
「
混
沌
の
視
角
」
と
い
う
副
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
仮
名
草
子
と
い
う
近
世
初
期
小

説
の
領
域
の
つ
か
み
所
の
な
い
複
合
性
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
集

を
読
み
終
え
て
、
何
よ
り
も
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
は
、
前
芝
氏
が
こ
の

《
混
沌
》
と
呼
ぶ
し
か
な
い
領
域
か
ら
、
あ
る
明
ら
か
な
視
界
の
開
け
る
場

所
に
、
な
ん
と
か
た
ど
り
つ
い
た
、
そ
の
ほ
の
か
な
自
負
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
《
混
沌
》
を
混
沌
と
い
う
の
み
で
は
、
何
も
語
り
得
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
そ
の
中
に
、
あ
る
斜
き
、
方
向
性
の
よ
う
な
も
の
を
見
い
だ
し
、

壁
開
面
を
探
り
出
し
、
そ
の
つ
か
み
所
の
な
い
も
の
を
可
能
な
限
り
明
確
に

規
定
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
仮
名
草
子
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
悲
願
で
あ

る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
前
芝
氏
は
、
『
伽
脾
子
』
か
ら
『
百
物
語
評
判
』
『
竹
斎
』
『
元
の

も
く
あ
み
物
語
』
を
へ
て
、
『
薬
師
通
夜
物
語
』
『
犬
方
丈
記
』
か
ら
『
貧
人

太
平
記
』
へ
至
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
一
連
の
論
考
は
、
確
か
に
仮
名
草
子
研

究
に
お
け
る
一
つ
の
壁
開
面
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ

の
達
成
点
が
つ
き
な
み
に
『
好
色
一
代
男
』
に
至
る
の
で
な
く
、
よ
り
直
接

〔
書
評
１
〕

前
芝
憲
一
著
『
仮
名
草
子
ｌ
混
沌
の
視
角
Ｉ
』

的
に
仮
名
草
子
の
系
列
に
位
置
す
る
、
『
貧
人
太
平
記
』
と
い
う
か
つ
て

「
奇
書
異
書
」
と
も
評
さ
れ
た
作
品
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
性
格
を
記

述
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
『
一
代
男
』
に
比
す
れ
ば
こ
ぶ
り
で
は
あ
る
が
、

確
か
な
文
学
作
品
と
し
て
の
成
功
に
認
め
よ
う
と
す
る
、
そ
の
姿
勢
は
独
自

な
も
の
で
あ
る
。
氏
み
ず
か
ら
こ
の
『
貧
人
太
平
記
』
が
「
天
和
二
年
」
を

仮
名
草
子
と
浮
世
草
子
の
便
宜
上
の
境
界
線
と
す
る
通
念
に
、
幾
重
に
も
疑

問
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
し
て
、
序
に
お
け
る
「
仮
名
草
子
を
ど
う
と
ら
え

る
か
」
と
い
う
問
題
提
起
と
呼
応
し
、
こ
の
著
書
の
結
構
を
整
え
て
い
る
。

そ
れ
は
、
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
こ
の
氏
に
よ
る
最
初

の
研
究
書
は
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
与
え
る
方
向
性

を
示
し
え
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
問
題
提
起
は
、
実
は
、
こ
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
論
考
に
本

来
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ

こ
で
示
さ
れ
る
問
題
提
起
は
、
こ
の
一
連
の
も
の
を
引
き
出
し
た
前
提
で
は

な
く
、
逆
に
お
の
お
の
の
個
別
の
論
を
誠
実
に
こ
な
し
て
い
く
過
程
で
、
到

達
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
仮
名
草
子
研
究
の
多
方
面
に
渡
る
進
展

常
吉
幸
子 五
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に
と
も
な
い
、
仮
名
草
子
を
単
に
浮
世
草
子
へ
の
過
渡
的
形
態
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
や
一
様
に
そ
こ
へ
収
敵
す
る
こ
と
の
誤
り
は
明
白
に
な
っ
て
き
た
」

と
し
て
も
、
氏
自
身
が
こ
の
認
識
に
至
っ
た
の
は
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
の
で

き
る
一
連
の
論
考
に
示
さ
れ
る
、
そ
の
探
究
の
果
て
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ

る
。
「
こ
こ
の
作
品
の
諸
要
素
を
分
解
・
刷
扶
し
て
そ
こ
だ
け
に
方
法
概
念

や
主
体
概
念
の
新
旧
を
見
る
の
で
は
な
く
、
作
品
を
丸
ご
と
評
価
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
」
と
い
う
の
も
、
先
の
認
識
の
共
有
に
よ
っ

て
そ
の
こ
と
が
「
大
切
に
な
っ
て
」
き
た
の
で
は
な
く
、
「
作
品
を
丸
ご
と

評
価
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
氏
が
十
数
年
間
の
研
究
歴
に
お
い
て
実
践
し
て

こ
ら
れ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
ざ
っ
ぱ
り
と
ま
と
ま
っ
た
結
構
を
持
つ

著
書
と
し
て
、
仕
上
が
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
本
質
的
に
は
、
ご
自
身

の
「
仮
名
草
子
研
究
の
集
大
成
」
で
あ
り
、
地
道
に
仕
事
を
進
め
て
き
た
、

研
究
者
と
し
て
の
履
歴
書
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
も
っ
と
も
初
期
の
論
考
で
あ
り
、
多
分
に
謙
辞
で
は
あ
れ

「
（
未
完
と
と
付
記
し
て
当
初
出
さ
れ
た
、
弓
伽
脾
子
』
論
序
説
」
に
も
、

大
き
く
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
お
そ
ら
く
ご
自
身
の
発
表
当
時
の
意
図
を

十
分
に
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
補
筆
に
留
ま
っ
て
、
「
論
旨
を
動
か

し
て
い
な
い
」
と
い
う
断
り
書
き
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

「
（
翻
案
と
し
て
の
）
技
術
論
と
は
別
の
視
点
か
ら
」
と
い
う
論
の
方
向

づ
け
が
、
「
夜
咄
の
世
界
で
供
さ
れ
息
づ
く
」
、
い
わ
ば
文
芸
と
し
て
の
く
い

の
ち
〉
論
に
行
き
着
く
の
は
、
発
表
当
初
は
ま
だ
大
学
院
生
で
あ
っ
た
筆
者

の
素
朴
な
文
学
少
年
ぶ
り
と
そ
の
〈
ふ
る
さ
と
〉
へ
の
現
在
の
筆
者
の
郷
愁

が
う
か
が
わ
れ
は
す
る
が
、
ま
た
、
研
究
書
に
も
そ
の
ぐ
ら
い
の
も
の
は
あ
っ

て
も
よ
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
共
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
義
理
は
感
じ
な
い
。
「
龍
宮
の
上
棟
」
で
重
々
し
く
始
ま
る
『
伽
脾
子
』

が
、
「
夜
咄
」
と
し
て
供
し
う
る
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

全
体
を
「
夜
咄
」
と
し
て
「
フ
レ
ー
ム
ァ
ッ
プ
」
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い

し
、
作
品
を
前
か
ら
も
後
ろ
か
ら
も
、
ど
こ
か
ら
も
見
る
こ
と
の
で
き
る
読

者
が
、
末
尾
の
一
節
の
み
に
よ
っ
て
そ
う
一
面
的
に
丸
め
込
ま
れ
る
と
も
思

え
な
い
。
「
夜
咄
」
と
し
て
息
づ
く
の
な
ら
、
「
剪
燈
新
話
の
抜
書
」
と
し
て
、

「
息
づ
く
」
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
伝
承
を
と
り
い
れ
て
「
夜
咄
」
と
し

て
享
受
し
う
る
も
の
に
仕
立
て
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
技
術
の
問
題
で

も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
は
「
『
伽
脾
子
』
の
咄
」
を
極
力
発
表
当
時
の

問
題
意
識
に
お
い
て
提
示
し
、
そ
の
出
発
点
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

目
覚
ま
し
い
の
は
そ
こ
か
ら
の
展
開
、
第
二
章
弓
百
物
語
評
判
』
の

成
立
」
及
び
、
第
三
章
弓
百
物
語
評
判
』
の
論
理
」
で
あ
る
。
「
仕
掛
人

は
だ
れ
か
？
」
と
問
い
か
け
て
、
出
版
へ
の
経
過
に
つ
い
て
の
記
事
が
、
序

文
と
敏
文
に
お
い
て
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
、
更
に
短
時
日
で
（
「
日
あ
ら

で
」
）
そ
の
補
筆
・
編
集
が
な
っ
た
と
読
め
る
の
に
（
こ
の
こ
と
は
、
内
容

の
「
練
り
」
が
足
り
な
い
、
ま
た
、
挿
絵
が
「
一
話
ず
つ
ず
れ
て
い
る
、
と

言
っ
た
こ
と
に
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
）
、
こ
の
刊
行
が
山
岡
元
隣
の
死
後
十
四

年
も
経
て
お
り
、
そ
の
間
放
置
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
更
に
ま
た
、

実
際
に
「
長
子
」
元
恕
が
山
岡
元
隣
の
遺
志
を
継
い
で
刊
行
し
た
と
い
え
る

『
諸
国
独
吟
集
』
の
序
文
に
照
ら
し
て
、
そ
の
こ
と
が
い
か
に
も
不
自
然
で

あ
る
、
等
と
着
実
に
推
理
を
進
め
、
書
建
「
銭
屋
儀
兵
衛
（
梶
川
常
政
？
）
」

を
背
景
に
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
梶
川
常
政
は
、
「
そ
の
（
Ⅱ
『
百
物

五
七



語
評
判
』
の
）
刊
行
に
際
し
、
元
隣
の
門
人
た
ち
の
中
で
も
中
心
的
に
采
配

を
ふ
る
っ
た
と
し
、
「
彼
（
Ⅱ
梶
川
常
政
）
こ
そ
が
、
（
序
文
に
記
す
よ
う
に
）

「
百
物
語
評
判
会
」
を
記
録
し
、
そ
し
て
十
四
年
間
保
管
し
て
い
た
の
を
、

天
和
・
貞
享
期
の
怪
異
小
説
ブ
ー
ム
の
折
り
に
刊
行
を
企
だ
て
、
元
隣
の

「
遺
稿
」
で
あ
る
こ
と
を
看
板
に
し
つ
つ
、
五
巻
五
冊
の
書
物
と
な
る
よ
う

元
恕
を
引
っ
張
り
出
し
編
集
し
た
仕
掛
人
な
の
で
あ
る
。
」
と
小
気
味
よ
く

明
解
な
結
論
に
い
た
る
。
各
巻
の
話
数
や
長
さ
を
鍵
に
、
内
容
・
記
述
を
検

討
し
、
特
に
挿
絵
の
他
作
品
と
の
類
似
の
様
子
か
ら
、
「
近
世
初
期
挿
絵
師

た
ち
の
狭
い
共
同
体
の
あ
り
様
」
を
推
定
し
、
梶
川
常
政
の
関
与
と
こ
の

「
成
立
」
の
状
況
を
固
め
て
い
く
手
際
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
怪
談
会
は
い
つ

行
わ
れ
た
か
、
そ
の
際
意
識
さ
れ
た
流
行
の
怪
異
小
説
の
中
に
は
『
伽
碑
子
』

が
含
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
、
元
隣
を
中
心
と
し
た
か
の
怪
談
会
以
後
に
補
わ

れ
た
話
は
ど
れ
か
、
等
の
考
察
は
、
間
断
な
く
読
め
る
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
事
柄
を
固
め
て
い
く
論
述
は
、
『
百
物
語
評
判
』
が
当

時
の
怪
異
の
咄
・
物
語
の
享
受
の
様
相
を
知
る
う
え
で
、
い
か
に
重
要
な
も

の
で
あ
る
か
、
を
論
じ
る
次
章
「
『
百
物
語
評
判
』
の
論
理
」
に
よ
っ
て
真

に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
〈
怪
異
〉
の
後
に
教
訓
が
付
属
す
る

の
と
は
ま
っ
た
く
違
う
、
別
の
発
話
者
に
よ
る
と
み
え
る
「
評
判
」
と
と
も

に
提
示
す
る
姿
勢
は
『
新
御
伽
脾
子
』
に
も
共
通
し
、
『
伽
脾
子
』
『
狗
張
子
』

の
追
随
者
で
あ
る
林
義
端
の
『
玉
櫛
笥
』
（
元
禄
八
年
）
『
玉
箒
木
』
（
元
禄

九
年
）
に
見
ら
れ
る
、
観
音
の
霊
験
と
さ
れ
る
と
は
い
え
単
に
偶
然
の
幸
運

と
見
倣
し
う
る
話
や
、
そ
の
真
相
は
〈
怪
異
〉
で
は
な
か
っ
た
、
と
落
ち
の

つ
く
話
、
ま
た
こ
と
さ
ら
に
焼
け
焦
げ
た
跡
の
「
証
拠
」
を
誇
示
す
る
話
な

ど
が
、
同
種
の
意
識
の
基
盤
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
。
儒

教
合
理
主
義
や
、
が
ん
ら
い
あ
っ
た
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
現
実
性
か
ら
来
る

〈
不
信
〉
は
、
仏
教
唱
道
者
も
含
む
〈
怪
異
〉
の
語
り
手
た
ち
の
い
わ
ば
仮

想
敵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「
夜
咄
」
が
あ
る
た
び
に
、
そ
の
種
の
著
作

な

が
生
さ
れ
る
た
び
に
、
そ
れ
は
こ
の
〈
不
信
〉
と
の
不
断
の
折
衝
の
場
で
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
は
執
勘
に
証
拠
を
提
示
し
よ
う
と
し
、
一
方
も

疑
い
な
が
ら
明
ら
か
な
事
実
（
？
）
は
認
め
ざ
る
え
な
い
。
そ
の
あ
た
り
に
、

微
妙
な
均
衡
点
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

〈
怪
異
〉
の
語
り
は
、
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
、
を
起
点
と
す
る
種
々
の

問
題
意
識
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
つ
き
ま
と
う
た
め
に
、
前
芝
氏
の
言
う
「
呪

文
」
に
よ
っ
て
魑
魅
魍
魎
を
跳
梁
さ
せ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
と
『
百
物
語
評
判
』
に
関
し
て
は
、
結
果
と
し
て
怪
異
の
存
在
を
許
し
て

い
る
こ
と
に
、
さ
ほ
ど
怪
し
げ
な
仕
掛
け
を
認
め
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
『
朱
子
語
類
』
で
は
蜥
蜴
が
群
れ
て
看
を
吐
く
の
も
確
か
な
目
撃
者

の
い
る
し
か
も
説
明
可
能
な
現
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
「
垢
ね
ぶ
り
」
は

本
当
に
「
化
生
」
し
え
た
か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
氏
自
身
も
「
結
果

的
に
怪
を
容
認
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
先
の
「
見
こ
し
入
道
」
な
ど
を
批

判
し
た
と
き
の
態
度
や
現
実
認
識
な
ど
と
は
、
元
隣
に
と
っ
て
は
矛
盾
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
結
論
に
い
た
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
先
の

「
呪
文
」
云
々
は
こ
と
さ
ら
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

弓
百
物
語
評
判
』
が
天
和
・
貞
享
の
怪
異
小
説
ブ
ー
ム
の
折
に
刊
行
が

企
て
ら
れ
た
」
こ
と
の
意
味
は
両
義
的
で
あ
っ
た
。
〈
怪
異
〉
を
馴
致
し
て

朱
子
学
の
枠
内
に
収
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
〈
場
所
〉
を
保
証
し
た
。
前
芝

五
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氏
の
見
解
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
仮
に
〈
怪

異
〉
が
混
沌
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
百
物
語
評
判
』
は
す
で
に
そ
の
混
沌

か
ら
脱
し
、
そ
れ
を
外
か
ら
記
述
す
る
視
点
を
持
っ
て
い
る
点
で
、
や
は
り
、

よ
り
現
実
の
側
に
足
場
を
持
っ
た
作
品
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ

と
は
、
こ
の
著
書
全
体
の
流
れ
に
お
い
て
、
存
外
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
て
こ
な
い
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
第
四
章
弓
竹
斎
』
の
笑
い
」
を
起
点
と
す
る
以
後
の
展

開
が
、
「
竹
斎
」
の
人
物
像
の
継
承
を
軸
と
し
な
が
ら
、
「
名
所
記
」
の
物
語

化
・
講
釈
的
要
素
に
よ
る
事
実
性
の
強
化
と
い
っ
た
現
実
へ
の
志
向
を
強
め

つ
つ
、
文
芸
と
し
て
の
自
立
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
一
見
古
典

作
品
の
模
倣
や
見
立
て
に
す
ぎ
な
い
と
見
え
る
も
の
も
、
単
な
る
言
語
遊
戯

や
物
語
化
の
手
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
自
己
の
内
的
衝
動
を
隠
蔽
・
偽
装
し

な
が
ら
も
、
充
足
さ
せ
」
、
「
野
非
人
た
ち
の
抗
争
へ
の
「
正
義
」
の
付
与
」

と
い
っ
た
作
者
の
意
志
を
達
す
る
創
造
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
、
明
確

な
方
向
づ
け
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
五
章
「
『
是
楽
物
語
』
の
構
造
」
は
、
是
楽
と
友
名
の
描
か
れ
方
の
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
に
つ
い
て
「
『
是
楽
物
語
』
の
あ
く
ま
で
も
基
調
に
あ

る
の
は
、
「
友
名
」
の
恋
愛
讃
で
あ
る
」
が
、
。
竹
斎
」
の
属
性
が
「
友
名
」

で
は
な
く
「
是
楽
」
に
転
移
し
た
結
果
」
主
人
公
で
な
い
「
是
楽
」
が
過
剰

に
し
や
し
や
り
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
明
確
な
説
明
を
与
え
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
。
是
楽
」
が
「
語
り
部
」
と
し
て
作
者
の
街
学
性
を

全
面
に
負
っ
た
」
こ
と
も
一
方
の
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
竹
斎
」
よ
り
も
「
楽
阿
弥
」
の
方
が
…
…
、
と
思
わ
な
い
で
は
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
「
竹
斎
」
の
系
譜
を
ひ
く
仮
名
草
子
的
主
人
公
の
型
を
与

え
ら
れ
た
こ
と
が
、
機
械
的
に
（
？
）
彼
を
主
人
公
め
か
せ
た
、
と
い
う
の

は
魅
力
的
な
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
山
本
友
名
」
は
中
心
と
し
て
展
開

さ
れ
る
恋
愛
諏
の
主
人
公
で
あ
り
、
「
是
楽
」
は
主
題
と
し
て
の
享
受
的
雰

囲
気
を
に
な
う
語
り
手
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
〈
分
業
〉
の
よ
う
な
も

の
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
作
中
に
お
け
る
役
割
と
し
て
の

主
従
関
係
が
、
作
中
人
物
と
し
て
の
〈
主
〉
と
〈
従
〉
に
そ
の
ま
ま
な
り
う

る
と
も
思
え
な
い
が
、
第
四
章
で
も
「
竹
斎
」
自
身
が
風
刺
・
笑
い
の
対
象

に
な
ら
な
け
れ
ば
「
小
説
」
と
し
て
成
立
し
え
な
か
っ
た
と
す
る
の
に
通
ず

る
、
前
芝
氏
独
自
の
物
語
観
・
小
説
観
が
、
こ
こ
は
背
景
に
あ
る
と
考
え
た

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

第
六
章
「
『
元
の
も
く
あ
み
物
語
』
の
夢
」
は
、
『
元
の
も
く
あ
み
物
語
』

が
、
京
・
大
坂
の
読
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
「
江
戸
の
プ
レ
イ
・
ス
ポ
ッ
ト

案
内
」
つ
ま
り
「
小
説
版
『
江
戸
雀
』
」
と
し
て
、
江
戸
で
企
画
・
出
版
さ

れ
た
、
仮
名
草
子
出
版
史
上
貴
重
な
作
品
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
少
な
く
と

も
名
所
記
的
な
も
の
の
物
語
化
で
あ
る
と
い
う
点
と
、
登
場
人
物
の
竹
斎
的

類
型
性
に
お
い
て
、
『
是
楽
物
語
』
に
通
う
わ
け
で
、
同
様
に
現
世
肯
定
的

な
享
楽
性
に
お
い
て
も
、
浮
世
草
子
に
さ
ら
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
「
新
小
説
」

と
し
て
、
画
期
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
た
だ
し
、
〈
虚
構
〉
の
確
か

さ
を
い
う
に
は
「
夢
」
は
小
手
先
で
あ
り
、
「
享
楽
性
」
も
本
質
的
で
は
な

い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

何
と
い
っ
て
も
第
七
章
か
ら
第
九
章
に
か
け
て
の
最
終
三
章
は
、
こ
の
論

五
九



集
に
お
け
る
白
眉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
災
害
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
も
の
と

し
て
知
ら
れ
る
一
連
の
仮
名
草
子
が
、
こ
の
様
に
魅
力
的
に
記
述
さ
れ
た
も

の
を
私
は
知
ら
な
い
。
模
倣
・
見
立
て
が
、
古
典
の
利
用
が
、
そ
の
意
図
と

効
力
に
お
い
て
、
確
か
な
視
点
か
ら
的
確
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
集

の
構
成
は
、
怪
異
の
語
り
の
混
沌
か
ら
、
現
実
あ
る
が
ま
ま
の
明
解
さ
へ
と
、

脱
出
し
て
い
く
が
如
く
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
混
沌

に
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
到
達
点
に
お
い
て
は
語
り
そ
の
も
の
、
表
現
そ
の

も
の
が
、
古
典
の
受
容
・
利
用
と
現
実
的
意
図
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
精

確
で
明
解
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
、
あ
や
う
い
錯
覚
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
展

開
は
、
筆
者
の
研
究
者
と
し
て
の
力
量
の
成
熟
と
パ
ラ
レ
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。

物
語
化
の
鍵
と
な
る
人
物
造
形
や
、
「
講
釈
」
の
方
法
な
ど
が
多
く
共
有
さ

れ
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
こ
れ
ら
が
現
実
に
当
時
お
こ
っ
た
出
来
事
の
人
間
味
あ
ふ
れ
る
記

録
で
あ
る
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
類
型
的
要
素
に
惑
わ
さ
れ
な
い
、
や
わ
ら

か
で
歴
史
的
素
養
に
と
ん
だ
筆
者
の
力
量
が
開
示
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

（
一
九
九
五
年
二
月
二
八
日
、
和
泉
書
院
、
Ｂ
６
判
、
二
五
三
頁
）

（
つ
れ
よ
し
。
ゆ
き
こ
活
水
女
子
大
学
助
教
授
）

六
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