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概

太
宰
治
「
魚
服
記
」
に
は
、
仏
教
的
な
「
道
徳
」
律
が
支
配
す
る
仏
教
説
話
的
な
物
語
世
界
と
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
た
常

民
文
化
の
世
界
と
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
共
振
作
用
と
呼
ん
だ
、
作
品
集
『
晩
年
』
の
所
収
作
品
と
し
て
の
解
読
で
は
、
そ
の
構
造
が

よ
り
明
確
に
顕
在
化
す
る
。
そ
し
て
、
作
品
内
の
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
仏
教
的
な
「
道
徳
」
律
に
触
れ
る
「
破
戒
」
と
、
ス
ワ
の
成
長
に
関
す
る
記

述
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
強
度
の
高
い
「
破
戒
」
の
物
語
と
、
そ
れ
が
弱
い
ス
ワ
の
成
長
の
物
語
が
、
絡
ま
り
な
が
ら
結
末
に
向
か
う
作
品
と

読
む
。
そ
れ
ら
二
つ
の
物
語
を
重
層
的
に
混
在
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
語
り
分
け
る
「
魚
服
記
」
で
の
自
在
な
「
語
り
手
」
が
、
こ
の
作
品
の
物

語
特
質
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
、
仏
教
的
な
「
道
徳
」
律
が
支
配
す
る
仏
教
説
話
論
的
な
物
語
世
界
を
背
景
に
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
な
物
語
世
界
で
の

ス
ワ
の
成
長
が
前
景
化
さ
れ
な
が
ら
語
ら
れ
た
。
そ
の
二
つ
の
世
界
が
絡
み
合
う
な
か
で
、
実
質
は
自
死
を
意
味
す
る
、
ス
ワ
の
鮒
へ
の
変
身
譚
を

用
意
し
、
さ
ら
に
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
世
界
で
ス
ワ
の
成
長
が
続
く
か
の
よ
う
に
、
そ
の
「
語
り
」
の
世
界
を
「
現
実
」
か
ら
移
行
さ
せ
た
。
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は
じ
め
に

太
宰
治
「
魚
服
記
」
は
、
最
初
の
短
編
集
『
晩
年
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
同
人
誌
『
海
豹
』
の
創
刊
号
（
一
九
三
三
年
三
月
発
行
）
に

発
表
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
太
宰
文
学
の
最
初
期
の
そ
れ
と
し
て
評
価
は
高
く
、
こ
れ
ま
で
も
、
郷
土
性
や
作
家
の
入
水
自
殺
と
の
関
連
や
、
さ
ら

に
は
こ
の
作
品
を
巡
る
自
作
自
解
も
あ
る
こ
と
か
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
作
家
論
的
な
分
析
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
語
り
」
の
構
図
と
結

び
つ
け
た
テ
ク
ス
ト
論
的
な
分
析
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
論
で
は
、
ス
ワ
と
彼
女
の
父
親
と
の
関
係
性
と
そ
れ
を
起
因
と
す
る
ス

ワ
の
変
身
譚
に
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
物
語
に
描
か
れ
て
い
た
出
来
事
が
意
味
す
る
も
の
に
目
を

向
け
な
が
ら
、
ス
ワ
の
変
身
譚
を
検
討
し
た
い
。

一　
「
魚
服
記
」
の
成
立

「
魚
服
記
」は
、一
九
三
三
年
三
月
一
日
発
行
の
同
人
誌『
海
豹
』に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
作
品
の
自
作
自
解1

に
は
、上
田
秋
成
の「
夢

応
の
鯉
魚2

」
を
読
ん
だ
こ
と
、
ま
た
そ
の
自
作
自
解
に
は
「
魚
に
な
り
た
ひ
と
思
ひ
ま
し
た
。
魚
に
な
つ
て
日
頃
私
を
辱
し
め
虐
げ
て
ゐ
る
人
た
ち

を
笑
つ
て
や
ら
う
と
考
へ
ま
し
た
」
と
も
あ
っ
た
。
は
た
し
て
こ
の
「
辱
し
め
虐
げ
て
ゐ
る
人
た
ち
」
へ
の
反
撃
の
よ
う
な
も
の
が
、
実
際
こ
の
作

に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
と
読
む
べ
き
な
の
か
。
そ
も
そ
も
「
魚
に
な
つ
て
」「
笑

つ
て
や
ら
う
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。「
夢
応
の
鯉
魚
」
は
、
い
わ
ば
怪
奇
譚
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
魚
に
な
」
る
と
い
う
こ
と

だ
け
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
確
か
に
そ
こ
に
解
放
感
を
み
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、「
辱
し
め
虐
げ
て
ゐ
る
人
た
ち
」

に
よ
る
閉
塞
感
を
感
じ
る
場
か
ら
、次
元
の
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
へ
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
の
解
放
感
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
笑
つ
て
や
ら
う
」

が
そ
の
解
放
感
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
「
魚
服
記
」
の
物
語
世
界
に
重
ね
て
み
て
も
、
具
体
的
に
「
辱
し
め
虐
げ
て
ゐ
る
人
た

ち
」
が
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
父
親
の
性
暴
力
が
ス
ワ
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
を
、「
辱
し
め
虐
げ
て
ゐ
る
人
た
ち
」
の
象
徴
と
し
て
位
置

付
け
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
太
宰
治
の
こ
の
自
作
自
解
を
補
助
線
と
す
る
物
語
解
読
ラ
イ
ン
と
し
て
は
、「
辱
し
め
虐
げ
て
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ゐ
る
人
た
ち
」
か
ら
の
行
為
が
、
父
親
の
性
暴
力
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
読
み
の
前
提
と
す
る
。
そ
の
父
親
に
よ
る
「
辱
し
め

虐
げ
」
か
ら
、
作
者
自
ら
を
仮
託
し
た
娘
の
ス
ワ
が
、「
魚
に
な
つ
て
」
ま
ん
ま
と
父
親
の
手
か
ら
逃
げ
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で
、「
笑
つ
て
や
ら
う
」

と
い
う
こ
と
が
目
論
ま
れ
た
と
読
む
こ
と
に
な
る3

。

二　
「
魚
服
記
」
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

「
魚
服
記
」
の
冒
頭
に
目
を
向
け
る
と
、
物
語
の
「
語
り
手
」
は
、
ス
ワ
と
父
親
が
生
活
し
て
い
る
「
ぼ
ん
じ
ゆ
山
脈
」
に
つ
い
て
語
る
。「
本

州
の
北
端
の
山
脈
は
、
ぼ
ん
じ
ゆ
山
脈
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
三
四
百
米
ほ
ど
の
丘
陵
が
起
伏
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ふ
つ
う
の
地
図

に
は
載
つ
て
ゐ
な
い
」
と
い
う
。
こ
う
し
て
物
語
の
空
間
は
、「
地
図
」
と
い
う
現
実
の
記
号
化
か
ら
も
離
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
語
ら
れ
た
も
う
ひ

と
つ
の
世
界
に
「
読
者
」
を
招
き
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

む
か
し
、
こ
の
へ
ん
一
帯
は
ひ
ろ
び
ろ
し
た
海
で
あ
つ
た
さ
う
で
、
義
経
が
家
来
た
ち
を
連
れ
て
北
へ
北
へ
と
亡
命
し
て
行
つ
て
、
は
る
か
蝦

夷
の
土
地
へ
渡
ら
う
と
こ
こ
を
船
で
と
ほ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
彼
等
の
船
が
此
の
山
脈
へ
衝
突
し
た
。
突
き
あ
た
つ
た
跡
が

い
ま
で
も
残
つ
て
ゐ
る
。
山
脈
の
ま
ん
な
か
ご
ろ
の
こ
ん
も
り
し
た
小
山
の
中
腹
に
そ
れ
が
あ
る
。
約
一
畝
歩
ぐ
ら
ゐ
の
赤
土
の
崖
が
そ
れ
な
の

で
あ
つ
た
。（「
魚
服
記
」
一
）

こ
の
「
語
り
手
」
に
よ
る
「
ぼ
ん
じ
ゆ
山
脈
」
の
紹
介
は
、
そ
の
ま
ま
、
次
に
重
ね
て
語
ら
れ
る
仏
教
的
な
世
界
に
「
読
者
」
を
向
か
わ
せ
る
こ

と
に
な
る
。
青
森
に
漢
字
表
記
の
「
梵
珠
山4

」
は
実
際
に
存
在
し
、
そ
の
「
梵
珠
」
は
、
文
殊
菩
薩
の
文
殊
に
拠
る
も
の
だ
と
も
い
う
。
ま
た
、
続

く
「
馬
禿
山
」
は
太
宰
治
の
生
家
近
く
に
存
在
す
る5

。
こ
の
「
ぼ
ん
じ
ゆ
」（
梵
珠
）
を
山
脈
名
と
し
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
実
際
の
津
軽
地
方

の
村
落
共
同
体
と
重
ね
ら
れ
て
、「
読
者
」
は
物
語
内
部
へ
導
か
れ
る6

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
仏
教
的
な
世
界
や
津
軽
の
村
落
共
同
体
近
辺
の
地
名
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だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
土
地
に
伝
わ
る
義
経
伝
承
を
作
品
冒
頭
に
配
置
し
、
常
民
文
化
の
環
境
と
し
て
、
神
話
的
、
宗
教
的
、
そ
し
て
土
俗
的
な
素

材
を
作
品
は
並
べ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
ス
ワ
と
父
親
は
、「
ち
が
ふ
土
地
の
も
の
」（「
魚
服
記
」　

二
）
と
し
て
、「
他
の
小
屋
と
余
程
は
な
れ

て
建
て
ら
れ
て
ゐ
た
」
炭
焼
小
屋
に
住
ん
で
い
た
。
再
び
話
を
冒
頭
表
現
の
箇
所
に
戻
す
な
ら
ば
、「
ひ
ろ
び
ろ
し
た
海
」
と
か
、「
山
脈
の
ま
ん
な

か
ご
ろ
の
こ
ん
も
り
し
た
小
山
」
と
い
っ
た
ひ
ら
が
な
に
支
え
ら
れ
て
、
山
村
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
な
世
界
へ
と
誘
う
作
品
と
し
て
、
こ
の
「
魚
服
記
」

は
多
く
の
ひ
と
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、多
く
の
論
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

太
宰
治
自
身
が
生
ま
れ
育
っ
た
実
際
の
地
域
文
化
や
風
土
そ
し
て
風
習
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
読
む
だ
け
で
な
く
、
こ
の
作
品
に
先
行
す
る

柳
田
国
男
『
山
の
人
生7

』
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
作
品
と
し
て
、「
太
宰
は
自
分
の
生
れ
育
っ
た
北
津
軽
地
方
に
は
珍
し
く
な
か
っ
た
近
親
相
姦
の

悲
劇
を
持
ち
込
み
、
そ
れ
を
メ
ル
ヘ
ン
風
の
シ
ュ
ガ
ー
・
コ
ー
ト
で
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
で
、
民
話
調
の
お
伽
噺
に
変
換
し
よ
う
と
試
み
た

の
で
あ
ろ
う8

」
と
読
む
視
点
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
『
山
の
人
生
』
の
具
体
的
な
記
述
内
容
と
重
ね
て
読
む
視
点
も
あ
る9

。

三　

作
品
集
『
晩
年
』
に
よ
る
共
振
作
用
と
物
語
の
主
旋
律

こ
の
「
魚
服
記
」
を
、
作
品
集
『
晩
年
』
の
収
録
作
品
の
一
つ
と
し
て
、
他
の
収
録
作
品
と
重
ね
て
読
む
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
個
々
の
作
品

に
具
体
的
な
相
互
性
が
あ
る
と
指
摘
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。『
晩
年
』
に
所
収
さ
れ
た
「
葉
」
や
「
思
ひ
出
」
を
、
そ
れ
に
続
い
て
配
置
収
録
さ

れ
た
作
品
「
魚
服
記
」
と
し
て
重
ね
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
個
々
の
作
品
の
表
現
が
持
っ
て
い
た
意
味
作
用
を
、
さ
ら
に
明
確
化
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
す
と
、「
葉
」
や
「
思
ひ
出
」
そ
し
て
「
魚
服
記
」
と
読
み
重
ね
て
い
く
な
ら
ば
、
単
独
の
作
品
で
は
か
す
か

な
意
味
の
振
動
で
し
か
な
か
っ
た
表
現
が
、
こ
の
共
振
作
用
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
な
意
味
作
用
を
示
す
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

た
と
え
ば
、「
葉
」
に
組
み
込
ま
れ
た
小
説
「
哀
蚊
」
で
は
、
無
垢
を
装
う
「
語
り
手
」
の
「
わ
た
し
」
が
、
家
族
共
同
体
で
の
隠
微
な
エ
ロ
テ
ィ

シ
ズ
ム
を
語
っ
て
い
た
。「
語
り
手
」
自
ら
が
、
芥
川
龍
之
介
『
雛
』
に
影
響
を
受
け
た
と
す
る
「
哀
蚊
」
で
あ
る
が
、『
雛
』
の
「
語
り
手10

」
と
同

じ
よ
う
に
、「
葉
」
の
「
語
り
手
」
は
出
来
事
を
物
語
る
だ
け
で
、
そ
の
意
味
内
容
は
物
語
ら
な
い
。
し
か
し
物
語
ら
な
い
こ
と
で
、
語
ら
れ
な
か
っ
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た
意
味
を
提
示
す
る
。「
哀
蚊
」
の
「
わ
た
し
」
は
、
性
的
な
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
子
供
の
「
語
り
」
な
の
で
、
そ
こ
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
し
て
語
れ
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
語
れ
な
い
こ
と
と
し
て
家
族
共
同
体
内
部
の
隠
微
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
提
示
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
存
在
を
そ
れ
と
し
て
は
語
れ
な
い
こ
と
で
、
逆
に
そ
の
存
在
を
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
語
り
手
」
が
そ
れ
と
し
て
は
語
れ
な
い
こ
と
で
の
意
味
内
容
の
顕
在
化
と
い
う
「
語
り
」
は
、「
魚
服
記
」
で
も
使
わ
れ
る
。

や
は
り
「
語
り
手
」
は
ス
ワ
の
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
彼
女
の
認
識
を
語
る
か
ら
で
あ
る
。「
そ
れ
か
ら
焚
火
を
う
ん
と
燃
や
し
て
父
親
の
帰
る
の
を

待
つ
た
」（「
魚
服
記
」
三)

の
よ
う
に
、「
語
り
手
」
と
ス
ワ
の
視
線
は
ほ
ぼ
重
な
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
視
線
か
ら
、
ス
ワ
の
都
会
か
ら

来
た
学
生
に
対
す
る
心
の
動
き
や
、
彼
女
が
父
親
の
指
を
く
わ
え
た
場
面
、
そ
し
て
父
親
か
ら
の
性
暴
力
な
ど
、
ス
ワ
と
父
親
と
の
、
先
に
示
し
た

炭
焼
小
屋
で
の
閉
ざ
さ
れ
た
生
活
の
な
か
で
の
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
語
り
」
の
表
現
か
ら
示
さ
れ
る
「
語
り
」
の
視

線
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
生
ま
れ
た
意
味
内
容
は
、
ス
ワ
に
は
そ
れ
と
認
識
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
は
「
語
り
手
」
の

視
線
に
は
あ
っ
て
も
、
ス
ワ
の
認
識
の
外
に
あ
る
事
柄
と
し
て
描
き
こ
ま
れ
て
い
た11

。
し
か
し
、「
魚
服
記
」
で
の
、
こ
う
し
て
間
接
的
に
顕
在
化

さ
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
意
味
生
成
の
構
図
は
、
作
品
集
と
し
て
重
ね
て
読
む
共
振
作
用
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、『
晩
年
』

の
「
読
者
」
に
と
っ
て
は
、「
葉
」
の
大
家
族
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
「
魚
服
記
」
の
小
家
族
の
そ
れ
と
が
所
収
作
品
相
互
で
共
振
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
品
で
の
意
味
生
成
の
構
図
が
明
確
化
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
作
品
集
『
晩
年
』
に
描
き
込
ま
れ
た
、
避
け
き
れ
な
い
人
間
の
性
の
宿
痾
と
し

て
も
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、作
品
集
『
晩
年
』
の
二
番
目
に
配
置
さ
れ
た
作
品
「
思
ひ
出
」
で
は
、登
場
人
物
「
私
」
の
「
六
つ
七
つ
」
の
「
思
ひ
出
」
と
し
て
、「
教
育
」

的
な
「
子
供
の
本
」
と
仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
「
私
」
に
教
え
ら
て
い
れ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
た
。
特
に
、「
め
か
け
を
持
つ
た
人
」
に
つ
い
て
は
、

地
獄
で
苦
し
む
こ
と
が
た
け
を
通
し
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

六
つ
七
つ
に
な
る
と
思
ひ
出
も
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
。
私
が
た
け
と
い
ふ
女
中
か
ら
本
を
読
む
こ
と
を
教
へ
ら
れ
二
人
で
樣
々
の
本
を
読
み
合
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つ
た
。
た
け
は
私
の
教
育
に
夢
中
で
あ
つ
た
。
私
は
病
身
だ
つ
た
の
で
、
寢
な
が
ら
た
く
さ
ん
本
を
読
ん
だ
。
読
む
本
が
な
く
な
れ
ば
た
け
は
村

の
日
曜
学
校
な
ど
か
ら
子
供
の
本
を
ど
し
ど
し
借
り
て
来
て
私
に
読
ま
せ
た
。
私
は
默
読
す
る
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
た
の
で
、
い
く
ら
本
を
読
ん
で

も
疲
れ
な
い
の
だ
。
た
け
は
又
、
私
に
道
徳
を
教
へ
た
。
お
寺
へ
し
ば
し
ば
連
れ
て
行
つ
て
、
地
獄
極
楽
の
御
絵
掛
地
を
見
せ
て
説
明
し
た
。
火

を
放
け
た
人
は
赤
い
火
の
め
ら
め
ら
燃
え
て
ゐ
る
籠
を
背
負
は
さ
れ
、
め
か
け
持
つ
た
人
は
二
つ
の
首
の
あ
る
青
い
蛇
に
か
ら
だ
を
卷
か
れ
て
、

せ
つ
な
が
つ
て
ゐ
た
。
血
の
池
や
、
針
の
山
や
、
無
間
奈
落
と
い
ふ
白
い
煙
の
た
ち
こ
め
た
底
知
れ
ぬ
深
い
穴
や
、
到
る
と
こ
ろ
で
、
蒼
白
く
痩

せ
た
ひ
と
た
ち
が
口
を
小
さ
く
あ
け
て
泣
き
叫
ん
で
ゐ
た
。
嘘
を
吐
け
ば
地
獄
へ
行
つ
て
こ
の
や
う
に
鬼
の
た
め
に
舌
を
拔
か
れ
る
の
だ
、
と
聞

か
さ
れ
た
と
き
に
は
恐
ろ
し
く
て
泣
き
出
し
た
。（「
思
ひ
出
」
一
章
）

絵
解
き
の
「
地
獄
極
楽
の
御
絵
掛
地
」
で
示
さ
れ
る
仏
教
的
な
「
道
徳
」
を
、「
思
ひ
出
」
の
「
私
」
は
た
け
か
ら
教
え
込
ま
れ
る
。
そ
の
仏
教

的
な
「
道
徳
」
に
含
ま
れ
る
因
果
応
報
と
転
生
の
思
想
と
が
、「
魚
服
記
」
で
は
、大
蛇
の
変
身
譚
と
ス
ワ
の
変
身
譚
と
で
共
振
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、

い
ず
れ
も
仏
教
的
な
「
道
徳
」
に
反
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
因
果
応
報
譚
と
し
て
た
け
の
教
育
内
容
か
ら
共
振
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
葉
」
の
『
哀
蚊
』
の
家
族
共
同
体
内
部
の
隠
微
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
規
範
と
さ
れ
る
性
の
行
動
で
な
い
限
り
、「
思
ひ
出
」
に
あ
る
「
め

か
け
を
持
つ
た
人
」
が
責
め
苦
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
理
由
と
も
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教
的
な
、
と
明
示
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
「
道

徳
」
か
ら
は
、
反
倫
理
と
し
て
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
「
め
か
け
を
持
つ
」
こ
と
は
「
応
報
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
仏
教

的
な
「
道
徳
」
か
ら
の
「
応
報
」
を
含
み
な
が
ら
も
、「
魚
服
記
」
が
「
道
徳
」
律
の
拡
が
る
物
語
世
界
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、

「
思
ひ
出
」
は
「
め
か
け
」
を
持
つ
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
作
品
で
は
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
的
な
「
道
徳
」
と
い
う
価
値
観
を
支
配
的
な
も
の
と

し
て
作
品
が
含
み
持
ち
、
そ
の
「
道
徳
」
律
が
照
ら
し
出
す
反
倫
理
に
対
し
て
は
、「
応
報
」
に
よ
っ
て
批
判
的
な
現
実
と
い
う
も
の
を
提
示
す
る
。

そ
れ
ら
が
常
民
文
化
で
の
人
々
の
生
活
の
営
み
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
一
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、作
品
集
『
晩
年
』
に
収
録
さ
れ
た
「
葉
」

の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
「
思
ひ
出
」
の
仏
教
的
な
「
道
徳
」
は
、
常
民
文
化
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
結
び
つ
く
。
そ
し
て
「
魚
服
記
」
で
の
、
欲
望
に
負
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け
た
三
郎
の
罰
を
「
応
報
」
と
し
て
逆
照
射
す
る
仏
教
的
な
「
道
徳
」
は
、
説
話
的
な
世
界
と
つ
な
が
る
。

さ
ら
に
作
品
に
即
し
て
、こ
う
し
た
常
民
文
化
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
よ
う
と
思
う
。た
と
え
ば「
思
ひ
出
」

で
は
、
作
者
太
宰
治
と
も
重
な
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
「
私
」
の
過
去
の
し
つ
け
の
思
い
出
が
、
女
中
た
け
に
よ
る
読
書
や
お
寺
の
絵
解
き
を
通
し
た
、

仏
教
的
な
「
道
徳
」
教
育
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
描
く
。
こ
の
「
思
ひ
出
」
で
の
仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
照
ら
し
だ
し
た
「
め
か
け
を
持
つ
人
」

の
反
道
徳
的
な
「
破
戒
」
と
い
う
行
為
は
、こ
の
「
魚
服
記
」
で
も
語
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、ス
ワ
の
父
親
の
行
為
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
思
ひ
出
」

と
「
魚
服
記
」
と
が
、
性
に
関
す
る
欲
望
の
あ
り
か
た
に
共
振
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
構
図
に
あ
る
「
破
戒
」
が
よ
り
明
確
に
浮
か
び

あ
が
る
。
こ
こ
で
は
仏
教
的
な
「
道
徳
」
か
ら
の
「
破
戒
」
を
、
作
品
の
主
旋
律
と
呼
ぶ
。
こ
う
し
た
作
品
内
の
幾
つ
か
の
出
来
事
に
対
し
て
、
そ

れ
ら
が
「
破
戒
」
で
あ
り
、こ
こ
に
は
そ
の
「
破
戒
」
の
連
鎖
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
で
、「
魚
服
記
」
全
体
に
そ
れ
が
テ
ー
マ
と
し
て
拡
が
っ

て
い
る
と
読
む
。
繰
り
返
す
と
「
魚
服
記
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
は
、
常
民
文
化
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
か
で
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
さ
れ
な
が
ら
、「
思

ひ
出
」
の
仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
照
ら
し
出
す
「
破
戒
」
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
山
村
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
な
世
界
を
背
景
に
、「
魚
服
記
」

の
主
旋
律
と
し
て
の
、「
破
戒
」
を
め
ぐ
る
仏
教
説
話
的
な
世
界
が
姿
を
現
す
こ
と
に
な
っ
た12

。

四　
「
魚
服
記
」
の
「
語
り
手
」

『
晩
年
』
所
収
作
品
相
互
で
共
振
さ
せ
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
の
は
、「
葉
」
と
「
魚
服
記
」
で
顕
在
化
す
る
家
族
共
同
体
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ

ム
で
あ
り
、「
思
ひ
出
」
と
「
魚
服
記
」
で
顕
在
化
す
る
仏
教
的
な
「
道
徳
」
律
と
そ
れ
が
照
ら
し
出
す
「
破
戒
」
と
い
う
具
体
的
な
出
来
事
だ
っ

た
。
前
者
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
し
て
常
民
文
化
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
結
び
つ
き
、
後
者
は
、
共
同
体
の
仏
教
的
な
「
道
徳
」
律
に
抵
触
し
た
「
破

戒
」
と
結
び
つ
い
た
。
そ
し
て
、「
魚
服
記
」
は
、
後
者
の
「
破
戒
」
の
連
鎖
が
内
包
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
読
む
と
、
仏
教
的
な
説
話

世
界
を
持
つ
作
品
と
な
る
と
考
え
て
き
た
。

で
は
、「
破
戒
」
に
相
当
す
る
出
来
事
が
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
「
語
り
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
。
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こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、「
魚
服
記
」
の
「
語
り
手
」
と
そ
の
「
語
り
」
の
機
能
を
次
に
検
討
し
た
い
と
思
う
。

「
語
り
手
」
や
「
語
り
」
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
、
近
代
小
説
の
物
語
構
造
を
分
析
す
る
ス
タ
イ
ル
が
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
研
究

者
の
間
で
流
行
す
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
鶴
谷
憲
三
の
「『
魚
服
記
』
の
語
り13

」
も
初
出
誌
の
発
行
を
確
認
す
る
と
、
こ
う
し
た
ブ
ー
ム
の
中
の

論
考
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
鶴
谷
の
「『
魚
服
記
』
の
語
り
」
論
で
は
、「『
魚
服
記
』
の
〈
語
り
〉
は
、
潜
在
的
な
語
り
、
顕
在

化
さ
れ
た
語
り
、作
中
人
物
に
反
映
さ
れ
た
語
り
の
三
層
が
あ
る
」
と
し
、「
三
層
の
い
ず
れ
か
に
比
重
が
か
か
っ
て
い
る
言
説
」
と
結
ぶ
。
そ
し
て
、

Ｆ
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
『
物
語
の
構
造
〈
語
り
〉
の
理
論
と
テ
ク
ス
ト
分
析14

』
を
援
用
し
て
、
そ
の
論
拠
を
示
し
て
い
た
。
以
下
、
孫
引
き
に
な
っ

て
し
ま
う
が
、
鶴
谷
の
論
を
理
解
す
る
た
め
の
引
用
な
の
で
、
こ
の
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
鶴
谷
は
「
語
り
」
の
「
三
層
」
と
し
て
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
「
語
り
手
」
の
「
語
り
」
が
①
「
作
中
人
物
に
反
映
す
る
物
語
状
況
」、

②
「
局
外
の
〈
全
知
〉
の
語
り
手
に
よ
る
物
語
状
況
」、語
り
手
と
重
な
る
③
「〈
私
〉
の
語
る
物
語
状
況
」
と
の
「
三
層
の
大
別
」
を
取
り
上
げ
て
、

『
魚
服
記
』
の
「
語
り
」
の
有
り
方
に
そ
れ
ら
を
重
ね
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
世
界
の
「
成
立
」
を
指
摘
す
る15

。

こ
の
鶴
谷
の
『
魚
服
記
』
論
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
、
拙
論
『
羅
生
門
』
論16

で
、
そ
の
「
語
り
手
」
の
有
り
様
を
、
登
場
人
物
か
ら
の
視
線
と
重
な
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
全
知
か
ら
の
視
線
と
も
な
る
、
い
わ
ば
自
在
な
存
在
と
指
摘
し
た
。
そ
の
た
め
に
重
層
的
な
物
語
空
間
が
生
ま
れ
た
と
し
た
の
で

あ
る
。
鶴
谷
の
論
の
「
三
層
」
の
「
語
り
」
を
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
概
念
を
使
い
明
確
に
区
別
し
た
複
層
的
な
物
語
空
間
と
す
る
な
ら
ば
、こ
の
『
羅

生
門
』
論
で
は
、
自
在
な
「
語
り
手
」
に
よ
る
重
層
的
な
物
語
空
間
が
生
ま
れ
て
い
る
と
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
で
は

「
語
り
手
」
の
位
置
に
関
心
を
示
し
た
の
で
は
な
く
、
何
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
そ
の
「
語
り
手
」
の
働
き
に
関
心
を
向
け
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
考
え
は
い
ま
も
基
本
的
に
は
変
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
語
り
手
」
の
機
能
が
、
こ
の
「
魚
服
記
」
の
「
語
り
手
」
の
機
能
に
も
重

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

鶴
谷
が
丁
寧
に
分
類
し
た
こ
の
『
魚
服
記
』
の
「
三
層
」
の
「
語
り
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
破
戒
」
と
い
う
共
通
し
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
審
級

に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
物
語
相
互
で
共
振
す
る
こ
と
で
、
そ
こ



論
文
　
太
宰
治
「
魚
服
記
」
論
　
︱
︱
「
道
徳
」
律
と
ス
ワ
の
成
長

二
九

に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
照
ら
し
出
す
「
破
戒
」
と
い
う
審
級
で
の
統
合
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
説
を
繰
り
返
す
な

ら
ば
、
自
在
な
「
語
り
手
」
に
よ
る
重
層
的
な
物
語
空
間
が
、
共
有
す
る
「
破
戒
」
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
重
要
な
の

は
、
こ
う
し
た
「
語
り
手
」
の
機
能
に
対
す
る
仮
説
的
な
指
摘
に
よ
っ
て
小
説
の
何
が
理
解
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。

で
は
、こ
こ
で
指
摘
す
る
、「
語
り
手
」の
視
点
が
自
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
再
度
確
認
し
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、「
語

り
」
の
「
視
点
」
が
、そ
の
「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「
作
者
」
や
「
作
家
」
と
も
、ま
た
そ
の
「
語
り
手
」
の
「
視
点
」
が
「
全
知
の
視
点
」

あ
る
い
は
「
登
場
人
物
の
視
点
」
と
も
重
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
に
、「
語
り
手
」
の
属
性
と
し
て
の
「
視
点
」
の
意
味
付

け
を
固
定
化
す
る
こ
と
は
で
き
に
く
い
。
つ
ま
り
、「
葉
」
の
よ
う
に
複
数
の
作
品
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
て
、
テ
ー
マ
も
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
い

る
よ
う
な
、い
わ
ば
コ
ラ
ー
ジ
ュ
作
品
で
は
、多
種
の
「
語
り
手
」
の
固
定
化
さ
れ
た
複
数
の
「
視
点
」
に
よ
る
複
層
性
が
指
摘
で
き
る
。「
エ
ピ
ソ
ー

ド
」
が
完
全
に
独
立
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、「
魚
服
記
」
の
よ
う
に
各
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
が
共
時
的
か
つ
相
互
的
な
全
体
性
を
持
ち
な
が
ら
、

仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
照
ら
し
出
し
た
「
破
戒
」
の
実
態
の
有
様
が
そ
こ
で
は
違
う
だ
け
な
の
で
、「
語
り
手
」
の
「
視
点
」
は
複
層
性
を
持
た
な
い
。

こ
の
場
合
、
可
変
性
を
持
つ
自
在
な
「
視
点
」
の
「
語
り
手
」
と
考
え
、「
語
り
手
」
の
複
層
性
と
は
区
別
し
て
、
そ
れ
を
重
層
性
と
し
た
。

五　
「
魚
服
記
」
の
主
旋
律
と
出
来
事
／
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
が
意
味
す
る
も
の

作
品
に
取
り
込
ま
れ
た
仏
教
的
な
「
道
徳
」
と
い
う
価
値
観
、
つ
ま
り
物
語
世
界
に
組
み
込
ま
れ
た
「
道
徳
」
律
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
欲

望
を
糾
弾
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
具
体
的
な
欲
望
が
含
ま
れ
て
い
る
「
魚
服
記
」
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
相
馬
正
一
が
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し

て
区
分
指
摘
し
た
「
魚
服
記
」
の
プ
ロ
ッ
ト
を
使
う
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
よ
う
と
思
う
。

相
馬
論
は
、「
都
会
の
学
生
の
死
と
こ
の
大
蛇
へ
の
変
身
と
が
伏
線
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
」、「
一
章
か
ら
四
章
ま
で
が
内
容
的
に
も
構
成
的

に
も
判
然
と
し
た
起
承
転
結
の
型17

」
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
理
解
で
、こ
の
「
魚
服
記
」
の
物
語
構
造
を
捉
え
て
い
た
。「
色
の
白
い
都
の
学
生
」
が
「
滝

で
死
ん
だ
」
こ
と
を
第
一
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」、
三
郎
と
八
郎
の
生
き
別
れ
と
い
う
の
を
第
二
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」、
ス
ワ
と
父
親
と
の
近
親
相
姦
が
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第
三
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
結
末
部
に
も
う
ひ
と
つ
ス
ワ
の
変
身
譚
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
は
、

第
三
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
結
末
部
に
関
す
る
解
読
が
「『
魚
服
記
』
論
」
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い18

。
そ
の
こ

と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、「
魚
服
記
」
で
の
出
来
事
を
、
相
馬
論
に
従
い
、
三
つ
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
に
分
け
て
検
討
す
る
。

「
魚
服
記
」
の
第
一
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
は
「
色
の
白
い
都
の
学
生
」
が
「
滝
で
死
ん
だ
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
都
」
と
対
比
さ
れ
る
ス

ワ
が
生
活
し
て
い
る
山
奥
に
、
ま
た
山
奥
が
そ
の
ま
ま
ス
ワ
の
世
界
で
も
あ
る
よ
う
な
空
間
に
、「
し
ば
し
ば
訪
れ
る
」
侵
入
者
の
ひ
と
り
と
し
て

の
「
学
生
」
が
登
場
し
た
の
だ
。
し
か
し
、
二
人
は
知
り
合
う
こ
と
も
な
く
、
そ
し
て
「
都
の
学
生
」
は
「
滝
で
死
ん
だ
」。

　

こ
と
し
の
夏
の
終
り
ご
ろ
、
此
の
滝
で
死
ん
だ
人
が
あ
る
。
故
意
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、
ま
つ
た
く
の
過
失
か
ら
で
あ
つ
た
。
植
物

の
採
集
を
し
に
こ
の
滝
へ
来
た
色
の
白
い
都
の
学
生
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
は
珍
ら
し
い
羊
歯
類
が
多
く
て
、
そ
ん
な
採
集
家
が
し
ば
し
ば
訪

れ
る
の
だ
。 

（「
魚
服
記
」
一)

こ
こ
で
は
「
過
失
か
ら
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
後
で
ス
ワ
に
よ
っ
て
登
場
人
物
と
し
て
の
「
都
の
学
生
」
像
が
語
ら
れ
て
い
く
。

そ
し
て
、
物
語
ら
れ
た
箇
所
は
、
さ
ら
に
ス
ワ
の
異
性
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
の
萌
芽
と
い
う
前
半
と
、「
都
の
学
生
」
の
植
物
採
集
で
の
不
慮
の
死

の
後
半
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
前
半
は
、
物
語
全
体
の
伏
線
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
十
五
才
の
ス
ワ
の
秋
の
終
わ
り
に
は
、「
都

の
学
生
」
を
「
た
つ
た
一
人
の
と
も
だ
ち
の
こ
と
を
追
想
」（
三
）
し
な
が
ら
、父
親
の
帰
り
を
待
つ
場
面
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
た
。「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」

と
し
て
は
、
こ
の
「
都
の
学
生
」
の
死
が
、
続
く
第
二
、
第
三
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
並
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
都
の
学
生
」
が
な
ぜ
死
な
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
、
第
二
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
比
較
す
る
と
、「
都
の
学
生
」
は
、「
珍
し
い
羊
歯
類
」
へ
向
け
た
「
物
欲
」
か
ら
の

「
過
失
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
は
、
三
郎
と
八
郎
の
生
き
別
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
貪
り
」
へ
の
戒

め
が
、
兄
弟
の
生
き
別
れ
を
呼
び
起
こ
す
。
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む
か
し
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
い
つ
か
父
親
が
ス
ワ
を
抱
い
て
炭
窯
の
番
を
し
な
が
ら
語
つ
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
三
郎

と
八
郎
と
い
ふ
き
こ
り
の
兄
弟
が
あ
つ
て
、
弟
の
八
郎
が
或
る
日
、
谷
川
で
や
ま
べ
と
い
ふ
さ
か
な
を
取
つ
て
家
へ
持
つ
て
来
た
が
、
兄
の
三
郎

が
ま
だ
山
か
ら
か
へ
ら
ぬ
う
ち
に
、
其
の
さ
か
な
を
ま
づ
一
匹
焼
い
て
た
べ
た
。
食
つ
て
み
る
と
お
い
し
か
つ
た
。
二
匹
三
匹
と
た
べ
て
も
や
め

ら
れ
な
い
で
、
た
う
た
う
み
ん
な
食
つ
て
し
ま
っ
た
。（
・
・
・
略
・
・
・
）
三
郎
が
あ
と
か
ら
か
け
つ
け
た
時
に
は
、
八
郎
は
お
そ
ろ
し
い
大

蛇
に
な
つ
て
川
を
泳
い
で
ゐ
た
。
八
郎
や
あ
、
と
呼
ぶ
と
、
川
の
中
か
ら
大
蛇
が
涙
を
こ
ぼ
し
て
、
三
郎
や
あ
、
と
こ
た
へ
た
。
兄
は
堤
の
上
か

ら
弟
は
川
の
中
か
ら
、
八
郎
や
あ
、
三
郎
や
あ
、
と
泣
き
泣
き
呼
び
合
つ
た
け
れ
ど
、
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。 

 

（「
魚
服
記
」
二
）

弟
の
八
郎
は
、「
や
ま
べ
と
い
ふ
魚
」の
お
い
し
さ
の
あ
ま
り
、食
べ
る
の
を「
や
め
ら
れ
な
」く
な
り
、つ
い
に
は
、そ
の
罰
な
の
か
、八
郎
は「
大
蛇
」

に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ス
ワ
が
変
身
す
る
結
末
部
の
形
を
先
取
り
す
る
箇
所
で
も
あ
る
。
八
郎
は
、
抑
制
が
効
か
な
く
な
っ
た
自

ら
の
食
欲
の
た
め
に
処
罰
さ
れ
る
。
こ
の
第
二
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
が
抑
え
き
れ
な
い
「
貪
り
」
な
ら
ば
、
こ
の
第
一
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
は
植
物

を
採
集
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
抑
え
き
れ
な
い
「
物
欲
」
が
根
底
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
第
一

の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
も
、
第
二
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
も
、
抑
え
き
れ
な
い
欲
望
に
対
す
る
処
罰
が
描
か
れ
て
い
た
。
第
三
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
は
、

引
用
す
る
ま
で
も
な
く
場
面
と
し
て
は
ス
ワ
と
父
親
と
の
近
親
相
姦
で
あ
り
、
そ
こ
に
や
は
り
父
親
の
抑
え
き
れ
な
い
性
へ
の
欲
望
に
対
す
る
「
道

徳
」
律
か
ら
の
批
判
が
含
ま
れ
て
い
た
。

「
魚
服
記
」
に
お
け
る
仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
反
映
し
た
物
語
世
界
が
、
ぼ
ん
じ
ゅ
（
梵
珠
）
を
始
め
と
し
て
、
こ
こ
に
仏
教
の
「
絵
解
き
」
的 

な
「
道
徳
」
律
の
世
界
が
重
ね
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
出
来
事
を
仏
教
的
な
「
道
徳
」
か
ら
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
本
編
で

は
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
相
馬
が
指
摘
す
る
第
一
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
は
「
都
の
学
生
」
の
「
盗
み
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
死
を
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招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
第
二
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
は
八
郎
の
「
貪
り
」
で
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
離
別
を
招
く
。
そ
し
て
、
第
三
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」

は
ス
ワ
の
父
親
の
「
色
欲
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
離
別
を
招
い
た
。
こ
れ
ら
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
主
旋
律
と
し
て
の

仏
教
的
な
「
道
徳
」
と
そ
こ
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
た
「
破
戒
」
の
様
相
な
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
三
つ
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
結
末
部
ス
ワ
の
変
身
譚
に
は
、「
語
り
手
」
の
自
在
な
視
点
を
必
要
と
し
た
。
都

会
か
ら
の
青
年
を
憧
れ
の
よ
う
に
眺
め
る
視
線
を
語
り
だ
す
視
点
と
、
父
親
に
対
す
る
親
和
感
と
性
暴
力
に
対
す
る
怒
り
を
併
せ
持
つ
よ
う
な
ス
ワ

へ
の
視
点
と
、
ス
ワ
の
変
身
譚
を
語
る
視
点
と
は
、
そ
の
可
視
範
囲
や
価
値
観
を
同
一
に
す
る
こ
と
は
で
き
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
個
々
の

審
級
の
異
な
る
「
語
り
手
」
と
す
る
よ
り
は
、「
語
り
手
」
の
視
点
の
自
在
さ
が
さ
ら
に
メ
タ
レ
ベ
ル
の
審
級
で
の
「
破
戒
」
を
語
っ
て
い
る
こ
と19

、

そ
れ
に
伴
う
文
体
の
闊
達
さ
が
、
こ
の
小
説
と
し
て
の
、
ま
た
そ
の
「
語
り
」
そ
の
も
の
の
魅
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
仏
教
的
な
「
道
徳
」
律
に
触
れ
た
「
破
戒
」
と
は
別
に
、
常
民
文
化
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
支
え
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
確
認
し
た
い
と
思
う
。
第
一
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
で
物
語
全
体
の
伏
線
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
と
先
に

指
摘
し
た
、「
都
の
学
生
」
の
死
は
、
そ
れ
を
ス
ワ
の
憧
れ
と
読
み
替
え
る
な
ら
ば
、
や
が
て
彼
女
の
成
長
に
含
ま
れ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
結
び

つ
く
。
第
二
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
の
父
親
か
ら
の
話
を
聞
き
な
が
ら
父
親
の
指
を
彼
女
が
口
に
入
れ
る
こ
と
も
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
絵
柄

で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
照
ら
し
出
す
「
破
戒
」
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
で
も
、

ス
ワ
は
被
害
者
で
あ
り
、
少
女
の
成
長
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
ス
ワ
が
十
三
才
の
時
に
茶
屋
が
開
か
れ
、
十
五
才
の
夏
の
終
わ
り

に
「
瀧
で
死
ん
だ
」「
学
生
」
が
「
水
底
へ
引
き
ず
り
こ
ま
れ
た
」（
一
）
を
見
た
。
そ
の
夏
の
終
わ
り
か
ら
、
ス
ワ
に
は
大
き
な
成
長
の
き
ざ
し
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
郎
と
八
郎
の
物
語
を
父
親
か
ら
聞
い
た
時
を
「
追
想
」（
二
）
し
、
そ
の
父
親
へ
「
お
め
え
、
な
に
し
に
生
き
で
る

ば
」（
二
）
と
い
う
問
い
か
け
や
、「
め
ず
ら
し
く
髪
を
ゆ
」
う
夕
べ
の
光
景
も
置
か
れ
る
。
も
ち
ん
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
た
つ
た
一
人
の

と
も
だ
ち
の
こ
と
を
追
想
」（
三
）
す
る
。
た
だ
、こ
れ
ら
を
統
合
す
る
と
、ス
ワ
の
成
長
が
準
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
、そ
し
て
そ
の
ス
ワ
の
生
長
が
、

常
民
文
化
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
か
で
物
語
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
結
果
か
ら
辿
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
近
親
相
姦
と
い
う
タ
ブ
ー
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に
向
か
う
こ
と
の
準
備
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、大
人
へ
の
成
長
が
ス
ワ
の
自
滅
と
い
う
事
態
を
招
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る20

。
そ
の
結
果
、

他
人
と
の
別
れ
、
兄
弟
の
別
れ
、
そ
し
て
最
も
絆
が
強
い
父
娘
の
別
れ
が
、「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
並
ん
で
い
た
。
自
在
な
「
語
り
手
」
に
よ
っ

て
、
読
み
手
は
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
に
お
け
る
「
破
戒
」
と
常
民
文
化
の
リ
ア
ル
の
区
分
を
あ
い
ま
い
に
受
け
取
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
二
つ
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
道
徳
」
律
が
触
れ
る
も
の
と
、
触
れ
な
い
も
の
に
分
け
な
け
れ
ば
、
こ
の
物
語
世
界
の

構
造
は
手
に
入
ら
な
い
の
で
あ
る
。

重
ね
ら
れ
た
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
そ
こ
に
示
さ
れ
た
行
為
へ
の
仏
教
的
な
「
道
徳
」
か
ら
の
戒
め
を
ス
ワ
の
成
長
を
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
入
水

の
意
味
は
そ
の
戒
め
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
る
ス
ワ
の
自
己
処
罰
と
な
る
。「
色
の
白
い
都
の
学
生
」
も
、
三
郎
と
八
郎
も
、
そ
し
て
ス
ワ
の
父
親
も
、

戒
め
を
破
っ
た
こ
と
で
、
別
れ
が
待
ち
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
こ
に
は
仏
教
説
話
的
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
。
し

か
し
、こ
の
「
魚
服
記
」
は
近
親
相
姦
と
い
う
「
破
戒
」
に
陥
っ
た
ス
ワ
の
自
己
処
罰
を
前
景
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、第
一
の
「
エ

ピ
ソ
ー
ド
」
の
「
色
の
白
い
都
の
学
生
」
へ
の
思
慕
、
第
二
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
の
父
親
の
指
、
そ
し
て
第
三
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
の
女
性
的
な
身

づ
く
ろ
い
と
、
閉
じ
ら
れ
た
世
界
に
い
る
ス
ワ
の
生
長
が
、
父
親
と
の
関
係
を
い
わ
ば
極
限
状
況
に
結
び
つ
け
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、

「
色
欲
」「
盗
み
」「
貪
り
」「
財
欲
」「
名
誉
欲
」
な
ど
の
「
破
戒
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
戒
と
結
び
つ
く
仏
教
的
な
「
道
徳
」
に
反
す
る
出
来
事
が
並

ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ワ
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
不
可
避
で
あ
っ
た
近
親
相
姦
と
い
う
「
破
戒
」
に
対
す
る
自
己
処
罰

で
は
な
く
、出
口
の
な
い
成
長
に
向
う
ス
ワ
の
自
己
否
定
あ
る
い
は
父
親
に
対
す
る
拒
絶
と
し
て
の
入
水
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
ス
ワ
に
は「
破

戒
」
と
い
う
意
語
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六　

結
び

「
魚
服
記
」
各
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
に
は
、
主
旋
律
で
あ
る
仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
照
ら
し
出
す
「
破
戒
」
の
諸
相
が
広
が
っ
て
い
た
。
こ
の
作
品

を
そ
う
し
た
価
値
世
界
で
の
物
語
だ
と
す
る
な
ら
ば
、仏
教
説
話
的
な
物
語
と
し
て
の
「
魚
服
記
」
が
こ
こ
に
姿
を
現
す
。
そ
し
て
、仏
教
的
な
「
道
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徳
」
律
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
た
「
破
戒
」
の
様
相
は
、
倫
理
や
道
徳
か
ら
糾
弾
さ
れ
る
現
実
（
学
生
の
死)

・
伝
説
（
八
郎
の
大
蛇
へ
の
変
身)

・
逸

脱
（
ス
ワ
の
父
親
の
性
暴
力)

と
い
っ
た
出
来
事
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
魚
服
記
」
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
姿
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

ス
ワ
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
含
み
持
っ
た
成
長
の
物
語
で
あ
る
。
現
実
の
村
落
共
同
体
や
常
民
文
化
の
背
後
に
も
、
仏
教
的
な
「
道
徳
」
に
縛
ら
れ

な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を
繰
り
返
す
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
容
易
い
。
し
か
し
、
ス
ワ
の
成
長
は
「
道
徳
」
律
と
は
ほ

ぼ
関
係
の
な
い
世
界
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
二
つ
の
物
語
は
、
共
に
村
落
共
同
体
や
常
民
文
化
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
も
重
な
り
な
が
ら
、
こ
の

作
品
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
二
つ
の
物
語
は
、
強
弱
は
あ
る
も
の
の
、
お
互
い
絡
ま
り
あ
い
な
が
ら
、
そ
の
併
存
を
可
能
に
す
る
、
い
わ
ば
自
在
な
「
語
り
手
」
が
語
る

の
で
あ
る
。
主
旋
律
と
す
る
仏
教
的
な
「
道
徳
」
が
照
ら
す
物
語
に
比
べ
る
と
、
物
語
の
一
方
で
あ
る
ス
ワ
の
成
長
に
つ
い
て
は
、
語
ら
れ
た
こ
と

が
全
て
で
は
な
い
と
い
う
「
語
り
」
の
方
法
が
働
き
、
私
た
ち
「
読
者
」
が
受
容
す
る
情
報
は
信
頼
し
に
く
い
も
の
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
ス
ワ

の
成
長
の
物
語
は
、
や
や
も
す
れ
ば
仏
教
的
な
「
道
徳
」
に
よ
る
説
話
的
な
世
界
の
影
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
強
弱
と
は
こ
う
し
た
作
品

内
部
の
構
図
の
こ
と
で
あ
る
。

父
親
の
性
暴
力
か
ら
逃
れ
て
、
ス
ワ
は
滝
に
向
か
っ
た
。
滝
に
向
か
う
こ
と
で
救
わ
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
た
だ
、
八
郎
と
同
じ
よ
う
に
、
肉

親
と
の
別
れ
の
悲
し
み
が
あ
る
だ
け
だ
。
し
か
し
、
ス
ワ
は
大
蛇
に
は
変
身
し
な
い
。「
道
徳
」
律
に
よ
っ
て
糾
弾
さ
れ
る
の
は
父
親
だ
か
ら
だ
。

自
在
な
「
語
り
手
」
は
、
説
話
的
な
空
間
か
ら
、
村
落
共
同
体
や
常
民
文
化
の
空
間
へ
と
ス
ワ
を
救
い
出
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
は
ス
ワ
を
自
死
に
向

か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ス
ワ
の
成
長
は
、
身
体
の
そ
れ
の
み
が
別
の
意
味
に
変
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
ワ
の
父
親
の
「
破
戒
」

に
は
、被
害
者
と
し
て
ス
ワ
の
悲
劇
が
横
た
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
ス
ワ
は
大
蛇
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、「
語
り
手
」
の
視
点
は
、

仏
教
的
な
「
道
徳
」
律
の
説
話
的
な
世
界
か
ら
、
村
落
共
同
体
や
常
民
文
化
に
い
る
ス
ワ
を
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
世
界
に
移
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
、
実
質
は
自
死
を
意
味
す
る
ス
ワ
の
鮒
へ
の
変
身
譚
で
あ
る
。
ス
ワ
は
三
郎
と
八
郎
の
世
界
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
現

実
世
界
で
の
ス
ワ
が
消
え
て
も
、
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
世
界
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
心
は
さ
ら
に
成
長
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
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り
、「
き
こ
り
の
兄
弟
」
の
よ
う
に
別
れ
を
受
け
入
れ
ず
、
鮒
と
し
て
青
年
を
探
し
に
滝
壺
へ
も
ぐ
る
の
で
あ
っ
た
。

補
注　

太
宰
治
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、『
晩
年
』初
版（
砂
子
屋
書
房　

一
九
三
六
年
六
月
）の
復
刻
版（
日
本
近
代
文
学
館　

一
九
八
〇
年
五
月
）

を
使
用
し
た
。
た
だ
し
、
漢
字
は
新
字
に
改
め
た
。

注１　

 

太
宰
治
『
魚
服
記
に
就
い
て
』（「
海
豹
通
信
」
一
九
三
三
年
三
月
）

２　

 

上
田
秋
成
『
雨
月
物
語
』（
安
永
五
年
四
月)

所
収

３　

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
自
作
自
解
に
よ
る
物
語
解
読
ラ
イ
ン
は
、
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
読
を
支
え
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
ス
ワ
を
作
者
と
重
ね
て
よ

い
の
か
と
い
う
問
い
か
け
で
、
そ
の
物
語
解
読
ラ
イ
ン
は
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
あ
え
て
当
た
り
前
の
こ
と
を
書
く
な
ら
ば
、
作
家
の
意
図
し
た
も
の
が
必
ず
し
も
こ
こ
に
表
現
で

き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
た
だ
、こ
の
こ
と
を
前
置
き
の
よ
う
に
先
ず
記
し
て
か
ら
、「
魚
服
記
」
の
物
語
世
界
そ
し
て
ス
ワ
の
変
身
譚
の
解
読
に
向
か
う
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
は
、「
読
者
」

で
あ
る
私
た
ち
の
前
に
生
成
す
る
多
様
な
「
魚
服
記
」
の
物
語
世
界
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
も
、
こ
の
自
作
自
解
を
ベ
ー
ス
に
し
た
作
家
論
的
な
解
読
の
範
囲
を
、
ま
ず
こ
こ
で
確
認
し
て
置
き
た
か
っ

た
の
で
あ
る
。

４　

青
森
市
と
五
所
河
原
市
を
跨
ぐ
山

５　

相
馬
正
一
『
評
伝　

太
宰
治　

第
二
部
』（
筑
摩
書
房　

一
九
八
三
年
七
月
）
で
、
馬
神
山
の
こ
と
と
指
摘
。

６　

 

野
口
尚
志
は
、
山
脈
名
が
ア
イ
ヌ
語
由
来
で
あ
る
こ
と
と
指
摘
し
、
そ
の
響
き
を
残
し
た
も
の
と
す
る
。（
野
口
尚
志
「
太
宰
治
『
魚
服
記
』
論
―
―
「
ぼ
ん
じ
ゅ
山
脈
」
と
少
女
」「
青
山
語
文
」

三
三
号　

青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会　

二
〇
〇
三
年
三
月
）

７　
『
山
の
人
生
』（
郷
土
研
究
社　

一
九
二
五
年
十
一
月)

８　

相
馬
正
一
「
変
身
譚
『
魚
服
記
』
と
柳
田
国
男
『
山
の
人
生
』」（『
太
宰
治
研
究
』
一
七　

和
泉
書
院　

二
〇
〇
九
年
六
月)

９　

 

青
山
京
子
「
太
宰
治
『
魚
服
記
』
論　

―
―
『
山
の
人
生
』
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
―
―
」（「
佛
教
大
學
大
學
院
紀
要
」
三
二 　

佛
教
大
学　

二
〇
〇
四
年
三
月
）
は
、「
詳
細
に
比
較
す
る
事
に
よ
り
、

「
魚
服
記
」
の
作
品
世
界
を
明
確
に
し
て
い
」
く
と
い
う
視
点
で
、「『
魚
服
記
』
は
『
山
の
人
生
』
の
種
々
の
叙
述
を
踏
ま
え
、〈
閉
塞
〉
さ
れ
た
〈
山
間
〉
に
住
む
少
女
の
〈
悲
劇
〉、
運
命
の
苛
酷
さ

を
描
い
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

10　

 

こ
の
『
雛
』
の
「
語
り
」
は
、「
哀
蚊
」
の
「
語
り
」
と
の
近
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
雛
』
の
「
わ
た
し
」
は
、
兄
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
な
い
妹
の
「
語
り
」
は
、
そ
の
兄
の
配
慮
や

悲
し
み
を
間
接
的
に
読
み
手
に
示
し
て
い
る
。

11　

 

相
馬
正
一
は
、こ
こ
で
い
う
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
場
面
に
応
じ
て「
近
親
相
姦
の
モ
チ
ー
フ
」と
し
、そ
の
こ
と
を
太
宰
治
の
関
心
に
あ
る「
近
親
相
姦
の
要
素
」と
し
て
指
摘
し
、「『
無
間
奈
落
』で
提
起
し
、

『
思
ひ
出
』
で
潜
在
化
さ
せ
て
い
た
近
親
相
姦
の
モ
チ
ー
フ
を
、作
者
の
生
活
経
験
か
ら
突
き
離
し
た
形
（
客
観
小
説
の
形
式
）
で
主
題
化
さ
せ
た
の
が
『
魚
服
記
』
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」

（『
評
伝　

太
宰
治　

第
二
部
』
筑
摩
書
房　

一
九
八
三
年
七
月　

注
4
に
同
じ)

と
す
る
。
具
体
的
な
場
面
の
意
味
と
し
て
は
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
。

12　

 

安
藤
宏
は
、「
魚
服
記
」
を
、「
ス
ワ
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
ス
ワ
が
〝
物
語
〟
を
は
ぐ
く
ん
で
い
く
物
語
で
も
あ
る
、
と
い
う
二
重
性
」
を
指
摘
し
、「
ス
ワ
の
〝
物
語
〟」
の
「
展
開
」
と
「
現

実
の
前
に
挫
折
い
く
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
」
と
す
る
。
私
が
言
う
「
ス
ワ
の
成
長
」
が
「
物
語
ら
れ
た
」
と
し
た
の
は
、
こ
の
「
ス
ワ
が
〝
物
語
〟
を
は
ぐ
く
ん
で
い
く
物
語
」
と
い
う
面

と
重
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
言
葉
で
は
、
大
人
に
な
っ
て
い
く
ス
ワ
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
的
な
「
道
徳
」
を
、
い
わ
ば
常
民
文
化
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
吸
収
し
て
物
語
化

し
た
面
で
は
、
同
じ
く
安
藤
が
指
摘
す
る
「
ス
ワ
に
は
最
終
的
な
終
焉
と
し
て
、『
死
』
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
指
摘
と
結
び
つ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。（
安
藤
宏
『
太
宰
治
論
』
東
京

大
学
出
版
会　

二
〇
二
一
年
十
二
月
）
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︱
︱
「
道
徳
」
律
と
ス
ワ
の
成
長

三
六

13　

 

鶴
谷
憲
三
『「
魚
服
記
」
の
〈
語
り
〉』『
太
宰
治
論
―
―
充
溢
と
欠
如
』（
有
精
堂　

一
九
九
五
年
八
月
）

14　
 

前
田
彰
一
訳　

岩
波
書
店　

一
九
八
九
年
一
月

15　
 

も
う
少
し
丁
寧
に
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
鶴
谷
は
『
魚
服
記
』
の
冒
頭
を
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
②
「
局
外
の
〈
全
知
〉
の
語
り
手
に
よ
る
物
語
状
況
」（
鶴
谷
は
「
潜
在
的
な
語
り
」
と
言

い
換
え
て
い
る
）
と
重
ね
る
。
そ
し
て
、
次
に
結
末
部
で
の
ス
ワ
が
「
滝
壺
に
身
を
投
じ
、
大
蛇
に
な
っ
た
」
場
面
を
取
り
上
げ
て
、「
小
さ
な
鮒
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
以
下
を
、「
語
り
手
の
存
在

が
明
白
に
徴
表
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
③
「〈
私
〉
の
語
る
物
語
状
況
」（
鶴
谷
は
「
顕
在
化
さ
れ
た
語
り
」
と
言
い
換
え
て
い
る
）
と
重
ね
た
。
そ
し
て
、同
じ
く
結
末
部
で
の
「
大

蛇! 
大
蛇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
」
を
、「
主
人
公
ス
ワ
の
意
識
に
ち
が
い
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
し
て
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
①
「
作
中
人
物
に
反
映
す
る
物
語
状
況
」
に
重
ね
る
の
だ
。

そ
し
て
、「『
魚
服
記
』
の
〈
語
り
〉
は
、
潜
在
的
な
語
り
、
顕
在
化
さ
れ
た
語
り
、
作
中
人
物
に
反
映
さ
れ
た
語
り
の
三
層
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
が
成
立
し
て
い
る
」（
注
12
の
「
魚

服
記
」
の
〈
語
り
〉p.91

）
と
す
る
の
で
あ
る
。

16　

 

江
藤
茂
博
『
日
本
文
学
』
一
月
号
（
日
本
文
学
協
会　
一
九
九
四
年
一
月
）、
後
に
『
映
像
批
評
の
方
法
』（
彩
流
社　

一
九
九
六
年
十
二
月
）
に
一
部
修
正
し
て
所
収
。
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注
5
に
同
じ
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こ
れ
ま
で
は
、
第
三
の
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
結
末
部
に
関
す
る
解
読
が
「
魚
服
記
」
論
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
作
家
論
的
な
言
説
が
研
究
の
中
心
だ
っ
た
時
代
に
、
鳥
居

邦
朗
は
「
地
上
的
な
も
の
へ
の
反
抗
の
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
、
地
上
的
な
汚
れ
か
ら
の
解
放
が
水
の
イ
メ
ー
ジ
の
主
要
な
意
味
」
だ
と
し
て
、「
ス
ワ
の
滝
に
ひ
か
れ
る
心
の
背
後
に
は
、
思
春
期
的

な
心
理
と
し
て
の
地
上
的
な
も
の
へ
の
嫌
悪
が
あ
る
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
、「
地
上
的
な
汚
れ
そ
の
も
の
を
丹
念
に
書
こ
う
と
い
う
意
図
は
な
か
っ
た
」
太
宰
治
に
は
、「
ひ
た
す
ら
水
中
の
イ
メ
ー

ジ
だ
け
が
追
及
さ
れ
」、
こ
の
「
現
実
乖
離
」
の
た
め
に
、「
あ
る
の
は
た
だ
『
や
た
ら
む
し
や
う
に
す
つ
き
り
し
た
』
と
い
う
自
己
解
放
の
快
感
だ
け
」（
鳥
居
邦
朗
「
魚
服
記
」
―
―
水
の
モ
チ
ー
フ

『
太
宰
治
論　

作
品
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
一
九
八
二
年
九
月　

雁
書
房
）
と
読
む
。
そ
の
後
、
こ
の
論
が
多
く
引
用
さ
れ
て
『
魚
服
記
』
の
基
本
的
な
読
み
方
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
も
自

己
処
罰
と
し
て
の
ス
ワ
の
入
水
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
地
上
的
な
も
の
か
ら
の
解
放
」
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

19　

 「
魚
服
記
」
の
「
三
」
を
し
ば
ら
く
読
む
と
、
ス
ワ
を
「
私
」
に
置
き
換
え
て
も
場
面
の
意
味
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
箇
所
に
な
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
た
と
え
ば
「
父
親
を
待
ち
わ
び
」
る
ス
ワ
に
、「
夜

に
な
る
と
風
が
や
ん
で
し
ん
し
ん
と
寒
く
な
つ
た
。
こ
ん
な
妙
に
静
か
な
晩
に
は
山
で
き
つ
と
不
思
議
が
起
る
の
で
あ
る
。」
と
、
ス
ワ
の
内
面
が
「
語
り
手
」
に
よ
り
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
「
語
り
」
は
、
父
親
か
ら
の
性
暴
力
を
直
接
に
は
語
ら
な
い
。
た
だ
、
重
要
な
の
は
、「
哀
蚊
」
の
「
私
」
も
、「
魚
服
記
」
の
ス
ワ
も
、
性
暴
力
の
被
害
者
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
仏
教
的
な
「
道

徳
」
が
照
ら
し
出
す
「
破
戒
」
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ワ
に
対
す
る
父
親
の
性
暴
力
を
含
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
「
破
戒
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

審
級
を
メ
タ
レ
ベ
ル
と
し
た
。
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た
と
え
ば
、
赤
木
孝
之
『
太
宰
治　

彷
徨
の
文
学
』（
洋
々
社　

一
九
八
八
年
一
月
）
は
、
鳥
居
邦
朗
の
論
に
賛
同
す
る
方
向
で
「
ス
ワ
に
と
っ
て
近
親
相
姦
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
は
さ
ほ
ど
重
大

な
こ
と
で
は
な
く
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
決
定
し
て
い
た
滝
へ
と
向
か
う
こ
と
の
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
契
機
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
書
き
、「
小
さ
な
鮒
」
は
「
太
宰
の
願
望
か
ら
す
れ
ば
不
完
全
な
変

身
」
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
「
滝
の
中
」
を
「
芸
術
の
世
界
」
と
考
え
る
赤
木
は
「
こ
の
完
全
な
る
変
身
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
憂
愁
の
深
さ
に
苦
悩
し
て
、《
第
二
の
自
殺
》
へ
向
か
っ
た
」
と
す
る
。

そ
し
て
、「《
芸
術
家
》
と
し
て
生
き
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、
そ
れ
が
思
う
に
ま
か
せ
な
い
と
い
う
、
そ
の
曲
折
と
苦
悩
と
を
〈
民
話
調
の
語
り
口
〉
を
用
い
て
語
っ
た
の
が
、『
魚
服
記
』
一
編
で
あ
っ

た
」
と
結
ぶ
。
こ
こ
に
あ
る
「
憂
愁
の
深
さ
に
苦
悩
」
を
「
自
殺
」
に
結
び
け
た
作
家
論
的
解
読
は
、
ス
ワ
の
自
己
処
罰
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
む
こ
と
に
な
る
。




