
明
か
し
、
更
に
「
明
治
期
の
そ
れ

は
、
京
伝
・
三
馬
の
遊
楽
放
縦
、
春
水
の
浮
薄
皮
相
、

馬
琴
の
頑
冥
偏
頗
に
あ
き
は
て
、
西
洋
小
説
の
刺
戟

に
よ
っ
て
、
小
説
と
云
ふ
芸
術
の
中
に
、
思
想
・
人

生
観
・
世
界
観
等
を
求
め
る
風
潮
が
、
我
が
国
過
去

の
作
者
の
中
に
も
、
尚
さ
う
し
た
批
評
要
求
に
耐
へ

得
る
も
の
と
し
て
西
鶴
を
見
出
し
た
こ
と
に
由
来
す

四
四

る
」
と
附
加
さ
れ
ま
す
。

七
、
泗
落
本
の
発
生

酒
落
本
の
発
生
を
め
ぐ
る
旧
説
を
検
討
し
て
、
漢

文
戯
作
、
狂
言
本
、
浮
世
草
子
、
芝
居
、
談
義
本
、

評
判
記
と
の
関
聯
を
説
き
明
か
し
、
そ
の
中
か
ら
、

「
沌
然
一
作
曲
と
し
て
完
成
し
た
」
「
遊
子
方
言
」
を

「
分
析
し
て
、
形
式
は
狂
言
本
、
文
体
は
談
義
本
、

素
材
は
浮
世
草
子
か
ら
出
て
、
小
説
の
進
展
の
結
果

と
し
て
ま
と
ま
っ
た
戯
作
で
あ
る
と
定
め
」
ら
れ
る

に
至
る
ま
で
の
論
。

八
、
通
と
文
学

通
の
性
格
を
九
条
に
わ
た
っ
て
分
析
し
、
「
通
は

生
活
理
念
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
ま
す
。
が
、
一
般
で

は
、
通
は
、
そ
れ
と
共
に
「
文
学
理
念
」
と
も
考
へ

ら
れ
、
泗
落
本
は
「
通
の
教
科
書
的
性
格
を
持
つ
と

解
釈
さ
れ
て
ゐ
る
」
の
に
対
し
て
、
「
通
は
酒
落
本

の
理
念
で
は
な
く
て
、
そ
の
う
が
ち
の
対
象
」
で
あ

り
、
「
こ
の
こ
と
は
ま
た
酒
落
本
も
黄
表
紙
も
違
ひ

は
な
い
」
と
説
か
れ
、
た
凹
「
こ
れ
ら
の
作
者
が
、

こ
れ
ら
の
作
品
を
作
る
心
境
に
」
「
通
人
意
識
が
宿

っ
て
ゐ
た
こ
と
が
多
い
。
」
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。

九
、
読
本
発
生
に
関
す
る
諸
問
題

「
読
本
の
発
生
と
成
長
に
‐
｜
は
、
旧
説
の
「
中
国

白
説
小
説
の
影
響
」
の
外
に
、
早
く
も
「
読
本
」
と

匙

一戸
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I

呼
ば
れ
た
八
文
字
屋
本
の
時
代
物
、
実
録
軍
談
、
怪

談
小
説
、
民
衆
教
化
の
仏
教
的
傾
向
文
学
、
史
書
古

典
、
仏
教
長
篇
説
話
類
と
の
関
聯
を
詳
悉
し
て
、
そ

の
中
か
ら
、
「
長
篇
小
説
・
構
成
・
文
体
・
性
格
・

芸
術
的
真
実
性
・
思
想
性
と
、
」
「
近
代
小
説
と
し
て

問
題
に
す
べ
き
諸
点
が
、
」
「
出
そ
ろ
っ
た
感
が
あ
る
」

の
が
読
本
で
あ
る
。
と
説
か
れ
ま
す
。

十
、
読
本
展
開
史
の
一
鮪

京
伝
の
「
忠
臣
水
耕
伝
」
は
「
読
本
の
歴
史
に
一

期
を
劃
し
た
」
が
、
そ
れ
に
対
抗
す
べ
く
、
上
方
の

害
津
は
「
仏
教
長
篇
説
話
を
、
」
「
長
篇
読
本
化
し
」

ま
し
た
。
こ
れ
が
、
馬
琴
の
「
石
言
遺
響
」
を
は
じ

め
と
し
て
、
江
戸
に
流
入
し
て
、
「
次
第
に
江
戸
読

本
の
趣
向
や
素
材
や
文
飾
源
と
な
っ
て
ゆ
」
き
ま
す
。

も
つ
と
も
、
上
方
の
「
安
易
に
過
去
の
も
の
を
応
用

す
る
著
述
態
度
」
に
比
し
て
、
江
戸
の
「
中
国
白
話

小
説
や
日
本
の
雑
史
や
近
世
演
劇
類
な
ど
を
」
援
用

し
た
「
新
様
式
創
造
の
熱
意
」
は
大
変
な
も
の
で
、

馬
琴
の
如
き
は
、
「
歴
史
小
説
的
方
法
を
物
に
」
す

る
に
至
る
の
で
す
。
か
く
て
、
「
次
第
に
江
戸
と
江

戸
中
心
の
読
本
界
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」
と
い
ふ
論
。

十
一
、
読
本
の
読
者

読
本
に
は
三
種
の
区
別
が
考
へ
ら
れ
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
、
正
統
の
読
本
の
読
者
に
つ
い
て
論
じ
て
あ

書
評

心
刊
心

り
ま
す
。
そ
の
読
本
の
特
徴
は
、
「
隠
微
・
出
典
・

趣
向
・
文
飾
の
一
食
に
気
づ
け
ば
気
づ
い
て
拍
案
驚

奇
せ
し
め
る
、
即
ち
雅
の
面
と
、
何
の
気
づ
か
ず
と

も
、
合
巻
の
読
者
の
や
う
に
起
伏
重
畳
な
す
話
の
筋

の
織
り
な
す
喜
怒
哀
楽
も
、
読
者
を
一
喜
一
憂
、
愁

嘆
し
、
憾
慨
せ
し
め
る
、
即
ち
俗
の
面
を
兼
持
」
し
、

「
勧
善
懲
悪
の
理
法
を
き
び
し
く
、
最
も
心
し
て
盛

込
」
む
も
の
と
言
は
れ
ま
せ
う
。

こ
の
読
本
の
読
者
は
、
「
小
説
読
者
の
上
層
に
あ
」

り
、
本
代
は
合
巻
な
ど
に
比
べ
て
高
く
、
出
版
部
数

は
少
く
、
読
者
は
多
く
貸
本
屋
の
手
を
へ
て
、
本
に

接
し
ま
し
た
。
従
っ
て
、
潤
筆
料
も
少
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
作
者
の
社
会
的
地
位
は
高
か
っ
た
や
う
で

す
。
内
容
は
、
ま
だ
「
戯
作
的
な
遊
び
の
要
素
が
濃

い
」
が
、
「
批
評
家
と
批
評
が
発
生
し
た
」
こ
と
は

「
第
一
文
芸
に
並
列
」
す
る
も
の
と
言
へ
ま
せ
う
。

十
二
、
人
情
本
と
中
本
型
読
本

「
人
情
本
様
式
発
生
に
関
す
る
既
出
の
諸
説
を
再

検
討
」
し
て
、
「
人
情
本
は
中
本
型
読
本
の
一
時
流

行
の
姿
で
あ
っ
た
」
と
結
論
さ
れ
ま
す
。
中
本
型
読

本
と
い
ふ
の
は
、
「
合
巻
物
と
半
紙
本
読
本
の
中
間

に
位
す
る
読
本
で
、
」
「
泗
落
本
合
巻
物
滑
稽
本
さ
ま

人
、
の
様
式
を
取
入
れ
る
こ
と
が
、
習
慣
と
し
て
許

さ
れ
て
ゐ
」
ま
し
た
。
人
情
本
は
こ
の
「
中
本
型
読

以
上
、
大
雑
把
な
、
核
心
を
射
そ
こ
ね
た
や
う
な

紹
介
に
終
始
し
ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
と
読

者
に
寛
恕
を
乞
は
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
が
、
も
し
一

言
余
白
を
埋
め
ま
す
な
ら
、
こ
の
書
は
、
「
近
世
小

説
史
の
は
ら
む
種
々
の
問
題
は
、
提
出
し
得
た
」
と

い
ふ
謙
辞
を
「
解
決
し
得
た
」
と
い
ふ
讃
辞
に
置
き

変
へ
て
も
よ
か
ら
う
か
と
思
ひ
ま
す
。

尚
、
中
村
さ
ん
の
別
著
「
近
世
作
家
研
究
」
（
「
立

命
館
文
学
」
昭
和
三
十
六
年
十
月
号
に
紹
介
）
に
は
、

こ
の
害
の
諸
論
文
よ
り
も
も
つ
と
基
礎
的
な
研
究

が
、
精
密
に
展
開
さ
れ
て
ゐ
ま
す
こ
と
を
附
け
加
へ

て
お
き
ま
せ
う
。

叉
、
こ
の
二
書
に
も
れ
た
重
要
な
論
文
も
少
く
は

な
く
、
例
へ
ぱ
、
弓
天
下
の
町
人
』
考
」
「
文
学
は

『
人
情
を
道
腸
筐
の
説
」
な
ど
、
こ
れ
ら
は
、
「
近

世
作
家
研
究
」
や
「
近
世
小
説
史
の
研
究
」
と
い
ふ

枠
や
ら
、
頁
数
の
関
係
や
ら
か
ら
、
省
か
れ
た
こ
と

と
思
は
れ
ま
す
。
近
く
、
そ
れ
ら
が
第
三
の
書
と
し

て
、
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
待
ち
望
む
も
の
で

す
。
（
昭
和
三
十
六
年
八
月
）

四
五

本
の
性
質
を
う
け
つ
」
ぎ
、
「
春
水
と
所
謂
為
永
連

に
よ
っ
て
」
「
人
情
本
的
な
特
殊
な
情
緒
の
も
り
上

げ
‐
｜
「
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
」
も
の
な
の
で
す
。

､’

Ｑ
凸
■


