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介
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絵
画
に
「
虚
し
絵
」
の
手
法
が
あ
る
よ
う
に
、
文
学
に
も
「
卜
し
絵
」
的
な

小
説
が
あ
る
と
思
う
。

 
例
え
ば
パ
ロ
デ
ィ
だ
が
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
文
学
の
形
式
を
真
似
、

全
く
別
の
内
容
を
そ
の
中
に
盛
り
込
ん
で
、
串
刺
や
滑
稽
化
、
及
び
主
題
の
換

骨
奪
胎
を
図
る
。
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
や
『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ア
物
語
』
が
、

中
世
の
騎
士
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
書
か
れ
た
の
は
有
名
で
あ
る
し
、
日
本

の
和
歌
の
伝
統
に
は
「
本
歌
取
り
」
の
手
法
が
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
こ
の
手
法
は
、
特
に
最
前
線
の
有
力
な
武
器
と
し
て

多
用
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
。

 
前
田
愛
は
パ
ロ
デ
ィ
の
要
素
を
「
反
復
と
差
異
」
と
定
義
し
た
が
、
も
う
少

し
詳
し
い
定
義
を
エ
ル
ウ
ィ
ン
・
ロ
ー
タ
ー
ム
ン
ト
の
文
章
か
ら
引
用
し
て
お

き
た
い
。 

パ
ロ
デ
ィ
と
は
、
任
意
の
ジ
ャ
ン
ル
の
別
の
作
品
か
ら
形
式
的
・
文
体

達
意
要
素
を
、
時
に
は
ま
た
主
題
と
な
る
素
材
を
も
転
用
し
な
が
ら
、
し

か
も
部
分
的
に
は
、
剰
窃
し
た
も
の
を
改
作
し
た
結
果
、
個
々
の
構
造
層

の
間
に
明
瞭
且
つ
し
ば
し
ば
滑
稽
な
効
果
を
さ
え
生
む
不
一
致
が
生
じ
る

よ
う
な
一
個
の
文
学
作
品
で
あ
る
。
同
じ
く
虚
構
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

の
多
い
原
作
を
改
変
す
る
こ
と
は
、
全
面
的
も
し
く
は
部
分
的
な
劇
画
化
、

す
り
か
え
、
語
の
付
韻
語
の
脱
漏
を
結
果
と
し
て
生
じ
、
パ
。
デ
，
作
謝

者
の
特
定
の
傾
向
、
す
な
わ
ち
多
く
の
場
合
単
純
な
気
晴
ら
し
か
、
あ
る
 
 
口

い
は
調
刺
的
批
評
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
後
の
場
合
に
は
、
原
作

が
調
刺
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
単
に
畝
刺
の
媒
体
組
す
ぎ
な

い
こ
と
も
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
近
代
ド
イ
ツ
拝
情
詩
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
」
）

 
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
先
行
テ
ク
ス
ト
が
な
け
れ
ば
パ
ロ
デ
ィ
は
成

立
し
得
な
い
。
し
か
も
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
普
及
率
が
高
く
、
高
踏
的
か
つ
硬
質

的
な
内
容
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
パ
ロ
デ
ィ
の
効
果
も
増
加
し
て
く
る
。
言
わ

ば
パ
ロ
デ
ィ
の
妙
味
と
は
、
伝
統
の
形
式
や
文
体
に
〈
殻
〉
を
借
り
る
と
見
せ

か
け
な
が
ら
、
そ
の
実
、
そ
の
〈
殻
〉
自
体
を
打
ち
砕
い
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ

る
の
だ
。
パ
ロ
デ
ィ
文
学
の
多
く
が
、
謂
ゆ
る
頽
唐
期
の
産
物
で
あ
る
の
も
、

「
購
し
絵
」
の
文
学
-
芥
川
龍
之
介
「
糸
女
覚
え
書
」
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
の
方
法
に
つ
い
て
ー



こ
う
し
た
要
素
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
在
来
の
形
式
主
義
に
敵
対
し
、
〈
型
〉
か
ら
の
脱
却
を
試
み
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
の
反
面
、
こ
う
し
た
パ
ロ
デ
ィ
の
主
眼
が
、
文
学
と
し
て
考
え
た
場
合

に
、
致
命
的
陥
穽
を
合
せ
持
っ
て
い
る
事
実
も
見
逃
せ
な
い
。
既
成
作
品
の
課

長
批
判
や
滑
稽
化
は
、
読
み
も
の
と
し
て
は
面
白
い
け
れ
ど
も
、
ロ
ー
タ
ー
ム

ン
ト
が
指
摘
す
る
通
り
、
結
局
は
作
者
の
「
単
純
な
気
晴
ら
し
」
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
ま
た
何
よ
，
り
も
、
こ
う
し
た
方
法
だ
け
で
は
、
先
行
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
を
質
的
に
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
ゲ
ー
テ
は
、
『
作
為
と
真
実
』
の
中
で
は
パ
ロ
デ
ィ
の
役
割
り
を
肯
定
的
に

叙
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
パ
ロ
デ
ィ
を
「
美
し
い
も
の
、
高
貴

な
も
の
、
偉
大
な
も
の
を
地
べ
た
に
引
き
ず
り
下
す
、
不
倶
載
天
の
敵
」
と
見

倣
し
て
批
判
し
続
け
た
。

 
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
を
書
い
た
時
、
当
初
の
目
的
は
、

当
時
流
行
し
て
い
た
騎
士
物
語
の
人
気
を
打
倒
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
感
興
の
お
も
む
く
ま
ま
に
書
き
す
す
め
て
い
く
う
ち
に
、
い
つ
し
か
最

初
の
意
図
は
忘
れ
て
、
主
人
公
と
従
者
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
創
出
と
い
う
主
題

に
傾
き
、
つ
い
に
は
人
生
全
体
を
包
括
す
る
よ
う
な
大
作
に
仕
上
が
っ
た
と
聞

く
。
彼
が
当
初
の
目
的
を
貫
い
て
い
た
な
ら
ば
、
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
は
時

代
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
消
滅
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
無
自
覚
な
が
ら
、

制
作
途
中
で
主
題
の
転
換
が
行
な
わ
れ
、
期
せ
ず
し
て
作
者
が
「
人
間
を
描
き
」

始
め
た
こ
と
が
、
こ
の
作
品
を
不
滅
の
域
に
高
め
た
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

 
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
人
々
が
共
有
す
る
〈
型
〉
を
応
用
し
て
、

「
反
復
と
差
異
」
を
目
指
す
だ
け
で
は
、
戯
諺
の
領
域
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
〈
型
〉
を
素
材
と
し
て
、
新
し
い
主
題
を
喚
起
し
な

け
れ
ば
、
パ
ロ
デ
ィ
の
本
領
は
発
揮
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

 
現
代
の
閉
塞
的
な
文
学
状
況
に
お
い
て
、
パ
ロ
デ
ィ
が
新
た
な
活
路
を
切
り

開
く
方
法
と
し
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
現
代
の
パ
ロ

デ
ィ
ス
ト
と
し
て
直
ち
に
思
い
つ
く
名
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
島
田
雅
彦

が
い
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
彼
の
『
ド
ン
ナ
・
ア
ン
ナ
』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が

示
す
通
り
テ
ィ
ル
ソ
・
デ
・
モ
リ
ー
ナ
の
戯
曲
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
書
か
れ
、

女
性
版
ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
物
語
り
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
ハ
ッ

ピ
ー
・
プ
リ
ン
ス
な
る
作
中
人
物
の
出
現
を
も
っ
て
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド

の
『
幸
福
の
王
子
』
の
パ
ロ
デ
ィ
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
層
構
造
を

も
つ
パ
ロ
デ
ィ
化
は
（
表
層
パ
ロ
デ
ィ
と
深
層
パ
ロ
デ
ィ
が
二
重
に
機
能
す
る

た
め
、
読
解
に
数
種
類
の
立
場
を
生
み
出
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
『
天
国

が
降
っ
て
く
る
』
で
も
、
太
宰
治
と
三
島
由
紀
夫
の
肖
像
を
併
せ
も
っ
た
パ
ロ

デ
ィ
化
を
図
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
れ
ら
先
人
達
が
抱
え
た
文
学
上
の
諸
問

題
と
、
現
在
の
文
学
状
況
と
が
立
体
的
に
交
錯
す
る
よ
う
な
仕
組
み
が
、
さ
ら

に
そ
の
深
層
部
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
み
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
ト
ロ
ン
プ
コ
ル
イ
ユ

 
絵
画
に
は
、
「
隔
し
絵
」
と
い
う
方
法
が
あ
り
、
例
え
ば
荒
野
の
た
だ
中

で
狂
乱
す
る
多
数
の
人
々
の
絵
が
、
視
角
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち

偏
執
狂
の
巨
大
な
頭
部
へ
と
構
図
を
変
え
た
り
す
る
。
単
一
の
視
野
に
お
い
て

さ
え
、
対
象
を
〈
図
〉
と
見
る
か
く
地
〉
と
見
る
か
で
、
解
釈
が
ま
る
で
異
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
要
は
、
知
覚
者
が
何
を
能
動
的
に
知
覚
す
る
か
に
よ
っ
て
、

対
象
の
位
置
づ
け
が
決
定
さ
れ
る
訳
だ
が
、
こ
の
「
瞳
し
絵
」
の
ト
リ
ッ
ク
を
、

島
田
は
パ
ロ
デ
ィ
化
の
中
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
筋
書
き
も
決
し
て
平
板

で
は
な
い
。
数
種
類
の
先
行
テ
ク
ス
ト
を
意
識
的
に
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
、
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そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
新
た
な
主
題
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。

 
こ
う
し
た
方
法
が
、
現
代
の
パ
ロ
デ
ィ
の
進
化
し
た
か
た
ち
と
見
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
既
成
作
品
の
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
操
作
そ
の
も
の
を
素
材
と
し
て
、
原

作
を
作
り
変
え
、
そ
の
改
変
の
仕
掛
け
と
意
図
こ
そ
が
読
解
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
作
品
、
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
先
行
す
る

オ
リ
ジ
ナ
ル
は
必
ず
し
も
一
つ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
二
重
あ
る
い
は
三
重

と
い
う
層
の
隙
間
に
、
い
か
な
る
底
意
を
見
い
出
す
か
が
、
読
解
の
鍵
と
な
る
。

解
釈
は
概
ね
読
者
の
理
解
の
深
浅
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る

と
、
解
釈
が
作
品
価
値
を
決
定
づ
け
る
の
は
他
の
文
学
作
品
に
お
い
て
も
同
じ

で
は
な
い
か
、
と
の
反
論
も
受
け
そ
う
だ
が
、
私
が
述
べ
た
い
の
は
受
容
理
論

の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
作
品
が
複
数
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も
ち
、

そ
の
う
ち
の
何
を
選
ぶ
か
は
主
に
読
者
の
能
動
性
に
意
識
的
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
が
強
調
し
て
お
き
た
い
の
だ
。

 
現
代
に
お
い
て
、
文
学
上
の
主
題
や
方
法
は
一
と
お
り
出
揃
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
い
や
が
上
に
も
先
行
者
の
「
反
復
」
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
今
日

・
の
状
況
な
の
だ
。
な
ら
ば
、
そ
の
「
反
復
」
の
仕
方
に
変
奏
を
加
え
て
い
く
他

は
あ
る
ま
い
。
少
な
く
と
も
、
現
状
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
作
家
な
ら
ば
、

そ
う
し
た
認
識
が
あ
る
と
思
う
。

 
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
ち
到
っ
た
の
は
、
必
ず
し
も
現
代
作
家
ば
か

り
と
は
限
ら
な
い
。
す
で
に
芥
川
龍
之
介
は
大
正
期
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
文

学
上
の
危
機
を
い
ち
早
く
感
受
し
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
数
々
の
実
験
を
試
み

た
作
家
で
あ
る
。
彼
が
一
頭
地
を
ぬ
く
パ
ロ
デ
ィ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の

こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
と

 
僕
等
は
た
と
ひ
意
識
し
な
い
に
も
せ
よ
、
い
っ
か
前
人
の
躍
を
追
っ
て

み
る
。
僕
等
の
独
創
と
呼
ぶ
も
の
は
僅
か
に
前
人
の
躍
を
脱
し
た
の
に
過

ぎ
な
い
。
し
か
も
ほ
ん
の
一
歩
位
、
！
い
や
、
一
歩
で
も
出
て
み
る
と

す
れ
ば
、
度
た
び
一
時
代
を
震
は
せ
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
故
意
に

 
 
 
 
 
 
い
よ
い
よ

叛
逆
す
れ
ば
、
愈
前
人
の
躍
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
僕
は
義
理

に
も
芸
術
上
の
叛
逆
に
賛
成
し
た
い
と
思
ふ
一
人
で
あ
る
。
が
、
事
実
上

叛
逆
者
は
決
し
て
珍
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
或
は
前
人
の
躍
を
追
っ
た

も
の
よ
り
も
遙
か
に
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
成
程
叛
逆
し
た
。
し

か
し
何
に
叛
逆
す
る
か
を
は
っ
き
り
と
感
じ
て
み
な
か
っ
た
。
大
恥
彼
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

の
叛
逆
は
前
人
よ
り
も
前
人
の
追
従
者
に
対
す
る
叛
逆
で
あ
る
。
若
し
前

人
を
感
じ
て
み
た
と
す
れ
ば
、
1
彼
等
は
そ
れ
で
も
叛
逆
し
た
か
も
知

れ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は
必
然
に
前
人
の
躍
を
残
し
て
み
る
で
あ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
せ
ん
ざ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ん
ぽ
ん

う
。
（
略
）
芸
術
も
亦
穿
馨
し
て
見
れ
ば
、
や
は
り
粉
本
に
乏
し
く
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
原
文
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
「
独
創
」
）

 
奇
し
く
も
、
こ
の
芥
川
の
心
情
は
、
ホ
ル
へ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
が
『
不

死
の
人
』
の
巻
頭
で
眩
い
た
、
あ
の
嘆
き
に
よ
く
似
て
い
る
。

 
〈
す
・
べ
て
の
新
奇
な
る
も
の
は
、
忘
却
し
て
い
た
も
の
を
思
い
出
し
た
に
す

ぎ
な
い
の
だ
〉

 
し
か
し
こ
の
言
辞
は
、
ボ
ル
ヘ
ス
宮
身
の
も
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・

ベ
イ
コ
ン
の
『
エ
ッ
セ
イ
ズ
』
か
ら
の
引
用
句
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
ベ
イ
コ

ン
は
ま
た
、
遠
い
プ
ラ
ト
ン
と
ソ
ロ
モ
ン
の
対
話
か
ら
こ
の
言
葉
を
引
い
て
い

る
。

「
購
し
絵
」
の
文
学
-
芥
川
龍
之
介
「
三
女
覚
え
書
」
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
の
方
法
に
つ
い
て
一
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す
る
と
、
人
は
い
つ
の
世
も
、
こ
の
嘆
き
を
胸
に
抱
き
つ
つ
、
先
人
の
後
を

追
従
し
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
そ
れ
は
人
間
の
も
つ
宿
命
で

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
芥
川
は
、
こ
の
追
従
者
の
宿
命
を
絶
望
的
に

嘆
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
こ
の
後
に
続
く
次
の
よ
う
な
文

章
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
。

昔
か
ら
世
界
に
は
前
人
の
造
っ
た
大
き
な
花
束
が
一
つ
あ
っ
た
。
そ
の
花

束
へ
一
本
の
花
を
挿
し
加
え
へ
る
だ
け
で
も
大
事
業
で
あ
る
。
そ
の
為
に

は
新
ら
し
い
花
束
を
造
る
位
の
意
気
込
み
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
気

込
み
は
或
は
錯
覚
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
錯
覚
と
笑
っ
て
し
ま
へ
ば
、
古

来
の
芸
術
的
天
才
た
ち
も
や
は
り
錯
覚
を
追
っ
て
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
同
）

 
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
「
粉
本
」
が
あ
り
、
「
凡
人
の
手
の
と
ど
か
な
い
壁
上
の

釘
に
帽
子
を
か
け
て
み
る
」
天
才
た
ち
も
ま
た
、
各
々
に
「
踏
み
台
」
を
持
っ

て
い
た
。
芸
術
上
の
進
歩
は
、
一
足
飛
び
に
は
な
さ
れ
得
な
い
が
、
し
か
し
そ

の
遅
々
と
し
た
歩
み
の
中
に
も
、
多
少
の
変
化
は
試
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
 
 
こ

の
思
い
は
「
或
い
は
錯
覚
か
も
し
れ
な
い
。
」
だ
と
し
て
も
、
そ
の
「
錯
覚
」

に
一
縷
の
望
み
を
繋
ぐ
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

 
芥
川
は
、
「
前
人
の
躍
を
追
っ
て
み
る
」
こ
と
を
痛
感
し
な
が
ら
も
、
後
人

の
コ
歩
」
を
信
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
度
々
例
に
引
い
た
、
ロ
ダ
ン
の

逸
話
か
ら
で
も
知
れ
る
。
即
ち
、
ロ
ダ
ン
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
未
完
成
の
彫

刻
に
大
い
な
る
美
を
見
い
出
し
、
そ
れ
が
故
に
「
詩
人
と
ミ
ュ
ウ
ズ
」
が
誕
生

し
た
、
と
い
う
あ
の
逸
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
余
程
芥
川
の
心
に
触
れ
た
と

み
え
、
「
文
芸
的
な
一
」
や
「
文
芸
鑑
賞
」
な
ど
で
く
り
返
し
語
ら
れ
る
が
、

そ
の
う
ち
の
「
文
芸
鑑
賞
」
に
よ
る
と
、
ロ
ダ
ン
に
「
成
長
の
一
歩
」
を
も
た

ら
し
た
の
は
、
「
偉
大
な
る
前
人
の
苦
心
の
痕
」
に
美
を
認
め
得
た
「
鑑
賞
の
力
」

だ
と
言
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
日
頃
か
ら
「
真
贋
の
見
わ
け
に
熟
す
る
」
こ
と

の
必
要
性
を
説
き
、
古
来
の
傑
作
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
力
説
す
る
。
ま
た
彼

は
、
ル
ノ
ア
ー
ル
の
「
我
々
は
何
も
新
し
い
こ
と
を
し
ょ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
。
唯
古
大
家
の
跡
を
踏
ん
だ
だ
け
だ
」
と
い
う
言
葉
を
引
き
、
創
作
を
志
す

者
は
こ
の
心
が
け
を
こ
そ
持
つ
べ
き
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。

 
こ
の
中
で
主
張
さ
れ
た
こ
と
は
、
芸
術
一
般
論
だ
と
も
思
え
な
く
も
な
い
が
、

し
か
し
芥
川
の
こ
う
し
た
言
葉
の
中
に
、
彼
が
「
前
人
の
躍
」
を
ど
の
よ
う
に

解
釈
し
て
い
た
か
を
見
て
と
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
い
か
な
る
天
才
も
、
前

人
の
偉
業
を
正
し
く
踏
襲
す
る
こ
と
で
自
己
の
道
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
。
前

の
引
用
文
で
、
「
前
人
の
躍
を
追
っ
た
者
」
よ
り
も
「
事
実
上
の
叛
逆
者
」
の

方
が
「
遙
か
に
多
い
」
と
言
い
、
彼
等
は
「
何
に
叛
逆
す
る
か
を
は
っ
き
り
と

感
じ
て
み
な
か
っ
た
」
と
す
る
理
由
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
「
彼
等
の
叛
逆
は
前
人
よ
り
も
前
人
の
追
従
者
に
対
す
る
叛
逆
で
あ
る
。
」

-
さ
し
ず
め
こ
の
あ
た
り
は
、
硯
友
者
の
形
式
主
義
に
反
逆
し
、
文
壇
を
桓

桔
し
た
自
然
主
義
に
対
し
て
の
言
葉
と
も
読
め
そ
う
だ
が
、
前
人
の
残
し
た
「
粉

本
」
を
も
と
に
、
自
在
闊
達
に
潤
色
加
筆
を
試
み
た
芥
川
自
身
も
ま
た
、
「
叛

逆
者
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
な
く
も
な
い
だ
ろ
う
。

 
問
題
を
く
り
返
す
よ
う
だ
が
、
も
と
も
と
近
代
文
学
の
歴
史
と
は
、
既
成
の

手
法
や
表
現
の
束
縛
か
ら
の
解
放
を
求
め
て
く
り
拡
げ
ら
れ
て
き
た
、
反
逆
・

拮
抗
の
歴
史
で
は
な
か
っ
た
か
。
古
き
を
こ
ぼ
ち
、
新
し
き
を
打
ち
立
て
る
、

こ
う
い
う
思
い
こ
そ
、
芥
川
の
胸
中
深
く
認
み
つ
け
ら
れ
た
座
右
の
銘
で
あ
っ

（142）



た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
彼
が
、
「
前
人
」
と
「
前
人
の
追
従
者
」
と
を

確
然
と
峻
別
し
て
語
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
き
、
彼
が
真
に
畏
敬
す
る
「
前
人
」

と
は
誰
を
対
象
と
し
て
い
た
か
を
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

 
 
 
佐
藤
春
夫
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
僕
等
の
散
文
は
口
語
文
で
あ
る
か
ら
、

 
 
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
け
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
或
は
佐
藤
氏
自
身

 
 
 
 
 
 
 
う
ち

 
 
は
不
用
意
の
裡
に
言
っ
た
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
言
葉
は
或

 
 
問
題
を
、
1
「
文
章
の
口
語
化
」
と
云
ふ
問
題
を
含
ん
で
み
る
。
近
代

 
 
の
散
文
は
恐
ら
く
は
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
」
の
道
を
踏
ん
で
来
た
で
あ
ろ

 
 
う
。
僕
は
そ
の
著
し
い
例
に
（
近
く
は
）
武
者
小
路
実
篤
、
宇
野
浩
二
、

 
 
 
 
 
 
と
ロ
つ

 
 
佐
藤
春
夫
等
の
諸
氏
の
散
文
を
数
へ
た
い
も
の
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
氏
の

 
 
散
文
も
亦
こ
の
例
に
洩
れ
な
い
。
（
略
）
僕
は
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
き

 
 
た
い
」
願
ひ
も
勿
論
持
っ
て
み
な
い
も
の
で
は
な
い
。
が
、
同
時
に
又
一

 
 
面
に
は
「
書
く
や
う
に
し
ゃ
べ
り
た
い
」
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
。
僕
の
知

 
 
つ
て
い
る
限
り
で
は
夏
目
先
生
は
ど
う
か
す
る
と
、
実
に
「
書
く
や
う
に

 
 
し
ゃ
べ
る
」
作
家
だ
っ
た
。
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
く
」
作
家
は
前
に
も
言
っ

 
 
た
や
う
に
み
な
い
訣
で
は
な
い
。
が
、
「
書
く
や
う
に
し
ゃ
べ
る
」
作
家

 
 
は
い
つ
こ
の
東
海
の
孤
島
に
現
は
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
「
僕
等
の
散
文
」
）

 
「
し
ゃ
べ
る
や
う
に
書
く
」
と
は
、
硯
老
者
に
代
っ
て
台
頭
し
た
自
然
主
義

の
創
作
態
度
で
あ
り
、
こ
の
流
れ
は
酒
々
と
し
て
後
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ

た
。
し
か
し
あ
る
一
つ
の
文
章
形
式
が
、
ひ
と
た
び
成
熟
し
氾
濫
し
て
く
る
と
、

言
葉
を
統
制
し
、
表
現
上
の
発
展
を
束
縛
す
る
枷
と
も
な
る
。
小
説
が
堕
落
す

る
の
は
、
形
式
上
の
約
束
事
を
暗
黙
の
う
ち
に
固
定
し
て
し
ま
う
時
で
あ
る
。

こ
の
後
、
自
然
主
義
が
著
し
い
内
容
偏
重
の
傾
向
を
見
せ
る
に
及
ん
で
、
永
井

荷
風
・
谷
崎
潤
一
郎
ら
の
唯
美
主
義
が
現
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
前
派
に
相

克
す
る
か
た
ち
で
、
白
樺
派
の
人
道
主
義
が
現
れ
た
。
芥
川
は
こ
の
三
つ
の
経

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ま
じ
ん

過
を
「
他
人
の
釣
を
見
て
み
る
閑
人
の
如
く
」
眺
め
て
い
た
と
い
う
が
、
彼
の

批
評
眼
は
、
自
然
主
義
と
唯
美
主
義
が
「
人
生
観
上
の
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と

い
う
点
で
は
同
根
で
あ
る
こ
と
、
人
道
主
義
が
「
言
葉
或
い
は
文
章
の
上
で
は

自
然
主
義
と
手
を
握
っ
て
」
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
革
新
は
と
も
す
る
と
時
弊
仁
寄
せ
ら
れ
、
極
め
て
狭
義
な
反
逆
を
く
り
返
す

こ
と
に
も
な
る
。
だ
が
根
本
は
、
小
説
が
言
葉
を
媒
材
に
す
る
芸
術
で
あ
る
以

上
、
真
も
、
美
も
、
善
も
、
表
現
の
上
に
統
一
さ
れ
、
文
章
に
よ
る
革
新
を
目

指
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
文
章
は
常
に
生
き
て
、
常
に
変
貌
す
る
も
の
で
あ

る
。
小
説
と
は
、
言
葉
に
よ
る
抵
抗
の
試
み
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
 
 
釦

い
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山

 
芥
川
は
漱
石
の
写
生
文
に
言
葉
に
よ
る
抵
抗
を
憶
い
出
し
、
ま
た
自
ら
も
新

機
軸
を
打
ち
出
そ
う
と
、
苦
心
惨
憺
を
し
た
。
彼
は
漱
石
文
学
の
直
接
の
継
承

者
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
創
作
態
度
に
」
あ
る
い
は
そ
の
平
衡
の
と

れ
た
作
品
に
、
深
い
憧
憬
を
抱
い
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、

漱
石
は
芥
川
に
と
っ
て
超
え
が
た
い
＝
歩
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
芥

川
は
題
材
に
よ
っ
て
数
十
種
類
も
の
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
、
ま
た
そ
れ
に
応

じ
て
文
体
も
巧
み
に
使
い
分
け
た
が
、
本
質
的
に
漱
石
の
「
書
く
や
う
に
し
ゃ

べ
る
」
文
体
と
質
を
異
に
し
て
い
た
。

 
中
村
真
一
郎
は
「
芥
川
龍
之
介
の
文
学
的
理
想
は
西
欧
の
近
代
小
説
の
方
法
、

即
ち
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
そ
れ
の
、
我
国
に
お
け
る
確
立
に
あ
っ
た
」
幽
と
し
、
窟

然
派
の
運
動
の
外
で
、
西
欧
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
方
法
を
試
み
た
漱
石
と
鴎
外

「
購
し
絵
」
の
文
学
一
芥
川
龍
之
介
「
糸
女
覚
え
書
」
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
の
方
法
に
つ
い
て
ー



の
仕
事
を
芥
川
も
追
う
筈
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
「
そ
れ
は
初
期
の
『
路
上
』

の
中
断
と
と
も
に
や
ま
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

 
何
故
、
芥
川
は
こ
れ
ら
前
人
達
と
は
異
な
る
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

私
は
そ
の
理
由
の
一
つ
が
、
芥
川
の
文
体
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

以
前
、
川
端
康
成
は
芥
川
の
文
体
に
つ
い
て
、
「
言
葉
の
選
び
方
が
非
常
に
精

厳
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
群
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
由
緒
正
し
い
家
系
を
持
ち
、
二

種
の
格
式
の
匂
い
が
家
の
中
に
漂
う
家
庭
生
活
を
営
む
家
ば
か
り
が
そ
ろ
っ
て

い
る
士
族
町
、
山
手
の
屋
敷
町
の
よ
う
な
感
じ
、
作
り
主
の
趣
味
に
統
一
さ
れ

た
花
園
の
よ
う
な
感
じ
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
が
、
反
面
こ
の
よ
う
に
整
理

整
頓
さ
れ
た
文
体
は
、
言
葉
の
も
つ
流
露
感
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
漱
石
の
写
生
文
に
は
、
自
然
に
流
れ
て
い
る
大
気
ま
で
も
か
も
し
出

す
よ
う
な
の
び
や
か
さ
が
あ
る
が
、
芥
川
の
文
章
は
緻
密
繊
細
で
あ
る
か
わ
り

に
、
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
息
苦
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。
瞬
間
的
な
閃
き
を
拠
り
ど

こ
ろ
と
し
て
お
り
、
「
書
く
や
う
に
し
ゃ
べ
る
」
叙
述
者
の
文
体
で
は
な
く
、

む
し
ろ
直
感
的
な
発
見
者
の
文
体
で
あ
る
。

 
芥
川
は
本
質
的
に
短
篇
小
説
の
作
家
で
あ
り
、
中
村
が
言
う
よ
う
に
彼
の
理

想
が
西
欧
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
確
立
に
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
芥
川

．
の
求
め
た
も
の
は
長
篇
小
説
の
そ
れ
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
風
の
コ
ン
ト
や
イ

ギ
リ
ス
風
の
シ
ョ
ー
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

、
つ
。

 
佐
藤
春
夫
は
芥
川
の
中
に
鶴
外
と
の
類
似
を
見
、
小
説
の
文
体
や
着
想
は
鴎

外
か
ら
、
手
紙
や
紀
行
文
は
漱
石
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
、

「
明
治
か
ら
鴎
外
と
そ
の
両
翼
に
漱
石
、
鏡
花
を
撰
び
出
し
た
の
は
芥
川
の
鋭

 
い
鑑
識
眼
で
あ
る
。
芥
川
は
創
作
の
才
に
優
る
批
評
家
の
天
分
を
持
っ
た
人
で

あ
っ
た
。
こ
の
鑑
識
眼
に
よ
っ
て
明
治
の
文
学
を
正
し
く
継
承
し
た
」
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
彼
の
言
う
「
鑑
識
眼
」
と
は
、
粉
本
を
渉
猟
す
る
才
能
と
い
う

意
味
で
、
芥
川
の
特
異
性
は
「
無
か
ら
有
を
生
じ
る
人
で
は
な
く
て
換
骨
奪
胎

の
才
能
」
に
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
。

 
こ
の
佐
藤
の
文
章
と
類
比
で
き
る
文
章
が
、
芥
川
の
中
に
も
あ
る
。
明
治
の

パ
ロ
デ
ィ
ス
ト
斎
藤
緑
雨
に
つ
い
て
語
っ
た
箇
所
で
あ
る
。

 
 
 
 
い
た
ず
ら

 
東
京
の
悪
戯
つ
児
斎
藤
緑
雨
は
右
に
森
先
生
の
西
洋
の
学
を
借
り
、
左

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ひ

に
幸
田
先
生
の
和
漢
の
学
を
借
り
た
も
の
の
、
畢
に
批
評
家
の
域
に
は
い

っ
て
い
な
い
。
（
し
か
し
僕
は
随
筆
以
外
に
何
も
完
成
し
な
か
っ
た
斎
藤

緑
雨
に
い
つ
も
同
情
を
感
じ
て
み
る
。
緑
雨
は
少
な
く
と
も
文
章
家
だ
っ

た
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
文
芸
的
な
 
 
」
「
批
評
時
代
」
）

 
文
章
家
た
る
天
分
を
持
ち
な
が
ら
、
つ
い
に
緑
雨
が
「
何
も
完
成
し
な
か
っ

た
」
の
は
、
佐
藤
の
言
う
「
換
骨
奪
胎
の
才
能
」
を
持
ち
得
な
か
っ
た
た
め
で

は
な
か
っ
た
か
。
明
治
の
新
開
地
文
化
を
な
で
斬
り
に
し
た
緑
雨
の
舌
鋒
に
は
、

下
冷
の
精
神
は
躍
如
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
主
題
を
み
る
ま
で
に
．

は
到
ら
な
い
。
パ
ロ
デ
ィ
を
目
的
と
す
る
か
、
方
法
と
す
る
か
で
、
自
ず
と
そ

の
評
価
が
決
ま
っ
て
く
る
。

 
芥
川
は
佐
藤
の
言
う
よ
う
な
「
明
治
文
学
を
正
し
く
継
承
」
し
た
作
家
で
は

な
か
っ
と
思
う
。
継
承
者
に
は
違
い
な
い
が
、
「
正
し
く
」
と
は
言
い
難
い
。

そ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
文
体
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
三
島

由
紀
夫
は
「
芥
川
氏
は
文
章
そ
の
も
の
よ
り
も
、
一
種
の
短
篇
小
説
の
形
式
の
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完
成
者
」
と
言
っ
た
。
芥
川
の
「
形
式
」
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
が
あ
る
が
、

私
は
そ
れ
が
か
な
り
意
図
的
に
可
塑
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
見
て
い
る
。
パ
ロ

デ
ィ
も
そ
の
一
つ
だ
が
、
緑
雨
の
方
法
と
違
い
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
か
ら
得
た
素

材
を
複
雑
多
層
的
に
組
み
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
主
題
を
生
み
出
す
と
．

い
う
や
り
方
で
、
む
し
ろ
今
日
の
文
学
の
、
し
か
も
最
先
端
で
試
み
ら
れ
て
い

る
方
法
に
近
い
。
従
っ
て
、
彼
の
作
品
を
読
む
に
は
、
粉
本
を
い
か
に
改
変
し

た
か
、
そ
の
仕
掛
け
の
意
図
こ
そ
を
読
み
取
る
べ
き
だ
と
思
う
⑩

 
そ
こ
で
次
章
で
は
、
大
正
十
二
年
十
二
月
に
制
作
さ
れ
た
「
愚
女
覚
叢
書
」

に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
章

 
芥
川
は
実
に
多
く
の
歴
史
小
説
を
書
い
た
。
初
作
の
「
羅
生
門
」
か
ら
、
晩

年
期
の
「
古
千
屋
」
に
到
る
ま
で
、
そ
の
数
は
五
十
四
篇
に
も
及
ぶ
。
種
類
も
、

王
朝
物
、
近
世
物
、
切
支
丹
物
、
明
治
開
化
期
物
、
中
国
や
イ
ン
ド
の
説
話
物

な
ど
、
多
種
多
様
で
あ
り
、
東
西
の
文
献
資
料
を
博
捜
し
て
そ
の
題
材
を
得
て

い
る
。

 
一
般
に
歴
史
小
説
と
言
え
ば
、
歴
史
的
事
実
を
扱
っ
た
作
品
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
芥
川
の
場
合
そ
れ
と
は
違
い
、
必
ず
し
も
史
実
を
忠
実
に
再
現
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
舞
台
だ
け
を
歴
史
の
中
か
ら
借
り
て
、

時
代
的
粉
飾
を
混
ぜ
な
が
ら
、
近
代
の
テ
ー
マ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
言
わ

ば
借
景
小
説
の
傾
向
が
強
い
。
こ
れ
は
諸
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、

芥
川
自
身
も
ま
た
「
澄
江
堂
雑
記
」
の
「
昔
」
の
項
で
、
・
歴
史
小
説
に
対
す
る

自
ら
の
見
解
を
そ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
「
糸
女
覚
善
書
」
も
ぞ
う
し
た
借
景
小
説
の
一
つ
で
、
明
智
光
秀
の
娘
で
あ

り
、
細
川
忠
興
の
妻
で
あ
る
角
々
院
（
1
1
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
）
が
、
夫
出
陣
の
留

も
守
中
に
敵
対
す
る
石
田
光
成
の
人
質
要
請
に
あ
い
、
そ
れ
を
拒
ん
だ
が
た
め
、

石
田
兵
に
攻
め
寄
ら
れ
命
を
絶
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
、
仮
空
の
人
物
で

あ
る
侍
女
の
愚
女
の
眼
を
通
し
て
そ
の
顛
末
を
語
る
、
と
い
う
設
定
に
な
っ
て

い
る
。
粉
本
は
、
秀
林
院
の
実
際
の
侍
女
で
あ
っ
た
霜
女
の
手
に
よ
る
覚
え
書

で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
即
時
的
で
半
ば
事
務
的
に
綴
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
芥

川
は
語
り
口
は
そ
の
ま
ま
に
、
内
容
だ
け
を
変
形
拡
大
さ
せ
、
か
ね
て
よ
り
才

色
兼
備
の
誉
れ
高
い
こ
の
夫
入
の
像
を
、
冷
酷
に
も
舞
台
の
裏
側
か
ら
解
析
し

よ
う
と
試
み
た
。

 
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
七
月
十
六
日
で
あ
る
。
夫
・

忠
興
は
、
留
守
中
万
一
に
も
敵
方
の
謀
略
に
あ
い
二
項
院
の
名
誉
が
危
機
に
瀕

し
た
場
合
、
夫
人
自
ら
が
命
を
絶
ち
、
家
臣
の
者
達
も
こ
れ
に
殉
じ
る
よ
う
命

じ
て
い
た
。
し
か
し
彼
女
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
た
め
、
神
の
教
え
に
背
い

て
自
殺
す
る
訳
に
は
い
か
ず
、
か
と
い
っ
て
夫
の
意
向
に
反
す
る
こ
と
も
で
き

ず
、
結
局
は
家
臣
の
小
笠
原
小
斎
の
手
に
か
か
っ
て
果
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
経
緯
を
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
の
『
日
本
切
支
丹
宗
門
史
』
に
見
て
み
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ
ラ
ト
ワ
 
ル

 
ド
ン
ナ
・
ガ
ラ
シ
ャ
は
、
運
命
に
忍
従
し
て
祈
適
所
に
入
っ
て
祈
り
、

次
い
で
侍
女
達
に
は
、
後
に
残
る
や
う
に
言
含
め
た
。
事
実
、
彼
女
達
に

館
を
引
下
ら
せ
た
。
（
略
）
ガ
ラ
シ
ャ
は
、
脆
い
て
剣
の
前
に
首
を
延
べ
た
。

家
臣
達
は
、
隣
室
に
行
っ
て
、
城
に
火
を
か
け
た
後
に
切
腹
し
た
。
総
て

の
物
が
皆
灰
に
な
っ
た
。

と
あ
る
。
極
め
て
潔
ぎ
ょ
い
秀
林
院
の
最
期
で
あ
る
。
パ
ジ
ェ
ス
は
こ
の
夫
人

「
隔
し
絵
」
の
文
学
 
-
芥
川
龍
之
介
「
糸
女
覚
え
書
」
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
の
方
法
に
つ
い
て
一
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の
聰
明
な
や
り
方
を
絶
賛
し
、
「
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
は
、
総
て
の
道
徳
の
完
全
な

か
が
み

鑑
で
あ
る
」
と
さ
え
述
べ
た
。
ま
た
婦
道
と
い
ヶ
立
場
か
ら
、
死
を
以
ρ
て

夫
の
命
令
を
守
り
貫
い
た
こ
と
も
、
多
く
の
人
々
の
賞
賛
を
浴
び
た
。
一
説
に

よ
る
と
、
こ
の
夫
人
の
死
が
世
の
人
々
を
感
動
さ
せ
、
そ
れ
が
石
田
側
へ
の
反

感
を
呼
び
、
逆
に
徳
川
側
の
士
気
を
高
め
た
の
だ
と
い
う
。
二
ヶ
月
後
の
関
ヶ

原
合
戦
に
お
け
る
勝
敗
の
分
け
目
の
一
因
に
、
こ
の
緑
林
院
の
死
が
あ
っ
た
と

さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

 
我
が
身
を
滅
し
て
人
質
拒
絶
の
ド
ラ
マ
を
演
じ
、
す
べ
て
の
日
本
女
性
や
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
亀
鑑
と
称
え
ら
れ
た
こ
の
夫
人
は
、
後
に
多
く
の
作
家
達
の
創

作
欲
を
刺
激
す
る
格
好
の
題
材
と
も
な
っ
た
。
森
田
草
平
、
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
、

永
井
路
子
、
三
浦
綾
子
、
松
本
清
張
ら
多
数
の
人
々
が
、
ガ
ラ
シ
ャ
の
生
涯
に

挑
ん
だ
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
い
ち
早
く
こ
の
題
材
に
食
指
を
伸
ば
し
た
の
が

芥
川
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
場
合
、
他
の
作
家
達
と
違
っ
て
、
こ
の
夫
人
に

ま
つ
わ
る
不
朽
の
名
声
が
、
彼
の
嗜
虐
的
創
作
欲
を
そ
そ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

賢
夫
人
の
偶
像
を
故
意
に
ひ
つ
く
り
返
し
て
み
せ
る
こ
と
 
 
こ
の
作
品
の
発

想
源
に
、
神
聖
冒
漬
の
快
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
ま
た
芥
川
の
手
帳
の
中
に
は
、
「
細
川
忠
興
の
夫
人
の
自
殺
。
自
殺
と
聞
い

て
悲
観
し
て
い
た
ク
リ
ス
チ
ア
ン
、
他
殺
と
聞
い
て
喜
ぶ
」
「
細
川
忠
興
の
夫

 
 
 
 
 
 
 

人
の
死
一
。
り
巳
。
置
Φ
問
題
」
と
い
う
二
つ
の
メ
モ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の

構
想
段
階
で
は
、
こ
の
事
件
の
底
面
に
あ
る
問
題
、
即
ち
武
士
の
妻
た
る
面
目

と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
信
条
の
分
裂
が
、
芥
川
の
中
に
燥
っ
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
主
題
は
、
作
品
の
中
で
は
つ
い
に
生
か
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
を
、
例
え
ば
「
断
片
」
の
中
の
「
僕
は
千
九
百
二
十
二
年
以
来
、

基
督
教
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
屡
短
篇
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
艸
し

た
。
 
（
略
）
即
ち
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
っ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の

だ
っ
た
。
」
と
い
う
一
節
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
と
思
う
。

信
仰
者
の
捨
命
の
事
蹟
に
「
心
理
的
或
は
戯
曲
的
興
味
を
感
じ
」
る
と
い
う
芥

川
に
と
っ
て
、
ガ
ラ
シ
ャ
の
生
涯
は
彼
の
想
像
力
を
刺
激
し
て
あ
り
あ
ま
る
も

の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
「
基
督
教
的
信
仰
に
は
徹
頭
徹
尾
冷
淡
だ
っ
た
」

と
す
る
彼
に
は
、
そ
れ
は
単
な
る
創
作
の
素
材
に
し
か
す
ぎ
ず
、
信
仰
上
の
問

題
は
全
く
欠
落
し
て
い
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
宗
白
鳥

は
彼
の
切
支
丹
物
に
つ
い
て
「
切
支
丹
迫
害
時
代
の
壮
烈
悲
痛
の
逸
話
を
取
扱

ひ
な
が
ら
、
梢
々
も
す
る
と
、
一
般
の
人
情
の
発
露
、
あ
る
ひ
は
逆
説
的
心
理

の
摘
出
を
試
み
た
に
止
ま
っ
て
み
る
の
に
、
私
は
多
少
の
遺
憾
を
覚
え
て
み
る
。

作
者
は
『
孤
独
地
獄
』
の
苦
悩
の
一
端
を
覗
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
同
様
に
、

迫
害
さ
れ
た
切
支
丹
信
者
の
壮
烈
悲
痛
の
心
境
、
あ
る
ひ
は
夢
幻
的
歓
喜
の
境

地
に
、
自
己
の
心
を
浸
染
さ
せ
て
る
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
正
宗
の
言
う
と
こ
ろ
も
、
芥
川
の
切
支
丹
文
学
の
一
面
で
は
あ
る
。

 
「
糸
見
覚
え
書
」
に
し
て
も
、
裏
側
か
ら
の
観
察
者
愚
女
の
批
評
眼
が
、
こ
の

敬
慶
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
実
体
を
あ
ば
い
て
み
せ
る
と
い
う
筋
の
は
こ
び
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
コ
般
の
人
情
の
発
露
」
「
逆
説
的
心
理
の
摘
出
」

と
の
み
解
釈
す
る
の
は
、
や
や
早
計
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
糸
女
の
よ
う
な

 
一
般
人
か
ら
す
る
と
、
秀
林
院
の
狂
信
ぶ
り
は
「
迷
惑
千
万
」
に
違
い
な
く
、

ま
た
信
仰
を
第
一
義
と
す
る
秀
林
院
は
、
神
を
持
た
ぬ
出
た
ち
へ
侮
蔑
的
態
度

を
取
っ
て
省
み
な
い
。
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
も
の
は
、
コ
般
の
人
情
の
発
露
」

か
ら
逆
照
射
さ
れ
た
、
信
仰
者
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
創
作
メ
モ
に
記
さ
れ

，
た
「
自
殺
と
聞
い
て
悲
観
し
て
い
た
ク
リ
ス
チ
ア
ン
、
他
殺
と
聞
い
て
喜
ぶ
」

の
一
行
す
ら
、
私
に
は
こ
の
問
題
が
潜
伏
し
て
い
る
様
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
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も
と
よ
り
芥
川
の
創
作
意
図
は
、
古
人
の
壮
烈
悲
痛
の
逸
話
を
拡
大
し
て
、

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
い
て
み
せ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
大
正
の
幕
明
け
と
同

時
に
森
鴎
外
が
本
格
的
歴
史
小
説
に
手
を
染
め
始
め
、
そ
れ
に
追
従
す
る
形
で

多
く
の
歴
史
考
証
家
が
出
現
し
た
け
れ
ど
も
、
芥
川
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
よ
う

に
鴎
外
の
二
番
煎
じ
に
並
ぶ
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
彼
が
試
み
た
も
の

は
、
歴
史
的
事
件
の
パ
ロ
デ
ィ
化
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
近
代
の
テ
ー
マ

を
具
現
し
て
み
せ
る
か
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
が
凝
ら
し
た
工
夫
は
、
今

日
の
文
学
に
さ
え
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
彼
の
歴
史
小
説
は
、
そ
の
実

験
的
方
法
に
お
い
て
、
脱
近
代
へ
の
模
索
の
あ
ら
わ
れ
と
私
は
解
し
て
い
る
。

 
さ
て
、
「
糸
面
覚
え
書
」
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
霜
女
覚
え
書
」
の
パ
ロ
デ
ィ

と
し
て
書
か
れ
た
。
種
本
は
、
極
め
て
直
裁
簡
明
に
事
の
次
第
を
語
っ
た
手
記

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
作
者
の
主
観
的
叙
述
は
一
切
含
ま
れ
て
い
ず
、
事
態
に
及

ん
で
農
林
院
や
家
臣
達
が
い
か
な
る
行
動
を
と
っ
た
か
が
、
箇
条
書
き
に
し
て

記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
芥
川
は
そ
の
朴
訥
な
毒
消
の
代
り
に
、
い
さ
さ

か
饒
舌
す
ぎ
る
く
ら
い
の
雪
女
を
語
り
手
に
仕
立
て
、
仔
細
を
語
ら
せ
た
。
こ

の
作
品
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
「
澄
江
堂
雑
記
」
の
「
歴

史
小
説
」
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
見
ら
れ
る
。

 
歴
史
小
説
と
云
ふ
以
上
、
一
時
代
の
風
俗
な
り
人
情
な
り
に
、
多
少
は

忠
実
で
な
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
一
時
代
の
特
色
の
み
を
、
 
 
殊
に

道
徳
上
の
特
色
の
み
を
主
題
と
し
た
も
の
も
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
へ

ば
日
本
の
王
朝
時
代
は
、
男
女
関
係
の
考
へ
方
で
も
、
現
代
の
そ
れ
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
ゑ
ん
ぜ
ん

大
分
違
ふ
。
其
処
を
宛
然
作
者
自
身
も
、
和
泉
式
部
の
友
だ
ち
だ
っ
た
や

う
に
、
虚
心
平
気
に
書
き
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
歴
史
小
説
は
、

そ
の
現
代
と
の
対
照
の
間
に
、
自
然
或
暗
示
を
与
へ
易
い
。
（
略
）

 
し
か
し
日
本
の
歴
史
小
説
に
は
、
未
だ
こ
の
種
の
作
品
を
見
な
い
。
日

本
の
は
大
抵
古
人
の
心
に
、
今
人
の
心
と
共
通
す
る
、
云
は
ば
ヒ
ユ
マ
ン

な
閃
き
を
捉
へ
た
、
手
つ
取
り
早
い
作
品
ば
か
り
で
あ
る
。
誰
か
年
少
の

天
才
の
中
に
、
上
記
の
新
…
機
軸
を
出
す
も
の
は
み
な
い
か
？

 
「
糸
車
覚
え
書
」
も
、
作
者
自
身
が
秀
林
院
の
御
側
付
き
だ
っ
た
よ
う
に
「
虚

心
平
気
に
書
き
上
げ
」
た
作
品
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。
＝
時

代
の
特
色
」
と
し
て
、
乱
世
の
時
代
に
武
士
の
妻
た
る
道
徳
を
不
能
不
屈
に
守

り
抜
く
秀
林
院
の
姿
が
あ
り
、
一
方
観
察
者
と
し
て
の
糸
女
は
、
庶
民
の
娘
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
生
じ
る
両
者
の
価
値
観
や
認
識
の
ズ
レ
が
、

作
品
の
骨
子
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
近
代
人
の
そ
れ
は

限
り
な
く
書
風
の
側
に
近
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
の
意
図
は
、

「
古
人
の
心
」
と
「
今
人
の
心
」
と
の
差
違
を
通
し
て
、
そ
の
対
照
か
ら
「
或

暗
示
」
を
重
い
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
。

 
「
二
女
覚
え
書
」
は
原
典
よ
り
も
三
日
前
、
即
ち
七
月
十
日
の
記
録
か
ら
始

ま
る
。
こ
の
三
日
の
間
に
秀
林
院
の
性
格
、
容
貌
、
生
活
態
度
な
ど
が
余
す
と

こ
ろ
な
く
語
ら
れ
、
加
え
て
「
わ
た
く
し
」
糸
女
の
現
況
も
語
ら
れ
て
い
く
。

「
わ
た
く
し
」
は
「
涼
風
が
立
ち
次
第
秀
林
院
様
へ
お
暇
を
願
ひ
、
嫁
入
り
致
」

す
身
の
上
で
あ
り
、
そ
の
暇
乞
い
に
来
た
糸
女
の
父
に
よ
っ
て
「
か
な
り
や
」

が
献
上
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
下
林
院
が
「
よ
ろ
ず
南
蛮
渡
り
」
を
好
む

た
め
と
い
う
が
、
そ
の
嗜
好
は
勿
論
の
こ
と
、
す
で
に
こ
の
籠
鳥
そ
の
も
の
が
、

秀
林
院
の
宿
命
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
受
取
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は
夫
・
忠
興

か
ら
城
外
へ
出
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
政
争
の
具
と
し
て
石

「
隔
し
絵
」
の
文
学
 
⊥
芥
川
龍
之
介
「
糸
女
覚
え
書
」
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
の
方
法
に
つ
い
て
一
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空
曇
か
ら
籠
絡
に
要
請
さ
れ
る
身
の
上
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は

そ
う
し
た
悲
愴
感
は
な
く
、
糸
女
に
も
た
ら
さ
れ
た
吉
報
と
、
後
に
秀
林
院
に

も
た
ら
さ
れ
る
凶
報
と
の
さ
り
げ
な
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。

 
引
退
間
近
か
の
開
放
感
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
あ
と
「
わ
た
く
し
」
の
饒
舌
に

よ
っ
て
、
秀
林
院
の
実
体
が
次
々
に
暴
露
さ
れ
る
。
「
三
二
院
様
は
少
し
も
お

 
 
 
 
 
 
こ
れ
 
 
な
く

優
し
き
と
こ
ろ
無
レ
之
、
賢
女
ぶ
る
こ
と
を
第
一
と
な
さ
れ
」
「
お
世
辞
を
好

ま
る
る
」
性
格
で
、
そ
の
容
貌
も
「
さ
の
み
御
美
麗
と
申
す
ほ
ど
に
て
も
無
レ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ば
か
す

之
、
殊
に
お
ん
鼻
は
ち
と
高
す
ぎ
、
雀
斑
も
少
少
お
有
り
な
さ
れ
候
」
と
い
う
。

こ
の
あ
た
り
は
、
才
色
兼
備
と
い
わ
れ
る
多
芸
院
を
、
い
さ
さ
か
強
引
に
ひ
つ

く
り
返
し
て
み
せ
た
だ
け
で
、
読
者
に
図
式
的
な
印
象
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
執
心
が
、
南
蛮
好
み
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ

と
隅
し
か
も
そ
の
趣
味
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
品
々
の
中
に
贋
物
も
か
な
り
含

ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
南
蛮
国
の
教
え
も
真
贋
の
程
は
判
ら
な
い
、
と
い
う

糸
女
の
思
い
が
暗
に
語
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
糸
女
の
耳
に
は
岩
鼻
院
の
唱
え

る
「
お
ら
っ
し
よ
」
も
、
唯
「
の
す
、
の
す
」
と
聞
こ
え
る
の
み
で
あ
る
。

 
も
う
一
つ
肉
林
院
の
南
蛮
好
み
と
し
て
『
え
そ
ぼ
物
語
』
が
あ
る
。
彼
女
は

事
あ
る
ご
と
に
イ
ソ
ッ
プ
の
寓
話
を
引
き
、
蛙
や
豚
に
謡
え
て
相
手
を
罵
倒
す

る
た
め
、
周
囲
の
者
達
は
こ
れ
に
閉
口
し
て
し
ま
う
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
れ

ば
、
人
生
上
の
教
訓
と
し
て
聖
書
の
闘
え
話
を
引
く
の
が
順
当
で
あ
る
よ
う
に

思
う
の
だ
が
、
彼
女
の
口
か
ら
は
殆
ど
聖
書
の
話
は
出
て
こ
な
い
。
言
わ
ば
、

『
え
そ
ぼ
』
が
農
林
院
に
と
っ
て
の
聖
書
な
の
だ
。
こ
こ
で
、
史
実
に
照
し
て

考
え
て
み
る
と
、
秀
林
院
の
没
年
（
一
六
〇
〇
）
か
ら
察
し
て
、
彼
女
が
手
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
『
エ
ソ
ポ
の
ハ

ブ
ラ
ス
』
（
一
五
九
三
刊
）
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
広
く
知
ら
れ
る
万
治

本
『
伊
警
保
物
語
』
（
一
六
五
九
刊
）
は
、
当
時
は
ま
だ
上
梓
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
．
な
が
ら
、
ど
の
文
献
を
当
っ
て
も
、
悪
習
院
が
『
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ

ラ
ス
』
を
読
ん
だ
と
い
う
記
録
は
出
て
こ
な
い
。
実
際
に
彼
女
が
耽
読
し
た
の

は
、
信
仰
の
手
引
き
書
『
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
』
で
あ
り
、
そ
れ
を
芥
川
は

「
虚
心
平
気
」
に
『
え
そ
ぼ
』
と
す
り
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
書
林
院
だ
け
に
限
ら
ず
、
・
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
家
臣
達
や
そ
の
他
の
人
物

も
、
そ
の
振
舞
い
や
分
別
の
な
さ
に
よ
っ
て
、
こ
と
ご
と
く
指
揮
の
毒
舌
の
餌

食
と
さ
れ
る
。
原
典
の
作
者
・
雪
女
も
登
場
す
る
が
、
「
わ
た
く
し
」
か
ら
言

わ
せ
れ
ば
「
日
頃
み
な
み
な
に
な
ぶ
ら
る
る
臆
病
者
」
で
あ
り
、
家
臣
の
小
笠

原
少
斎
は
「
唯
律
気
な
る
老
人
」
、
河
北
石
見
も
「
武
道
一
遍
の
わ
や
く
人
」

で
あ
る
。
中
で
も
秀
林
院
に
取
り
入
り
城
内
で
も
幅
の
き
く
比
丘
尼
・
二
見
は
、

「
以
前
は
京
の
糸
屋
の
後
家
に
て
、
夫
を
六
人
も
取
り
換
へ
た
る
い
た
づ
ら
女
」

で
「
わ
た
く
し
」
は
そ
の
顔
を
見
る
の
も
「
虫
唾
の
走
る
ほ
ど
厭
」
だ
と
言
う
。

こ
の
比
丘
尼
が
、
石
田
側
の
使
い
と
し
て
人
質
要
請
の
件
を
持
ち
出
す
の
で
あ

る
が
、
は
じ
め
は
「
秀
林
院
様
の
お
ん
住
居
を
城
内
へ
お
ん
移
し
遊
ば
さ
れ
候

や
う
、
お
勧
め
申
す
」
程
度
の
、
易
く
些
細
な
話
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ

が
秀
林
院
の
命
に
関
わ
る
一
大
事
へ
と
発
展
す
る
の
は
、
少
斎
石
見
の
両
人
が

「
大
名
の
人
質
」
の
噂
を
聞
き
、
大
袈
裟
に
騒
い
で
こ
と
さ
ら
事
を
荒
立
て
て

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
事
態
を
傍
観
す
る
「
わ
た
く
し
」
は
、
「
少
斎
石
見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
れ
 
あ
り

両
人
の
言
葉
に
毛
す
じ
ほ
ど
の
み
の
分
別
有
レ
学
習
や
。
ま
つ
老
功
の
侍
と
は

申
さ
ず
、
人
並
み
の
分
別
あ
る
侍
な
ら
ば
、
た
と
ひ
田
辺
の
城
（
秀
林
院
の
舅

の
居
城
）
へ
な
り
と
も
秀
林
院
を
お
落
し
申
し
、
そ
の
次
に
は
又
わ
た
く
し
ど

も
に
も
思
ひ
思
ひ
に
姿
を
隠
さ
せ
、
最
後
に
両
人
の
お
留
守
居
役
だ
け
覚
悟
仕
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る
べ
き
場
合
に
御
座
候
」
と
語
る
。

 
騒
動
の
さ
中
、
秀
林
院
は
「
ま
り
や
」
の
画
像
の
前
で
、
ひ
た
す
ら
「
お
ら

っ
し
よ
」
ば
か
り
を
唱
え
て
い
る
。
日
々
面
嫌
が
悪
く
な
り
、
ご
と
ご
と
に
侍

女
を
叱
り
つ
け
、
そ
の
度
に
『
え
そ
ぼ
』
を
読
み
聞
か
す
。

 
誰
は
こ
の
蛙
、
彼
は
こ
の
狼
な
ど
と
仰
せ
ら
れ
候
間
、

る
よ
り
も
難
渋
な
る
思
ひ
を
致
候

皆
皆
人
質
に
参

 
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
の
作
者
イ
ソ
ッ
プ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
奴
隷
で
あ
っ

た
。
そ
の
奴
隷
と
い
う
立
場
か
ら
、
主
人
達
の
生
活
を
穴
の
あ
く
程
観
察
し
て
、

そ
れ
ら
の
事
柄
を
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
讐
え
て
書
い
た
の
が
こ
の
寓
話
集

で
あ
る
。
一
般
に
人
生
の
教
訓
書
と
さ
れ
て
い
る
が
、
反
面
こ
う
し
た
暴
露
本

的
性
格
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
後
に
彼
は
、
主
人
を
侮
辱
し
た
か
ど
で
、
デ

ル
フ
ォ
イ
の
地
で
惨
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

 
こ
の
『
え
そ
ぼ
』
が
「
斎
女
覚
え
書
」
の
深
層
部
に
仕
掛
け
ら
れ
た
、
も
う

一
つ
の
「
か
く
し
絵
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
「
霜
害
覚
え
書
」
の
パ
ロ
デ
ィ

で
も
あ
る
と
同
時
に
、
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
で
も
あ
る
の
だ
。
こ

こ
に
お
い
て
、
次
の
新
た
な
る
主
題
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

 
「
糸
女
方
之
書
」
で
の
イ
ソ
ッ
プ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
糸
谷
で
あ
る
。
い

や
、
糸
葱
に
限
ら
ず
主
従
関
係
に
お
い
て
、
主
人
の
内
情
は
た
え
ず
従
者
達
の

目
に
晒
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
従
者
は
皆
イ
ソ
ッ
プ
の
境
遇
を
か
こ
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
「
日
本
国
の
女
の
知
恵
浅
き
は
横
文
字
の
本
を
読
ま
ぬ
ゆ

ゑ
」
と
言
い
、
『
え
そ
ぼ
』
の
耽
読
に
勤
し
む
翰
林
院
は
、
自
分
の
す
ぐ
間
近

に
イ
ソ
ッ
プ
の
よ
う
な
裏
側
か
ら
の
観
察
者
の
眼
が
鋭
く
光
っ
て
い
る
こ
と
に

全
く
気
付
か
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
自
身
が
あ
た
か
も
こ
の
作
者
に
な
っ
た

如
く
、
「
誰
は
こ
の
蛙
、
彼
は
こ
の
狼
」
と
大
勢
の
イ
ソ
ッ
プ
達
に
訓
え
て
聞

か
す
と
い
う
滑
稽
劇
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
ひ
と
り
秀
林
院
と
言
わ
ず
、
こ
れ
は
主
従
関
係
の
中
で
主
人
の
側
が
も
つ
、

鈍
感
さ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
人
の
イ
ソ
ッ
プ
の
境
遇
者
・
三
女
は
、
主

人
の
裏
を
見
て
語
ら
ず
、
一
切
の
私
見
を
さ
し
挟
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
糸
女

に
到
っ
て
は
、
主
人
の
横
暴
を
語
り
、
家
臣
の
見
識
の
な
さ
を
語
り
、
事
態
を

即
刻
自
ら
の
批
判
眼
で
解
析
し
て
み
せ
る
。
こ
の
度
の
仕
儀
も
「
第
一
に
は
お

留
守
居
役
の
無
分
別
よ
り
こ
と
を
破
り
、
第
二
に
は
又
秀
林
院
駕
御
自
身
の
お

気
性
よ
り
御
最
期
を
早
め
ら
れ
候
も
同
然
の
儀
」
と
言
い
、
側
杖
を
く
う
こ
と

は
「
迷
惑
に
存
じ
居
り
候
」
と
語
る
。
そ
こ
に
は
、
身
を
も
っ
て
主
人
の
大
難

を
払
い
、
万
一
に
際
し
て
は
殉
死
を
も
覚
悟
す
る
と
い
う
忠
義
忠
誠
の
精
神
は
 
 
劔

な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田

 
私
は
先
に
、
芥
川
の
歴
史
小
説
に
対
す
る
見
解
を
引
い
た
。
そ
の
中
で
彼
は

＝
時
代
の
特
色
の
み
を
l
l
殊
に
道
徳
上
の
特
色
の
み
を
主
題
と
し
た
も
の

も
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
「
国
女
覚
え
書
」
の
さ
ら
に
半
年
後
、

道
徳
に
つ
い
て
の
講
演
の
中
で
、
封
建
時
代
の
道
徳
を
成
立
せ
し
め
た
の
は
、

「
批
判
的
精
神
の
欠
乏
」
で
あ
り
、
今
日
の
道
徳
は
コ
秘
す
れ
ば
個
人
主
義
」

で
、
成
立
せ
し
め
た
の
は
「
批
判
的
精
神
の
覚
醒
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

芥
川
は
、
封
建
時
代
に
起
っ
た
事
件
の
渦
中
に
、
今
日
の
イ
ソ
ッ
プ
を
送
り
込

ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
批
判
的
精
神
の
覚
醒
者
に
、
事
件
を
語
ら
せ
る
と
ど
う

な
る
か
l
I
・
。
「
聖
女
」
と
う
た
わ
れ
た
夫
人
も
、
そ
の
信
仰
の
災
の
中
に
「
イ
・

ゴ
イ
ズ
ム
の
醜
い
余
儘
」
を
燥
ら
せ
て
い
た
。
柔
軟
に
対
処
す
れ
ば
避
け
る
こ

と
の
で
き
た
災
い
も
、
武
士
道
と
い
う
形
式
主
義
の
道
念
が
事
を
大
き
く
し
一

「
購
し
絵
」
の
文
学
 
-
芥
川
龍
之
介
「
三
女
覚
え
書
」
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
の
方
法
に
つ
い
て
ー



つ
い
に
は
破
滅
へ
と
導
い
た
。
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
は
、
い
か
に
す
れ
ば
安
穏

に
こ
の
世
を
過
し
う
る
か
を
説
く
教
訓
の
書
だ
が
、
「
糸
女
覚
え
書
」
は
、
い

か
な
る
小
事
が
転
じ
て
大
事
に
到
る
か
、
そ
の
原
因
を
説
い
た
教
訓
の
書
で
あ

る
。 

秀
林
院
を
悪
し
ざ
ま
に
語
っ
た
糸
女
は
、
そ
の
最
期
の
場
面
で
、
若
き
衆
を

間
近
に
見
て
顔
を
染
め
た
秀
林
院
を
、
は
じ
め
て
「
美
し
い
」
と
書
き
と
ど
め

る
。
秀
林
院
に
む
け
ら
れ
た
冷
徹
な
懐
疑
の
眼
が
、
こ
こ
に
到
っ
て
よ
う
や
く

融
和
さ
れ
、
限
り
な
い
慈
し
み
の
情
へ
と
転
じ
る
の
で
あ
る
。
糸
女
を
感
動
さ

せ
た
の
は
、
秀
林
院
が
垣
間
見
せ
た
人
間
ら
し
い
無
垢
な
心
で
あ
り
、
そ
れ
は

ま
た
、
「
今
人
」
の
糸
女
が
日
常
の
中
で
と
か
く
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
っ
た
〈
純

朴
さ
〉
で
あ
っ
た
。

 
「
糸
女
覚
え
書
」
は
芥
川
の
様
々
な
特
徴
を
抱
え
込
ん
だ
作
品
だ
が
、
そ
の

割
に
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
私
が
こ
の
作
品
に
興

味
を
抱
き
始
め
た
の
は
、
そ
の
深
層
部
に
仕
掛
け
ら
れ
た
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』

の
意
味
に
気
付
い
て
か
ら
で
あ
っ
た
つ
す
で
に
芥
川
は
、
天
草
本
『
伊
曽
保
物

語
』
の
文
体
に
倣
っ
た
「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
制

作
年
は
不
詳
だ
が
「
孔
雀
」
と
い
う
、
異
本
「
伊
三
保
の
物
語
」
も
試
み
か
け

て
い
る
。
（
余
談
で
あ
る
が
、
芥
川
が
好
ん
だ
ア
ン
ブ
ロ
ー
ズ
・
ピ
ア
ス
に
『
改

訂
版
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
版
が
あ
る
。
）
「
糸
女
覚
え
書
」
も
、

こ
う
し
た
試
み
の
延
長
上
に
出
来
上
が
っ
た
作
品
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。
芥
川
は
、
表
面
上
文
体
や
内
容
は
「
霜
女
覚
え
書
」
に
倣
っ

て
い
る
と
見
せ
か
け
、
底
面
下
に
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
の
実
に
シ
ニ
カ
ル
な
地

塗
り
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
多

層
構
造
の
パ
ロ
デ
ィ
化
は
、
現
代
の
先
鋭
達
の
方
法
に
極
め
て
近
い
。
こ
の
点

に
着
目
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
切
支
丹
物
と
い
う
視
点
を
少
し
は
ず
し
て
、
方
法

的
側
面
か
ら
論
考
し
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

C150）


