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一

大
岡
昇
平
（
明
42
（
一
九
〇
九
）
―
昭
63
（
一
九
八
八
））
の
小
説
家
と
し
て
の
本
格

的
な
ス
タ
ー
ト
は
戦
後
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
出
発
期
の
代
表
作
と
言
え
る
『
俘

虜
記
』（
昭
23
・
2
〜
昭
26
・
1
。
合
本
は
昭
27
・
12
）、『
武
蔵
野
夫
人
』（
昭
25
・
1
〜

9
）、『
野
火
』（『
文
體
』
昭
23
・
12
、
24
・
7
。『
展
望
』
昭
26
・
1
〜
8
）
は
、
昭
和
28

年
に
発
表
さ
れ
た
「
疎
開
日
記
」（
原
題
「
私
の
文
学
手
帖
」）
等
を
み
れ
ば
よ
り
明
ら

か
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
並
行
的
に
構
想
、
執
筆
、
発
表
さ
れ
た
。

初
出
以
降
現
行
の
右
記
三
作
品
を
み
て
も
、
そ
の
三
作
品
の
独
立
性
と
と
も
に
あ

る
連
関
性
重
層
性
は
じ
ゅ
う
に
ぶ
ん
に
見
出
し
得
る
。み
や
す
い
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、

た
と
え
ば
既
に
著
者
自
身
の
「『
野
火
』
の
意
図
」（
昭
28
・
10
）
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
、『
俘
虜
記
』
に
お
い
て
省
察
さ
れ
た
、
な
ぜ
射
た
な
か
っ
た
か
と
い

う
テ
ー
マ
が
、『
野
火
』
の
食
人
の
問
題
に
転
換
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
。
ま

た
、『
武
蔵
野
夫
人
』
に
お
い
て
、
復
員
兵
の
男
主
人
公
で
あ
る
勉
が
武
蔵
野
の
林
中

に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
山
野
を
想
起
し
て
し
ま
っ
た
り
、『
野
火
』
の
主
人
公
の
田
村
が
武

蔵
野
の
自
然
を
思
い
起
こ
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
。
あ
る
い
は
ま
た
、『
武
蔵
野

夫
人
』
で
冒
頭
近
く
登
場
す
る
、
勉
に
「
似
す
ぎ
て
い
」
る
復
員
兵
の
健
二
が
、
勉

の
登
場
に
先
立
っ
て
、
強
盗
犯
と
し
て
射
殺
さ
れ
る
、
そ
れ
だ
け
の
た
め
の
よ
う
に

登
場
し
て
い
る
こ
と
が
、『
武
蔵
野
夫
人
』
と
『
野
火
』
の
入
り
く
ん
だ
発
表
順
序
を

考
え
る
と
得
心
で
き
る
こ
と
。

―
こ
の
点
は
既
に
論
じ
て
い
る①
の
で
詳
述
は
避
け

る
が
、
つ
ま
り
『
文
體
』
稿
「
野
火
」
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
「
私
」
に
よ
る
紹

介
の
下
で
、
既
に
帰
還
―
死
去
し
た
田
村
の
手
記
で
あ
る
と
、
い
わ
ば
お
そ
る
お
そ

る
の
よ
う
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
田
村
が
無
辜
の
比
島
女
を
殺
害
し
た
場

面
で
掲
載
誌
廃
刊
の
た
め
中
断
し
て
し
ま
う
―
直
後
連
載
開
始
の
「
武
蔵
野
夫
人
」

で
は
主
人
公
は
復
員
兵
だ
が
、
そ
の
主
人
公
に
似
た
復
員
兵
健
二
の
（
あ
た
か
も
中
断

し
た
「
野
火
」
田
村
の
贖
罪
の
様
な
）
死
と
復
員
兵
勉
の
戦
後
社
会
へ
の
歩
み
出
し
の
描

出
、
作
品
の
好
評
―
『
展
望
』
稿
「
野
火
」
で
、
回
想
で
あ
る
こ
と
を
明
示
せ
ず
、

ま
っ
す
ぐ
に
戦
場
の
場
面
か
ら
は
じ
め
た
こ
と
（
な
お
そ
の
構
成
は
、途
中
で
無
辜
の
女

を
殺
害
す
る
こ
と
で
、
カ
ミ
ュ
を
思
わ
せ
る
同
時
代
的
不
条
理
の
表
象②
と
も
い
う
べ
き
も
の

と
も
な
り
得
て
い
る
）。

こ
の
よ
う
に
、
少
し
見
た
だ
け
で
も
三
作
品
の
重
層
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
読
者
た
る
私
た
ち
は
こ
れ
ら
三
作
品
を
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た

も
の
と
し
て
読
解
し
て
い
る
。
主
人
公
と
し
て
復
員
兵
が
登
場
す
る
と
は
い
え
、
い

わ
ゆ
る
戦
争
物
と
恋
愛
物
、
と
い
う
全
く
別
ジ
ャ
ン
ル
の
作
と
し
て
さ
え
捉
え
て
い

る
と
も
い
え
る
。

大
岡
昇
平
は
周
知
の
よ
う
に
、
一
兵
卒
と
し
て
戦
地
に
赴
き
、
俘
虜
と
な
り
帰
還

し
た
。
昭
和
二
十
年
十
二
月
帰
還
後
、
明
石
で
疎
開
生
活
を
送
り
つ
つ
、
翻
訳
や
批

評
と
と
も
に
創
作
の
プ
ラ
ン
を
立
て
、実
作
を
行
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

復
員
兵
の
大
岡
に
よ
る
た
と
え
ば
右
の
代
表
的
三
作
品
は
ど
の
よ
う
に
お
の
お
の
生

み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
岡
昇
平
『
野
火
』
草
稿
に
み
る
『
俘
虜
記
』
と
の
分
岐
、
差
異
化
と
生
成

―
「
動
物
的
」
な
「
恐
怖
」「
愛
情
」
か
ら
「
社
会
的
感
情
」、「
生
物
学
的
感
情
」
へ

―

花　

﨑　

育　

代
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大
岡
昇
平
『
野
火
』
草
稿
に
み
る
『
俘
虜
記
』
と
の
分
岐
、
差
異
化
と
生
成

797

神
奈
川
近
代
文
学
館
に
は
大
岡
昇
平
の
自
筆
資
料
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
た
び
筆
者
は
こ
の
資
料
の
う
ち
、
主
に
大
岡
戦
後
出
発
期
の
代
表
作
『
俘
虜
記
』

『
武
蔵
野
夫
人
』『
野
火
』
の
資
料
を
調
査
し
た
。
右
の
三
作
品
生
成
の
場
を
、
こ
こ

で
は
『
野
火
』
の
草
稿
を
み
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
一
端
を
解
明
す
べ
く
考
察
し
て

い
き
た
い
。

な
お
、
大
岡
昇
平
自
筆
資
料
は
、
著
作
権
継
承
者
に
よ
り
、
原
稿
草
稿
等
の
出
版

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
影
印
の
掲
載
や
全
文
の
翻
刻
は
か
な
わ
な
い
が
、
撮

影
に
よ
る
詳
細
な
調
査
に
つ
い
て
は
許
可
を
得
た
た
め
、
細
部
の
考
察
が
可
能
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
ご
く
一
部
に
つ
い
て
引
用
し
つ
つ
検
討
を
加
え

た
い
。

二

『
野
火
』
草
稿
と
し
て
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、以
下
の

二
十
三
枚
よ
り
成
る
。

（
一
）　

  

Ｂ
５
版
20
×
10
「
創
元
社
原
稿
」
用
紙
九
枚
（
右
上
欄
外
に
「
1
」
〜
「
9
」）。

『
展
望
』
稿
以
降
の
現
行
『
野
火
』
冒
頭
部
に
該
当
す
る
部
分
。

（
二
）　

  

Ｂ
４
版
20
×
20
「
フ
ラ
ン
ス
映
画
」
原
稿
用
紙
三
枚
（
右
上
欄
外
に
「
26
」

〜
「
28
」）。

（
三
）　

Ｂ
４
版
20
×
20　

原
稿
用
紙
二
枚
（
右
上
欄
外
に
「
41
」、「
42
」）。

（
四
）　

  

Ｂ
４
版
20
×
20
「
銀
星
閣
箋
」
九
枚
（
右
上
欄
外
に
「
77
」
〜
「
86
」、「
79
」

は
存
在
せ
ず
）。

な
お
、「
78
」、「
86
」
の
裏
面
に
横
書
き
で
「17　

oct　

1948

」
の
記
載
が
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
冒
頭
部
は
存
在
す
る
が
、
部
分
的
に
欠
如
し
て
お
り
、
初
出
以
降

活
字
化
さ
れ
た
現
行
本
文
か
ら
し
て
も
一
部
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
（
四
）
の
「
77
」
〜
の
部
分
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

「
78
」
に
は
「
医
務
室
」
か
ら
「
頬
打
の
音
」
が
聞
こ
え
「
や
が
て
一
人
の
人
影
が

突
き
だ
さ
れ
て
来
た
。」「
彼
が
光
の
方
へ
振
り
向
い
た
時
、
前
頭
部
に
角
の
様
な
瘤

が
出
て
い
る
の
を
私
は
認
め
た
。」と
い
う
一
節
が
あ
る
。
さ
ら
に
番
号
が
欠
落
し
て

い
る
「
79
」
の
次
、「
80
」
に
は
敵
弾
に
攻
撃
さ
れ
、「
軍
医
達
と
衛
生
兵
」
が
「
駆

け
抜
け
て
行
」
き
、「
患
者
が
病
棟
か
ら
溢
れ
、
思
ひ
思
ひ
の
方
向
に
散
ら
か
つ
て
行

つ
た
。」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
こ
の
箇
所
が
初
出
で
は
『
文

體
』
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
号
掲
載
の
一
部
分
、
現
行
で
は
「
六　

夜
」
か
ら
「
七

　

砲
声
」
辺
り
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
わ
な
ち
、
隊
を
放
逐

さ
れ
病
院
も
追
わ
れ
た
「
私
」
田
村
が
、
結
局
、
病
院
周
辺
に
た
む
ろ
す
る
同
じ
よ

う
な
境
遇
の
同
胞
の
も
と
に
「
必﹅

﹅要
」（
傍
点
原
文
）
か
ら
戻
り
、
安
田
と
若
い
兵
士

（
永
松
）
と
の
や
り
と
り
か
ら
「
若
い
気
の
弱
い
女
中
の
子
が
、
シ
ニ
ッ
ク
な
女
中
強

姦
者
の
養
子
と
な
っ
た
の
を
了
解
し
た
」、
さ
ら
に
「
頬
打
の
音
」
を
聞
き
、「
芋
一

本
の
兵
士
」
が
制
裁
を
受
け
た
こ
と
を
知
り
、
砲
声
で
目
覚
め
、
患
者
が
逃
げ
て
い

く
の
を
見
、「
私
」
も
ま
た
ひ
と
り
歩
き
始
め
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

こ
の
「
77
」
〜
「
86
」
と
初
出
以
降
、
単
行
以
下
現
行
で
は
「
六　

夜
」
〜
「
七

　

砲
声
」
と
を
読
み
比
べ
て
明
ら
か
な
の
は
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
生
命
の
危
機
に

あ
る
僚
友
に
対
す
る
強
い
感
情
が
き
わ
め
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
動
物
的
愛
情
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
さ
え
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

部
分
的
に
引
用
し
て
お
こ
う
。

（
一
行
二
〇
字
で
示
す
。
欄
外
表
記
の
／
は
改
行
。
■
は
判
読
不
能
。）

三

・
原
稿
「
77
」
〜
「
78
」
十
行
目

「
77
」
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時
私
の
も
の
で
あ
つ
た
。
た
ゞ
私絶
望

は
か
ら
に
自屈
し分
のて

生
命
を

軍
部
の
課
す
る
に
任
せ
る
こ
と
に
き
め
て
か
ら
、
そ

の
考
へ
を
■
忘
れ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
日
本
国中

の
さ
う

い
ふ
考
へ
を
す
る
者
は
な
く
な
つ
た
獄
中
に
し
か
ゐ

な
い
と
思
つ
て
ゐ
た
。
ま
し
て
前
線
に
ゐ
よ
う
と
は

夢
に
も
■
思
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。

　

夜
は
暗
く
彼
の
顔
は
木
の
下
闇
に
見
え
な
か
つ
た
。

私
は
晝
間
見
た
彼
の髭
の

張
延
び
た
つ
た
顎
、
小
さ乾
い
たい
眼
を
思
ひ

出
し
た
。
さ
う
い
へ
ば
彼
の
表
情
■
の
全
体
は
、
肉

体
の
憔
悴
と
同
時
に
、
考
へ
の
疲
れ
を
現
は
し
て
ゐ

■
る
様
に
思
は
れ
た
。

　

し
か
し
私
の
中
に
は
こ
の
男
に
は
つ
き
り
反
撥
す

る
も
の
が
あ
つ
た
。
多
分
こ
の
男
の
考
へ
は
正
し
い

か
も
知
れ
な
い
。

☆

し
か
し
こ
こ
で
は﹅

こ
の
戦
場
で
は

彼
の
主
張
す
る
降
服
の
勇
気
に
は
ど
こ
か
場
違
ひ
な

も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
こ
の
理
■屈

は
、
単
なにる
命
が

惜
し
い
卑
怯
者
の
理
屈
と
何
等
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。

「
し
か
し
■
■
■
私
は皮
肉
にい
つ
た
。

「
も
し
、
私
は
今
あ
な
た
の
い
つ
た
こ
と
を
み
な
に

い
つ
た
ら
、
殊
に
さ
つ
き
の
マ
ラ
リ
ア
患
者
に
い
つ

　
　
　
　
　

☆
…  

…
上
部
欄
外
「
兎
に
角
こ
ゝ
に
／
集
つ
た
行
き
／
場

の
な
い
人
達
の
／
間
で
は
、
こ
れ
だ
け
は
／
は
つ
き

り
し
た
／
将
来
の
方
針
を
／
持
つ
て
ゐ
る
／
唯
一
の

人
物
で
／
あ
つ
た
。」

「
78
」
十
行
目
ま
で

は
自
分
が
彼
に
反
抗
す
る
根
據
が
、
単子

供
の

な様

なる
名虚

栄誉
心

と
米
軍
「
敵
」
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
動
物
的
な
恐

怖
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
ゐ
た
。
が
、
こ

ゝ
に
は
何
か
■
間
違
つ
た
も
の
が
あ
る
。
降
服
と
い

ふ
も
の
と

（
マ
マ
）勇

気
と
の
に
は
何
処
か
語
呂
が
合
は
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

私
は
永
く
眠
れ
な
か
つ
た
。
後
に
寝
て
ゐ
る
彼
も

こ
そ
り
と
も
音
を
立
て
な
い
。
す
べ
て
か
う
い
ふ
日

常
的
な
一
種
の
禮
儀
正
し
さ
は
、
戦
場
で
は
夢
の
様

な
奇
怪
さ
を
■
つ
て
ゐ
た
。

「
獄
中
に
し
か
ゐ
な
い
と
思
つ
て
ゐ
た
」
の
に
「
前
線
に
」
存
在
し
て
い
た
と
い
う

「
彼
」
と
は
、「
降
服
」
を
主
張
す
る
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、「
私
」
が
、

し
か
し
、「
降
服
の
勇
気
」
は
「
場
違
ひ
」
で
あ
り
、「
卑
怯
者
の
理
屈
」
だ
と
考
え

て
い
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
展
望
』
稿
以
下

の
現
行
「
野
火
」
に
も
「
降
服
の
用﹅

﹅意
を
し
始
め
」、「
こ
ー
さ
ー
ん
」
と
言
っ
て
投

降
し
よ
う
と
す
る
日
本
兵
を
見
つ
め
る
「
私
」
が
描
か
れ
る
場
面
（
初
出
『
展
望
』
昭

26
・
4
、「
十
七　

降
服
の
心
理
」
の
章
、
改
題
「
二
六　

出
現
」）
が
あ
る
。
し
か
し
あ
く

ま
で
も
こ
れ
は
水
や
食
料
な
ど
生
存
を
保
つ
に
極
限
に
至
り
つ
つ
あ
る
段
階
に
お
い

て
で
あ
り
、
理
論
、
理
念
と
し
て
余
裕
を
も
っ
て
主
張
し
う
る
よ
う
な
、「
場
違
ひ
」

と
う
つ
る
場
合
と
は
異
な
る
。

「
降
服
」
し
た
の
か
捉
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
の
は
「
俘
虜
記
」（
改
題
「
捉
ま
る
ま

で
」）
に
は
じ
ま
る
『
俘
虜
記
』
の
問
題
で
あ
っ
た
。（
さ
ら
に
言
え
ば
神
奈
川
近
代
文
学

館
所
蔵
「
俘
虜
記
」
原
稿
で
は
、
現
行
本
文
に
お
け
る
、
こ
の
、
ま
さ
に
「
私
」
が
米
軍
に
捉

ま
っ
て
降
服
か
捕
獲
か
問
わ
れ
た
場
合
に
は
「
私
の
プ
ラ
イ
ド
が
許
さ
な
い
」
か
ら
「
降
服
」



二
八
一

大
岡
昇
平
『
野
火
』
草
稿
に
み
る
『
俘
虜
記
』
と
の
分
岐
、
差
異
化
と
生
成

799

で
は
な
く
捉
ま
っ
た
の
だ
と
述
べ
る
部
分
が
失
わ
れ
て
い
て
存
在
し
な
い③
の
だ
が
。）
そ
の
、

極
限
的
な
、
と
い
う
よ
り
は
、
俘
虜
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
思
索
と
し
て
の
「
降

服
」
の
問
題
、
つ
ま
り
「
俘
虜
記
」
的
な
課
題
が
、
草
稿
段
階
の
「
野
火
」
に
は
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
草
稿
「
野
火
」
執
筆
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
78
」、「
86
」
裏
面
の
メ
モ
に
拠

れ
ば
、昭
和
二
十
三
年
十
月
あ
た
り
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。（
該
当
部
分
が
推
敲
さ
れ

て
の
掲
載
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
『
文
體
』
第
三
号
は
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
刊
行
で
あ
る
。）

そ
の
時
点
に
お
い
て
は
、「
俘
虜
記
」（
昭
23
・
2
）
で
、
な
ぜ
射
た
な
か
っ
た
の
か
の

省
察
を
行
い
な
が
ら
、
結
論
は
出
な
い
と
記
し
た
、
そ
の
こ
と
以
上
に
、
俘
虜
と
は
、

俘
虜
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
の
考
察
に
い
ま
だ
し
の
感
が
あ
っ
た

こ
と
、「
野
火
」
に
お
い
て
も
盛
り
込
ん
で
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
じ
ゅ

う
に
ぶ
ん
に
う
か
が
わ
せ
る
。

し
か
し
現
行
『
俘
虜
記
』
の
連
作
、『
野
火
』
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た
と

え
ば
他
者
の
「
降
服
」
の
問
題
は
、
集
団
投
降
を
指
導
し
た
人
物
に
つ
い
て
の
批
評

（「
新
し
き
俘
虜
と
古
き
俘
虜
」、
昭
25
・
9
）
な
ど
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
む

ろ
ん
そ
れ
で
も
十
二
分
に
得
心
は
い
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
芸
術
院
会
員

辞
退
の
理
由
に
「
捕
虜
の
経
験
が
あ④
」
る
の
で
、
と
述
べ
ざ
る
を
得
ず
、
戦
中
戦
後

を
俘
虜
と
し
て
生
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。

そ
し
て
『
野
火
』
は
、
こ
う
し
た
「
場
違
い
」
の
「
卑
怯
」
な
「
降
服
の
主
張
」

を
削
除
し
、
僚
友
の
み
で
な
い
、
米
兵
や
比
島
人
で
さ
え
そ
れ
が
自
分
の
命
を
奪
う

可
能
性
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
懐
か
し
く
」
感
じ
、「
こ
の
男
と
と
も
に
」
生

き
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
る
ひ
ろ
く
「
社
会
的
感
情
」
を
軸
に
展
開
し
て

い
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

倫
理
的
な
人
間
た
る
こ
と
は
、
初
出
『
文
體
』
稿
以
下
現
行
で
も
、
医
務
室
に
盗
み

に
入
る
と
言
う
「
芋
一
本
の
兵
士
」
に
「
い
か
に
も
弱
い
」
と
考
え
つ
つ
も
「
結
局
患

者
が
困
る
じ
ゃ
ね
え
か
」
と
言
お
う
と
し
た
点
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
草
稿
段
階
で
の
倫
理
性
の
表
出
は
、
襲
撃
さ
れ
た
戦
場
に
お
い
て
お
そ
ら
く
非
現
実

的
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
高
さ
で
あ
る
。
書
き
手
で
は
な
い
読
者
の
想
像
は
、
完
全

な
る
論
拠
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
が
、
敢
え
て
推
測
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
リ
ア
リ

テ
ィ
の
問
題
が
、
こ
う
し
た
記
述
を
削
除
せ
し
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
や

が
て
無
辜
の
比
島
女
殺
害
を
行
っ
て
し
ま
い
「
人
交
わ
り
出
来
な
い
」
と
痛
感
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
主
人
公
に
つ
い
て
、
不
条
理
の
表
象
と
い
う
に
し
て
も
、
人
物
に
つ
い

て
あ
ま
り
に
整
合
的
で
な
い
と
い
う
判
断
が
働
い
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

四

次
に
、前
記
文
学
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
「
86
」
ま
で
の
う
ち
、「
81
」
か
ら
「
85
」

の
「
私
」
が
病
院
を
立
ち
去
る
ま
で
の
記
述
部
分
に
つ
い
て
、
掲
示
と
部
分
的
検
討

に
よ
っ
て
考
察
を
行
お
う
。

「
降
服
の
勇
気
」
を
主
張
す
る
兵
が
、医
務
室
に
盗
み
に
入
っ
た
兵
士
（「
彼
」
と
示

さ
れ
る
）
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
場
面
か
ら
で
あ
る
。

・「
81
」
十
四
行
目
か
ら

「
81
」

　

降
服
の
勇
気
を
主
張
し
た
兵
士
が彼

近に

寄
つ
て
そ
の

腕
を
取
る
の
が
見
ら
れ
た
。
二
人
は
暫
く
揉
み
合
つ

て
ゐ
た
が
、
や
が
て
並
ん
で
、
だ
ん
だ
ん
衰
へ
出
し

た
砲
火
の
方
へ
向
つ
て
、
確
固
た
る
足
取
り
で
進
ん

で
行
つ
た
。
私
は
苦
笑
し
た
（
マ
マ
）。

　

砲
声
は
な
ほ
も
續
い
て
ゐ
た
が
、
こ
の

も盆
地う
落へ
はち
て
来

な
か
つ
た
。
相
手

砲が

兵
陣
地
は
ど
こ
で
あ
る
か
推
測
が
つ
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「
82
」

か☆

な
い
が
、
敵米
軍
が
西
海
岸
に
上
陸
し
た
の
は
確
実
で

あ
つ
た
。
或
ひ
は
艦
砲
射
撃
か
も
知
れ
な
い
。

　

私
は
軍
医
達
の
逃
げ
た
方
向
を
振
り
返
つ
た
。
■

の
盆
地
彼
等
は
も
う
駈
け
て
ゐ
な
か
つ
た
が
、
こ
の

盆
地
が
両
側
か
ら
す
ぼ
ま
つ
た
奥
に
別
に
孤
立
し
た

丘
に
進（
マ
つマ
）て
彼
等
は
振
り
■
向
き
も
せ
ず
進
ん
で
ゐ

た
。
少
し
遲
れ
て
三
人
の
わ
が
同
僚
の
ち
り
ぢ
り
に

進
む
姿
も
見
ら
れ
た
。

　

私
は
か
う
し
て
四
十
人
の
患
者
と
共
に
取
り
残
さ

れ
た
の
を
知
つ
た
。
彼
等
は
病
棟
か
ら
二
十
間
三
十

間
離
れ
た
と
こ
ろ
に
三
々
伍
々
力
を
無失

つ
て
倒
れ
て

ゐ
た
。
■
■
方
々
の
林
の
中
へ
入
っ
て
い
く
姿
も
見

ら
れ
た
。

　

私
の
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
は
医
務
室
の
火
を
消

す
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
■
火
は
最
早
私
の
手
に

あ
ま
る
の
は
明
瞭
で
あ
つ
た
。
ニ
ツ
パ
の
葉
で
葺
い

た
屋
根
全
体
が
火
に
包
ま
れ
、
遺
棄
さ
れ
た
弾
丸
で

あ
ら
う
、
間
■歇
的
をに

い
て
連
續
は
ぢ
け
る
音
が
し
■
て

近
寄
れ
な
い
。

　

幸
ひ
火
は
病
棟
へ
移
ら
ず
小
屋
は
燒
け
落
ち
た
。

　
　
　
　
　
　

☆
…
…
右
上
部
欄
外
「
海
岸
か
ら
の
距
離
」

「
83
」

と
同
時
に
四
十
人
の
患
者
を
養
ふ
べ
き
糧
秣
の
残
り

も
全
部
燒
け
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
つ
た
。

　

こ
の
時
こ
の
患の
た
め
に者
の
考
へ
れ
ば希﹅望
は
た
ゞ
米
軍
の
方
へ
進

ん
だ
あ
の
二若
い人
の
兵
士
が
、降
服
に
成
功
し
て

米
軍
に
事
情
を
告
げ
■﹅

米
軍
の
手
に
よ
つ
て
救
済
さ
れ
る
こ
と
だ
け
で
あ
つ

た
。
こ
の
時
私
は
そ
の
若
い
兵
士
が
い
ゝ
こ
と
を
し

つ
ゝ
あ
る
の
を
納
得
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。

　

私☆

は
そ
こ
ら
に
倒
れ
た
病
兵
を
助
け
て
病
棟
に
収

容
し
よ
う
と
し
た
。
私
は
助
け
を
求
め
て
附
近
に
輕

い
患
者
の
姿
を
探
し
た
が
、
彼
ら
の
姿
は
ど
こ
に
も

見
ら
れ
な
か
つ
た
。
倒
れ
て
ゐ
る
者
十
数
人
が
ゐ
る

に
す
ぎ
な
い
。

　

私
は
彼
等
に
肩
を
か
し
一
人
一
人
病
室
に
導
い
た
。

腿
に
傷
を
持
つ
若
い
兵
士
は
洟
と
一
緒
に
涙
を
流
し

て
泣
い
て
ゐ
た
。
或
る
下
士
官
■
■
は
逃
げ
去
つ
た

衛生
兵
を
呪
詛
し
た
。
し
か
し
彼
の
呪
詛
言
葉
の
中
に
（
マ
マ
）

俗
つ
ぽ
さ
に
私
は
呆
れ
た
。
彼
も
衛
生
兵
の
立
場
に

あ
る
場
合
、
同
じ
行
動
を
と
る
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ

な
か
つ
た
。
彼
は
私
に
病
棟
に
運
ば
ず
安
全
地
帯
に

連
れ
て
行
け
と
命
令
し
た
。

　
　
　
　
　
　

☆
…
…
上
部
欄
外
「
砲
声
は
止
ん
だ
。」

こ
の
「
83
」
後
半
の
、
逃
げ
た
衛
生
兵
を
「
呪
詛
」
す
る
、
軍
隊
と
い
う
組
織
に

あ
っ
て
利
己
的
な
下
士
官
を
批
判
的
に
描
出
す
る
、
と
い
っ
た
記
述
な
ど
は
、『
俘
虜

記
』「
パ
ロ
の
陽
」（
原
題
「
レ
イ
テ
の
雨
」、
昭
23
・
8
）
の
分
隊
長
な
ど
俘
虜
収
容
所

で
出
会
っ
た
同
胞
が
語
る
、
捕
獲
ま
で
の
自
己
中
心
的
な
逃
亡
劇
を
嫌
悪
し
批
判
す

る
筆
致
を
思
わ
せ
る
。「
私
」
の
問
題
と
と
も
に
、他
者
の
あ
り
よ
う
を
見
詰
め
検
討



二
八
三

大
岡
昇
平
『
野
火
』
草
稿
に
み
る
『
俘
虜
記
』
と
の
分
岐
、
差
異
化
と
生
成

801

も
す
る
『
俘
虜
記
』
の
要
素
が
こ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
発
表

さ
れ
た
『
野
火
』
で
は
こ
の
他
者
批
判
は
削
除
さ
れ
、
よ
り
「
私
」
の
あ
り
よ
う
が

軸
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
な
ど
も
、
戦
場
―
俘
虜
―
復
員
を
経
て
、

そ
の
戦
場
を
舞
台
と
し
た
小
説
を
書
く
大
岡
が
、『
俘
虜
記
』
と
『
野
火
』
と
で
、
作

品
を
分
化
さ
せ
て
い
っ
た
具
体
的
な
過
程
が
わ
か
る
部
分
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
84
」

　

病
棟
の
中
に終
始
は
動
けか
ずな
い
で
、
眼
ば
か
り
光
ら
せ

て
ゐ
る
病
兵
が
十
人
以
上
ゐ
た
。
彼
等
■
は
私
に
水

を
要
求
し
た
。

す
つ
か
り
運
ぶ
の
に
三
十
分
以
上
か
ゝ
つ
た
。
■

■
■
■
病
兵
達
は
絶
え
ず
私
を
呼
ん
で
ゐ
た
。
彼
等

の
要
求
す
る
の
は
武
器
殊
に
手
榴
彈
で
あ
つ
た
。
彼

等
の
或
者
は
銃
を
持
つ
て
入
院
し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ

は
迯
げ
去
つ
た
輕
病
者
衛
生
兵
■衛
生
が兵
か
迯
げ
去
さ
（
マ
マ
）つ
た

輕
い
患
者
に
持
ち
去
ら
れ
て
ゐ
た
。
□☆

□
□
□
私
は

病
棟
を
廻
つ
て
何
処
に
も
銃武
器
が
な
い
の
を
確
か
め
た
。

私
と
一
緒
に
林
辺
にか

残ら

さ
れ
た
マ
ラ
リ
ア
患
者
か
ら

私
は
巧
み
に
銃
を
そ
こ
に
置遺
棄
かさ
し
■て

■
■
■
■
て
ゐ
た
。

　

私
が
も
し
■
■
■
病
兵
を
看
護
し
つ
ゝ
こ
ゝ
に
止

る
な
ら
ば
、
私
も
一
緒
に
「
助
か
る
」
こ
と
は
明
瞭

で
あ
つ
た
。
し
か
し
そ私
が
■さ
う
■し
な
い
こ
と
は

が
取
ら
な
既
に
決
せ
ら

れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
端
的
に
い
へ
ば
降
服
の
勇
気
を

論
じ
た
兵
士の
理
に論

対
す
る
反
感
で
あ
つ
た
が
、
む
し
ろ

或
る
名
状
し
難
い
も
の
が
む
し
ろ
な
ほ
「
敵
」
に
対

す
る
動
物
的
恐
怖
と
或﹅

ひ
は
な
ほ
こ
の
奥
地
に
無
数

に
ゐ
る散
在
し
て
ゐ
る

同
胞
へ
の
■
動物的
愛
情
で
あ
つ
た
。
■
■
■

　
　
　
　
　

☆
…  

…
四
文
字
分
は
前
行
■
部
分
の
推
敲
を
吹
き
出
し
で

「
衛
生
兵
か
」
と
訂
正
し
た
部
分
。

「
85
」
十
一
行
目
ま
で

　

私
は
病
兵
に
さ
と
ら
れ
ぬ
様
に
外
に
出
て
、
そ
■

そ
こ
ら
に
あ
つ
た
白
布
を
一
枚
取
つ旗
をて
、作
り
燒
け
た
木

片
で
十
字
を
書
い
た
き
、

☆

内
の
病
兵
に
さ
と
ら
れ
ぬ

様
に
軒
端
に
立
て
た
。
こ
れ
がは

米
兵
軍
の
将
校
の
望

遠
鏡
で
望
ま
れ
る
で
あ
ら
う
。

　

私
は
も
う
一
度
各
病
棟
を
廻
り
、
銃
器
の
な
い
こ

と
を
確
か
め
て
か
ら
、
彼
等
に
私
が
去
る
こ
と
を
知

ら
せ
ず
に
そ
こ
を
出
た
。
私
は
以
前
屯
し
て
ゐ
た
林

辺
に
帰
つ
て
私自

の身

銃
を
把
り
服
装
を
正
し
て
そ
こ
を

出
た
。
私
が
生
涯
で
或
ひ
は
一
番
愚
か
な
こ
と
を
し

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
■
■
私
は
ふ
と
思
つ
た
。

　
　
　
　
　

☆
…
…  

右
欄
外
吹
出
し
「（
周
知
の
様
に
日
本
の
野
戰
病
院
は

太
平
洋
戰
争
以
来
赤
十
字
の
印
を
用
ひ
な
い
）」

こ
の
あ
と
「
私
」
は
「
名
状
し
難
い
も
の
」
に
駆
ら
れ
、行
く
手
が
「
死
と
惨
禍
」

で
あ
れ
、「
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
つ
て
見
よ
う
」
と
「
暗
い
勇
気
と
好
奇
心
」
を
燃
や

す
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
該
文
学
館
所
蔵
の
草
稿
は
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
述

の
よ
う
に
『
文
體
』
第
三
号
（
昭
23
・
12
）
掲
載
部
分
（
現
行
「
七　

砲
声
」
の
末
尾
）



二
八
四

802

に
相
当
す
る
。『
文
體
』
で
引
用
し
て
お
く
。

　

名
状
し
難
い
も
の
が
私
を
駆
つ
て
ゐ
た
。
行
く
手
に
死
と
惨
禍
の
ほ
か
何
も

の
も
な
い
の
は
既
に
明
瞭
で
あ
つ
た
が
、
熱
帯
の
野
の
人
知
れ
ぬ
一
隅
で
死
に

絶
え
る
ま
で
も
、
最
後
の
息
を
引
き
取
る
そ
の
瞬
間
ま
で
、
私
自
身
の
孤
独
を

見
究
め
よ
う
と
い
ふ
、
暗
い
勇
気
と
好
奇
心
に
私
は
溢
れ
て
ゐ
た
。

「
降
服
の
勇
気
」
で
は
な
く
、「
行
く
と
こ
ろ
ま
で
」
行
こ
う
と
い
う
「
勇
気
」
な

の
だ
と
い
う
草
稿
は
、
そ
の
部
分
の
末
尾
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
初
出
発
表
時

に
は
明
確
に
「
私
自
身
の
孤
独
を
見
究
め
よ
う
」
と
す
る
も
の
だ
と
、
自
身
の
問
題

に
焦
点
化
し
て
い
っ
て
お
り
、
先
に
み
た
他
者
批
判
を
削
除
し
た
部
分
と
も
相
ま
っ

て
、
他
者
と
の
関
係
は
軸
に
な
る
に
せ
よ
、
他
者
と
離
れ
て
い
く
「
孤
独
な
敗
兵
」

「
私
」
―
個
人
の
問
題
の
追
究
が
『
野
火
』
の
主
眼
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

そ
し
て
や
は
り
特
筆
す
べ
き
は
、
砲
撃
を
受
け
た
病
院
を
後
に
す
る
「
私
」
の
あ

り
よ
う
の
草
稿
か
ら
の
変
化
で
あ
る
。『
文
體
』
稿
以
下
で
は
、な
す
べ
き
こ
と
（『
文

體
』
で
は
「
私
の
今
取
る
べ
き
最
も
英
雄
的
な
行
為
」）
が
傷
病
兵
の
救
助
で
あ
る
こ
と
は

「
明
白
」
だ
が
、「
私
自
身
甚
だ
意
外
」
な
が
ら
「
哄
笑
を
抑
え
る
こ
と
が
出
来
な
」

い
、
と
言
う
経
緯
を
た
ど
る
。

し
か
し
作
品
発
表
以
前
の
草
稿
で
は
、「
82
」、「
私
の
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
」
が

消
火
活
動
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
こ
れ
が
不
可
能
と
み
る
や
、
病
人
を
救
護
し
、
こ

こ
に
止
ま
れ
ば
米
軍
に
発
見
さ
れ
「
助
か
る
」
と
考
え
つ
つ
も
こ
れ
を
せ
ず
、
病
兵

が
無﹅

﹅事
に﹅

俘
虜
と
な
れ
る
よ
う
米
軍
の
砲
撃
を
免
れ
る
べ
く
赤
十
字
の
旗
を
手
作
り

し
て
掲
げ
、
そ
の
上
で
よ
う
や
く
立
ち
去
る
、
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。「
私
」
は
な
お
山
野
に
い
る
僚
友
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
敵
」
へ
の

「
動
物
的
恐
怖
」
の
み
な
ら
ず
同
胞
へ
の
「
動
物
的
愛
情
」
ゆ
え
、
と
ま
で
記
し
て
、

俘
虜
に
な
る
可
能
性
を
放
棄
し
て
去
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
『
俘
虜
記
』
で
抑
制
さ
れ
な
が
ら
も
記
さ
れ
て
い
る
、帰
還
で
き
な
か
っ

た
同
胞
へ
の
強
い
感
情
が
み
て
と
れ
よ
う
。『
俘
虜
記
』
に
お
い
て
「
私
」
は
、戦
前

戦
中
に
お
い
て
、
死
地
に
赴
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
状
況
に
何
事
も
賭
さ
な
か
っ
た

自
分
と
「
同
じ
原
因
に
よ
っ
て
死
ぬ
人
間
に
同
情
し
な
い
と
い
う
非
情
」（「
帰
還
」
昭

25
・
10
）
を
作
品
の
原
則
と
し
な
が
ら
、「
生
物
学
的
感
情
」
と
い
う
別
枠
を
用
意
す

る
こ
と
で
広
島
原
爆
投
下
に
「
軍
部
を
憎
」
む
（「
八
月
十
日
」、
昭
25
・
3
）。
ま
た
帰

還
途
上
で
の
俘
虜
の
死
者
の
水
葬
に
右
記
「
非
情
」
で
立
ち
会
わ
な
い
が
事
後
の
水

面
を
「
何
も
見
え
な
い
」
と
見
続
け
る
（「
帰
還
」）。
あ
る
い
は
、「
パ
ロ
の
陽
」（
昭

23
・
8
）
に
お
い
て
、「
私
の
心
を
満
た
し
始
め
て
い
た
人
間
」
た
る
気
象
隊
の
兵
隊

の
死
に
「
涙
が
眼
か
ら
溢
れ
て
来
た
。」
と
、戦
地
で
の
死
者
を
悼
む
文
言
を
書
き
込

ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
、「
敵
」
へ
の
「
恐
怖
」
を
「
そ
う
呼
ば
う
と
は
欲
し
な
い
」

と
し
て
書
き
づ
ら
そ
う
に
記
し
た
「
恐
怖
」
を
ほ
の
み
せ
つ
つ⑤
語
り
始
め
ら
れ
、
と

も
か
く
も
無
事
に
帰
還
し
た
大
岡
と
呼
ば
れ
る
「
私
」
―
俘
虜
と
し
て
帰
還
し
た
大

岡
に
よ
り
近
い
人
物
を
「
私
」
と
設
定
し
て
い
る
こ
と
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
記

載
で
あ
る
。

し
か
し
『
野
火
』
の
「
私
」
田
村
に
は
、
少
な
く
と
も
当
初
、
傷
病
兵
を
見
捨
て

る
造
型
は
困
難
で
あ
っ
た
。「
孤
独
な
敗
兵
の
裏
切
ら
れ
た
社
会
的
感
情
」（「
鶏
と
塩

と　
「
野
火
」
の
2
」、『
文
體
』
昭
24
・
7
）
と
い
っ
た
自
己
の
孤
独
と
、
社
会
的
感
情

と
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
『
野
火
』
は
、当
初
、「
勇
気
と
好
奇
心
」
を
、「
降

服
」
の
勇
気
を
否
定
し
、
傷
病
兵
を
救
護
し
、
そ
の
安
全
を
確
保
し
た
上
で
な
け
れ

ば
「
主
張
」
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
野
火
』「
私
」
の
造
型
を

偽
善
的
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
も
っ
て
覆
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

は
エ
ピ
グ
ラ
フ
「
た
と
ひ
わ
れ
死
の
か
げ
の
谷
を
歩
む
と
も
」
と
い
う
主
人
公
自
身

の
問
題
の
追
究
に
当
た
っ
て
も
残
さ
れ
た
僚
友
の
行
く
手
を
案
じ
ざ
る
を
得
な
い
造

型
と
し
た
い
と
い
う
姿
勢
が
き
わ
め
て
強
く
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
れ
で
も
こ
れ
は
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
怖
、
降
服
―
俘
虜
の

問
題
は
『
俘
虜
記
』
連
作
で
行
お
う
と
し
、『
野
火
』
は
個
、
孤
独
、
社
会
的
関
係
、
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五

大
岡
昇
平
『
野
火
』
草
稿
に
み
る
『
俘
虜
記
』
と
の
分
岐
、
差
異
化
と
生
成

803

社
会
的
感
情
、
と
い
っ
た
問
題
に
特
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

思
索
と
し
て
の
「
降
服
」
の
問
題
を
「
動
物
的
恐
怖
」
と
と
も
に
後
退
さ
せ
、
こ

れ
を
「
俘
虜
記
」
連
作
で
の
追
究
の
問
題
と
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
赤
十
字
社
員

と
見
紛
う
よ
う
な
献
身
的
と
も
い
え
る
「
私
」
と
そ
の
僚
友
へ
の
「
動
物
的
愛
情
」

を
削
除
し
、
同
胞
へ
の
「
動
物
的
愛
情
」
を
『
俘
虜
記
』
の
「
非
情
」
の
論
理
の
枠

の
外
で
「
生
物
学
的
感
情
」
と
し
て
表
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、『
野

火
』
は
「
社
会
的
感
情
」
に
焦
点
化
す
る
こ
と
で
、「
俘
虜
記
」
と
差
異
化
し
生
成
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注①　
拙
稿
「
大
岡
昇
平
戦
後
の
出
発

―
『
俘
虜
記
』「
武
蔵
野
夫
人
」「
野
火
」」（『
国

文
目
白
』
第
23
号
、
昭
59
・
2
。
平
15
・
10
、
双
文
社
出
版
、
拙
著
『
大
岡
昇
平
研

究
』
所
収
。）

②　

拙
稿
「
大
岡
昇
平
に
お
け
る
〈
不
条
理
〉

―
俘
虜
・
赤
十
字
・
カ
ミ
ュ

―
」

（『
昭
和
文
学
研
究
』
第
65
集
、
平
24
・
9
）　

③　

拙
稿
「
大
岡
昇
平
手
稿
「
俘
虜
記
」
の
考
察

―
僚
友
・「
私
の
プ
ラ
イ
ド
」・
俘
虜

の
〈
恥
〉

―
」（『
論
究
日
本
文
學
』
第
96
号
、
平
24
・
5
）

④　
「
自
分
に
は
過
去
に
捕
虜
の
経
験
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
国
家
的
栄
誉
を
受
け
る
気

持
ち
に
は
な
れ
な
い
」（『
日
本
経
済
新
聞
』）、「
戦
わ
な
い
で
捕
虜
に
な
っ
た
の
だ
か

ら
、
は
ず
か
し
く
て
天
皇
陛
下
の
前
に
出
ら
れ
な
い
ん
で
す
、
ね
」（『
朝
日
新
聞
』）、

い
ず
れ
も
談
話
、
昭
46
・
11
・
28
。

⑤　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
大
岡
昇
平
『
俘
虜
記
』
―
〈
恐
怖
〉
と
呼
び
た
く
な

い
情
念

―
」（『
国
文
目
白
』
第
31
号
、
平
3
・
11
。
同
注
①
拙
著
『
大
岡
昇
平
研

究
』
所
収
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

附
記

　
　

特
記
し
な
い
限
り
括
弧
内
の
年
月
日
は
初
出
発
表
時
、ま
た
大
岡
昇
平
の
著
作
か
ら

の
引
用
は
『
大
岡
昇
平
全
集
』
全
二
三
巻
別
巻
一
（
平
6
・
10
〜
平
15
・
8
、
筑
摩
書

房
）
に
拠
っ
て
い
る
。
な
お
、活
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
旧
字
を
新
字
に

あ
ら
た
め
た
。

　
　

本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
技
術
研
究
費
補
助
金
採
択
課
題「
大
岡
昇
平
文
学
の
基
礎

的
お
よ
び
総
合
的
研
究
―
構
想
ノ
ー
ト
・
草
稿
類
を
含
む
―
」（
基
盤
研
究
Ｃ
、
研
究

課
題
番
号
２
１
５
２
０
２
１
７
、代
表　

花
崎
育
代
）
の
研
究
課
題
の
一
部
を
含
む
も

の
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


