
f
E
J

陣
、
在
司
二
重
同
開

E
t
i
F
d付

士
衡
問
t

い
の
右
の
大
臣
師
一
房
一
の
御
娘

盛
光
↓
守
光
（
藤
原
盛
仲
男
〉

三
本
文
人
物
で
、
訂
正
す
べ
き
人
物

嬉
子
内
親
王
｜
↓
耀
子
内
親
王
（
鳥
羽
院
皇
女
〉

槙
子
内
親
王
｜
↓
禎
子
内
親
王
（
白
河
院
皇
女
〉

家
安
・
家
安
女
↓
家
保
・
家
保
女
（
藤
原
顕
季
男
と
そ
の
娘
〉

良

実

｜

｜

｜

｜

↓

能

実

（

藤

原

師

実

男

〉

忠

近

｜

｜

｜

｜

↓

近

方

（

多

資

忠

男

〉

道
家
a

道
家
女
↓
適
家
・
通
家
女
（
藤
原
経
季
男
と
そ
の
娘
）

輔
適
｜
｜
｜
ψ
↓

輸

道

「

（

藤

原

繁

時

男

）

四
注
の
八
物
で
、
訂
正
す
べ
き
人
物

隆
姫
1
1
1
1
1＋
隆
姫
の
妹
中
の
宮
ハ
具
平
親
王
女
〉

師
之
・
師
之
女
↓
師
一
克
・
師
元
女
（
中
原
師
遠
男
と
そ
の
娘
）

覚

信

↓

信

円

（

藤

原

忠

通

男

〉

鴨
長
明
の
和
歌
に
つ
い
て
の
研
究

こ
れ
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
提
出
の
卒
論
の
抜
牽
で
あ
る
。
紙
面
の
都
合
上
、

第
二
掌
「
長
明
の
和
歌
1
1分
析
的
研
究
｜
｜
」
に
し
ぼ
っ
て
述
べ
る
。

．4削
章
で
も
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
長
明
の
作
品
に
お
い
て
は
、
晩
年
に

な
る
ほ
ど
彼
の
和
歌
の
傾
向
が
固
ま
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

守
長

忠
信

俊
賢

道
寛

廉
子五

遍
昭

茨
子

出
羽
の
弁

為
隆

能
因
法
師

周
防
内
侍

↓
盛
長
（
源
長
季
男
〉

↓
窓
信

↓
護
観

↓
道
覚

↓
麗
子

上
注
の
誤
り
の
人
物

良
峰
貞
宗
｜
↓
良
峰
宗
貞

季
実
の
娘
llv実
季
の
娘

平
秀
信
の
娘
↓
平
季
信
の
娘

藤
原
為
忠
男
↓
藤
原
為
一
房
男

橘
忠
貞
男
｜
＋
橘
忠
望
男

平
継
平
女
｜
ψ
平
棟
仲
女

末

〈
藤
原
忠
逮
男
〉

（
源
俊
房
男
〉

（
藤
原
基
長
男
）

ハ
源
師
房
女
〉以

上

』一つ？

国

妙

子

こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
彼
の
和
歌
の
時
代
的
変
遷
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

ハ
円
題
材
に
つ
い
て

歌
人
の
思
想
を
見
る
時
、
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
る
の
は
、
題
材
の
扱
い



方
で
あ
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
長
明
の
作
品
を
見
て
み
る
と
、
さ
ほ
ど
変
っ
た
題
材
は
自
に
つ

か
な
い
。
ぺ
と
吋
骨
内
や
語
集
に
あ
れ
ほ
ど
趣
向
を
凝
ら
し
、
彼
の
得
意
の

石
川
や
せ
み
の
を
河
の
清
け
れ
ば
月
も
流
を
た
づ
ね
て
ぞ
す
む

を
作
っ
た
長
明
か
ら
考
え
る
と
、
む
し
ろ
旧
態
依
然
の
難
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

ま
た
、
彼
の
歌
論
集
と
も
号
一
日
う
べ
き
「
無
名
抄
」
を
見
て
も
、
こ
と
ば
使
い
や

語
棄
に
つ
い
て
は
「
ぜ
み
の
を
河
の
事
」
を
は
じ
め
「
連
が
ら
善
悪
事
」
等
、

そ
の
他
実
作
の
批
評
等
で
多
く
の
段
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
題

材
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
た
段
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
長
明
は
和
歌
の
革
新
を
目
ざ
し
な
が
ら
内
容
的
・
思
想
的
に
見
る

と
き
最
も
重
要
な
要
素
と
な
る
題
材
に
つ
い
て
は
全
く
特
別
の
関
心
を
払
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

久
松
潜
一
氏
は
「
俊
成
が
中
世
歌
論
の
先
駆
と
な
り
得
た
ほ
ど
に
も
長
明
は

中
世
歌
論
の
世
界
に
入
り
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
結
論
で
あ
L
F
U

と
一
言
わ
れ
、
「
年
代
的
に
い
ふ
と
俊
成
よ
り
後
れ
て
ゐ
な
が
ら
歌
論
で
は
俊
成

註
2

以
上
に
中
古
的
で
あ
っ
た
と
見
た
い
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
後
者
の
一
マ
一
日
に

は
承
服
し
か
ね
る
点
が
あ
り
、
全
面
的
に
氏
の
説
に
賛
成
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
が
、
久
松
氏
の
こ
う
言
わ
れ
る
要
素
が
、
こ
の
題
材
の
扱
い
方
の
中
に
も

見
出
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

さ
て
、
題
材
に
対
す
る
長
明
の
態
度
は
極
め
て
保
守
的
で
あ
る
と
言
え
る
が

彼
の
和
歌
を
見
る
と
月
・
露
・
風
な
ど
の
天
象
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
の
多
い
の
に

気
づ
く
。
「
鴨
長
明
集
」
で
は
次
の
歌

も
か
り
舟
漕
出
で
み
れ
ば
こ
し
の
海
の
か
す
み
に
き
ゆ
る
よ
さ
の
松
ば
ら
を

初
め
四
一
二
首
で
四
一
・
コ
一
四
六
%
、
「
伊
勢
記
」
で
は
次
の
歌

ょ
こ
田
や
ま
石
部
河
原
は
逢
生
に
秋
か
ぜ
さ
む
み
都
こ
ひ
し
み

を
初
め
一
二
首
で
一
二
六
・
ゴ
一
六
回

μ、

は
次
の
歌

春
風
の
は
ら
ひ
も
あ
へ
ぬ
嶺
の
雪
を
ま
づ
け
つ
も
の
は
震
な
り
け
り

を
初
め
四
九
首
で
五
一
・
六
回
二
形
を
占
め
、
さ
ら
に
歌
合
・
歌
会
の
歌
で
は

次
の
歌

み
る
ま
ま
に
か
っ
き
え
て
行
く
月
の
色
を
枯
野
の
末
に
残
す
あ
さ
霜

を
初
め
二
九
首
で
実
に
七
七
、
七
七
八
%
も
の
高
率
を
占
め
て
い
る
の
で
あ

「
正
治
二
年
第
二
度
百
首
和
歌
」
で

「
こ
の
場
合
の
割
合
は
、
一
首
中
に
天
象
の
詠
み
合
せ
が
い
く
ら
あ
っ
て

／
も
、
そ
れ
を
一
首
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
数
字
は
小
数
第
四
位
四
捨
五

入
。
）
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
天
象
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
長
明
の

和
歌
の
特
徴
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
、
彼
の
作
品
に
は
天
象
を

詠
ん
だ
歌
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

月
や
露
や
霞
な
ど
の
天
象
は
、
無
論
、
決
し
て
新
鮮
な
題
材
で
は
な
い
。
む

し
ろ
伝
統
的
・
古
典
的
な
題
材
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
の
歌
で
は
ど
の
よ
う
に
詠

み
こ
ま
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、

霜
う
つ
む
枯
野
に
よ
わ
る
む
し
の
音
の
こ
は
い
つ
ま
で
か
世
に
き
こ
ゆ
べ
き

（
鴨
長
明
集
）

す
が
た
こ
そ
哀
と
お
な
じ
あ
だ
し
の
L
露
も
て
露
を
い
か
三
け
つ
べ
き

（
正
治
二
年
第
二
度
百
首
〉

松
や
あ
ら
ぬ
風
や
む
か
し
の
風
な
ら
ぬ
い
づ
れ
か
秋
の
音
な
し
の
山

（
伊
勢
記
）

旅
衣
た
つ
暁
の
わ
か
れ
よ
り
し
ほ
れ
し
は
で
や
宮
城
の
L
露
（
一
一
一
体
和
歌
）

の
例
や
、
先
に
あ
げ
た
例
歌
の
よ
う
に
、
古
典
的
題
材
で
あ
る
天
象
を
十
分
に

中
世
的
な
感
覚
で
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
こ
こ
を
も
っ
て
見
る
と
、
題
材
が
古
典

的
で
あ
る
か
ら
彼
の
歌
は
中
古
的
だ
と
た
だ
ち
に
断
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な

る。
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ょ
こ
圧
や
ま
石
部
河
原
は
逢
生
に
秋
か
ぜ
さ
む
み
都
こ
ひ
し
み

い
え
＠
む
し
る
彼
の
の
場
合
天
象
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
よ
り
中
世

的
な
歌
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。

天
象
の
歌
が
多
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
中
世
的
な
こ
こ
ろ
を
、
詠
む
の
に
適

し
て
い
る
事
が
第
一
で
あ
石
が
、
さ
ら
に
、
長
明
自
身
の
天
象
に
対
す
る
強
い

あ
こ
が
れ
が
考
え
ら
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
「
松
や
あ
ら
ぬ
」
の
歌
か
ら
す
ぐ
に

次
の
歌
を
連
想
す
る
。

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

長
明
は
こ
の
歌
を
「
か
す
か
に
し
て
き
か
ひ
に
い
ら
ざ
ら
ん
人
の
え
が
た
き

自
S

な
る
べ
し
。
」
と
激
賞
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
去
年
の
ま
ま
の
月
を
自
分
の
身

の
変
り
よ
う
と
対
比
し
て
嘆
じ
た
歌
で
あ
る
が
、
彼
も
「
松
や
あ
ら
ぬ
」
を
詠

ん
だ
頃
は
京
に
は
い
ら
れ
な
い
身
で
伊
勢
へ
の
逃
避
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
人
間
の
身
の
上
に
い
か
な
る
大
変
動
が
起
ろ
う
と
も
、
世
の
中

が
い
か
に
騒
が
し
く
混
乱
し
よ
う
と
も
変
わ
る
こ
と
な
い
天
象
。
苦
悩
が
大
き

け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
優
し
く
深
く
包
ん
で
く
れ
る
大
自
然
。
そ
こ
に
ひ
か
れ
る

こ
と
は
一
種
の
逃
避
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
強
く
深
く
ひ
か
れ
て
ゆ
く
長
明
。

そ
う
い
う
長
明
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
後
に
は
出
家
遁
世
を
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
一
般
に
は
望
ん
だ
社
司
の
職
を
横
取
り
さ
れ
た
こ
と
を
恨

ん
で
衝
動
的
に
出
家
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
十
訓
抄
」
や
「
家
長
日
記

」
に
も
そ
う
い
う
風
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
日
頃
の
彼
に

は
多
分
に
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
も
彼

の
厭
世
観
を
さ
ら
に
深
め
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
考

え
た
い
。

。
音
数
に
つ
い
て

前
章
で
も
歌
の
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
詳

し
く
見
て
行
く
。

』

e

d

－

－

J

‘、匂
4
司
，

v
t
F
J
p
s
J
」
題
事
、
刀
吐
↑
典

的
で
あ
る
か
ら
彼
の
歌
は
中
古
的
だ
と
た
だ
ち
に
噺
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な

音
数
の
変
形
は
、
歌
の
調
子
を
流
暢
に
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
大
き
な
影
響
力

を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
歌
集
ご
と
に
音
教
変
形
の
箇
所
を
調
査
し

そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

「
鴨
長
明
集
」
に
お
け
る
音
教
変
形
の
歌
は
二
回
首
で
二
三
・

O
七
七
夕
を

占
め
る
。
音
教
変
形
の
箇
所
を
見
て
み
る
と
。
初
旬
が
一
番
多
く
、
次
の
歌

剖
司
制
川
副
吋
な
に
か
涙
を
は
じ
も
せ
む
こ
れ
ぞ
恋
て
ふ
こ
‘
ふ
る
っ
き
も
の

を
初
め
一
一
首
で
一

O
、
五
七
七
%
、
次
に
三
句
の

春
く
れ
ば
不
破
の
関
守
川
剖
剖
割
判
判
明
ゆ
き
与
の
人
を
花
に
ま
か
せ
て

な
ど
七
首
で
六
・
七
一
二
一
%
と
続
き
、
四
句
の

玉
と
み
る
み
さ
き
が
沖
の
浪
間
よ
り
立
出
づ
る
月
の
影
の
さ
や
け
さ

な
ど
三
首
で
二
・
八
八
五
%
、
二
句
と
五
句
の

あ
ら
し
ふ
く
有
明
の
そ
ら
に
雲
消
え
て
月
す
み
の
ぼ
る
高
ま
ど
の
や
ま

あ
ら
れ
ふ
る
あ
し
の
ま
ろ
屋
の
板
び
さ
し
ね
覚
も
よ
ほ
す
つ
ま
に
ぞ
あ
り
げ
る

な
ど
各
二
首
で
一
・
九
三
三

μと
続
く
の
で
あ
る
。

さ
て
、
漸
次
減
る
傾
向
に
あ
る
音
数
変
形
で
あ
る
が
、
次
の
「
伊
勢
記
」
の

み
は
「
鴨
長
明
集
」
の
二
四
・

O
一二八

M
を
大
き
く
上
回
り
、
一
二
三
・
一
二
一
一
一
一
一
一

%
も
の
高
率
を
占
め
て
い
る
。
音
数
変
形
が
多
い
こ
と
す
な
わ
ち
調
べ
が
流
暢

で
な
い
と
簡
単
に
は
断
ぜ
な
い
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
重
要
な
要
素
と
な

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

前
章
で
も
「
伊
勢
記
」
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
は
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

一
つ
こ
の
「
伊
勢
記
」
の
み
は
紀
行
歌
集
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
旅
行
の

原
因
が
原
因
だ
け
に
精
神
的
動
揺
は
隠
せ
ず
歌
に
こ
う
い
う
形
で
現
わ
れ
た
の

だ
と
考
え
る
。

音
教
変
形
の
筒
所
を
見
て
み
る
と
、
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一
番
多
い
の
は
や
は
り
「
鴨
長
明
集
」



と
同
じ
く
初
旬
の

こ
k
A

ろ
あ
て
の
い
く
秋
ぎ
り
に
こ
ぎ
な
れ
て
浪
ぢ
た
ど
ら
ぬ
み
つ
の
浜
人

な
ど
凶
首
で
二
了
二
二
%
、
次
に
三
匂
の

5
 

こ
と
の
は
に
か
け
て
4Jれ
か
忠
ひ
い
づ
る
い
つ
き
の
森
の
し
め
の
下
首
ー

な
ど
三
首
で
九
・

O
九
一
%
と
続
き
、
四
勾
の8

 

二
見
潟
を
ち
の
湊
ゃ
い
か
な
ら
む

U
凶
剖
別
刷
U
剖
叫
つ
め
も
か
く
れ
ず

な
ど
二
首
で
六
・
六
ぃ
一
八
七
%
、
二
句
は
一
首
だ
け
で
、

こ
は
ぎ
は
ら
な
に
ぞ
秋
は
と
ま
り
け
る
関
や
は
風
の
も
る
名
の
な
し
て

一
二
、
コ
二
二
一
二
woo
五
匂
の
土
日
数
一
変
形
は
な
い
。

「
伊
労
記
」
で
は
立
日
投
変
形
が
多
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
先
に
例
を
あ

げ
た
散
や
、
次
の
歌

6

5

 

秋
ふ
か
き
霜
よ
り
の
ち
の
剖
ー
の
川
町
出

h
U」
川
口
司
古
川
以
門
戸
パ
沼
に
ぞ
み
る

の
如
く
、
他
の
一
歌
集
と
比
べ
て
極
端
に
音
読
の
忠
い
欣
が
目
立
つ
υ

平l
静
J
H
」保

っ
て
い
る
よ
う
で
も
、
歌
に
は

r

」
う
し
て
心
の
動
揺
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。

7円
川
パ
一
一
半

「
伊
勢
記
し
で
多
く
な
っ
た
音
教
変
形
も
「
第
二
度
百
言
」
で
一
六
・
六
六

七
%
。
歌
合
・
歌
会
の
印
刷
で
一
六
・
二
一
六
%
と
落
ち
着
い
て
き
て
い
る
。

こ
れ
は
、
正
治
二
年
に
百
古
和
政
を
後
L

品
羽
践
に
召
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
頃

に
は
和
歌
所
の
寄
人
と
し
て
北
一
間
に
召
さ
れ
て
お
り
、
一
長
明
の
存
布
が
和
歌
界
一

に
認
め
ら
札
役
相
応
の
位
揺
を
与
え
ら
れ
て
精
神
的
な
洛
ち
着
き
を
持
っ
た
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

長
関
の
よ
う
に
、
自
身
の
精
神
的
安
定
・
不
公
定
が
和
歌
に
そ
っ
く
り
反
影

さ
れ
る
歌
人
も
少
々
い
で
あ
ろ
う
ο

私
は
こ
う
い
う
点
に
も
佼
の
純
粋
な
人
間

性
J
Y
見
出
す
の
で
あ
プ
可

土
日
数
変
形
の
箇
所
を
見
て
み
る
と
、
歌
合
・
歌
会
の
歌
で
は
先
の
歌
集
と
同

漕
鍵
鋼
礎
翻
概
噂
必
鴇
品
川
弘
前
川
リ

1
3
1

、JM
7＼
白
、

じ
く
初
句
が
多
く
、

よ
さ
の
浦
ゃ
な
ら
ば
ぬ
あ
ま
の
い
さ
り
火
は
鐙
と
び
か
ふ
タ
悶
の
空

な
ど
三
首
。
そ
れ
と
同
教
な
の
が
三
句
で

久
か
た
の
雲
に
さ
か
ゆ
く
ふ
る
主
跡
を
猶
分
け
の
ぼ
る
末
ぞ
は
る
け
き

八
・
一

O
八
%
を
占
め
て
最
も
多
く
、
他
に
同
句
の

今
こ
む
と
つ
ま
や
契
り
し
長
月
の
有
明
の
月
に
を
じ
か
怖
く
な
り

一
首
の
み
が
あ
り
、
二
句
と
五
句
変
形
の
例
は
な
い
。

γ
y
A治
二
午
i

と
こ
ろ
が
、
「
第
二
度
百
首
和
歌
」
で
は
、
一
二
句
の
音
教
変
形
が
一
番
多
く

な
っ
て
お
り
、

を
り
に
あ
ふ
言
の
葉
ま
で
も
き
こ
え
あ
一
ぐ
る
身
は
し
も
乍
ら
思
ふ
ち
と
せ
を

な
ど
七
首
で
七
・

O
八
一
二
%
。
次
に
多
い
の
が
、

秋
ふ
山
き
さ
が
の
L
小
は
、
ぎ
同
時
手
え
て
す
ぎ
ゆ
く
花
の
配
引
制
剖
判
U
N
Jー

な
ど
六
首
で
六
・
二
五

C
Mを
占
め
て
い
る
五
句
の
変
形
で
め
り
、
他
に
初
旬

に
二
首
、
初
旬
に
二
回

都
い
で
し
日
教
か
ぞ
へ
て
た
れ
か
け
ふ
忠
ひ
お
こ
す
る
う
つ
の
山
ご
え

似
つ
っ
さ
さ
！
？
わ
く
る
袖
に
た
ま
る
露
み
せ
は
や
人
に
旅
の
物
と
て

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
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て
み
る
と
、
初
句
と
第
三
句
、
か
圧
倒
的
に
多
い
。
と
こ
ろ
が

刊
吹
」
℃
は
、

al
句
の
変
形
、
か
冴
旬
を
凌
い
で
一
二
句
の
変
形
に
次

ぐ
一
両
市
平
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ん
う
か
。
正
治
二
年
頃

の
歌
壇
の
傾
向
を
調
べ
て
み
る
必
妥
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
こ
れ
を

長
明
の
試
み
だ
と
考
え
る
。
お
一
刻
は
、
初
期
の
傾
向
よ
ど
そ
の
ま
ま
悶
め
一
て
最
後

の
歌
合
・
歌
会
の
放
に
至
ら
せ
た
の
で
は
な
く
、
途
中
二
・
コ
一
の
試
み
を
し
な

が
ら
発
民
さ
ぜ
傾
向
性
を
問
め
て
行
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

さ
て
初
旬
と
一
二
句
に
変
形
の
多
い
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。
私
は
七
五
調
の



音
教
変
形
の
箇
所
を
見
て
み
る
と
、
歌
合
・
歌
会
の
歌
で
は
先
の
歌
集
と
同

も
F1姥
拶

g
n
f一3
議
選
護
軍
一
有
4

片

品
f

合
川
下
、

ι

式
会
訓
事
哨
W
V
H
h
b
bパ1
J
H
r
ゐ刊
N
U什
対
曹
司
活
環
沼
崎
叶
対
話

仮
向
と
関
連
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
先
に
あ
げ
た

み
て
も
い
と
へ
芯
に
か
涙
を
は
じ
も
せ
む
こ
れ
ぞ
恋
て
ふ
こ
‘
ふ
ろ
う
き
も
の

な
ど
は
文
法
的
に
み
て
も
一
、
三
句
切
れ
で
七
五
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

が

次

の

歌

－

こ
こ
ろ
あ
て
の
い
く
秋
ぎ
り
に
こ
ぎ
な
れ
て
浪
、
ち
た
ど
ら
ぬ
み
つ
の
浜
人

に
は
文
法
的
句
切
れ
は
な
い
。
し
か
し
、
音
調
上
あ
き
ら
か
に
初
句
で
は
と
ど

こ
お
り
、
一
－
一
句
で
も
少
し
で
は
あ
る
が
休
止
す
る
。
こ
れ
ま
た
七
五
調
の
傾
向

を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
一
方
三
一
句
に
例
を
と
っ
て
み
る
。

春
く
れ
ば
不
破
の
関
守
川
副
剖
剖
料
引
『
ゆ
き
き
の
人
を
花
に
ま
か
せ
て

の
場
合
は
、
文
法
的
に
三
句
で
切
れ
る
の
だ
が
、

久
か
た
の
雲
に
さ
か
ゆ
く
判
副
剖
酬
を
猶
分
け
の
ぼ
る
末
ぞ
は
る
け
き

の
よ
う
に
文
法
的
句
切
れ
ば
見
出
せ
な
い
場
合
で
も
、
音
調
上
、
三
句
で
あ
き

ら
か
に
休
止
す
る
。
つ
ま
り
、
初
句
、
一
二
匂
の
変
形
は
と
も
に
七
五
調
の
傾
向

を
裏
書
き
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
こ
の
音
教
変
形
は
不
自
然
で
語
呂
の

惑
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
長
明
の
歌
の
場
合
は
今
ま
で
見
て

来
た
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
そ
う
い
う
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
を
持
っ
て

い
る
。
次
の
歌
な
ど
は
、

杉
叫
桐
剖
か
り
に
う
ち
ふ
く
判
明
U
U
4叫
た
じ
ろ
く
ば
か
り
霞
ふ
る
な
り

我
は
た
さ
」
む
世
の
や
み
も
ふ
似
品
凶
凶
劃
判
君
だ
に
お
な
じ
道
に
迷
は
ば

の
如
く
、
一
首
中
に
二
つ
の
土
日
教
変
形
が
含
ま
れ
て
い
た
り
、
他
に
は
例
の
な

い
五
音
か
ら
七
音
へ
の
変
形
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
ロ
の
中
は
か
え

っ
て
滑
ら
か
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、
長
明
の
詩
人
的
な
、
こ
と
は
に
対
す
る
感
性
の
豊
か

さ
の
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
詩
人
的
な
長
明
で
あ
っ
て
こ

さ
て
初
旬
と
三
句
に
変
形
の
多
い
こ
と
を
ど
う
考
え
る
カ
《
閣
が
は
士
五
欝
Fd

「
方
丈
記
」

が
書
け
た
の
で
あ
る
と
言
え

そ
、
あ
の
韻
の
響
き
合
う
よ
う
な

る。
日
開
歌
の
結
び
に
つ
い
て

長
明
は
、
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
形
を
中
心
と
し
て
、
中
世
的
な
歌
の
完
成

を
目
ざ
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、

と
く
に
形
と
し
て
現
わ
れ
る
結
び
の
語
を
調
査
h

し
、
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
体
一
言
ど
め
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
「
鴨
長
明
集
」
で
は

も
か
り
舟
漕
出
で
み
れ
ば
こ
し
の
海
の
か
す
み
に
き
ゆ
る
よ
さ
の
松
ば
ら

を
は
じ
め
二
二
首
で
一
二
・
一
五
四
%
、
「
伊
勢
記
」
で
は
、
さ
ら
に

や
み
深
き
浮
世
を
て
ら
す
ち
か
ひ
に
は
我
ま
ど
は
す
な
月
よ
み
の
神

疋
治
二
年

を
は
じ
め
一
六
首
で
四
九
・
四
八
五
%
、
「
第
二
度
百
首
和
歌
」
で
は
も
っ
と

多
く
、雪

き
ゆ
る
萩
の
や
け
は
ら
霞
こ
め
て
た
て
ぬ
煙
に
も
ゆ
る
わ
か
草

を
は
じ
め
五
二
首
で
五
回
・
一
六
七
%
を
数
え
、
歌
合
、
歌
会
の
歌
で
は
実
に

冬
き
ぬ
と
し
ら
す
る
峯
の
松
の
音
に
ね
覚
よ
深
き
大
原
の
旦

を
は
じ
め
二
四
首
で
六
六
・
六
六
七
%
を
占
め
て
お
り
、
歌
集
の
成
立
年
代
順

に
体
一
一
一
一
日
ど
め
の
率
は
急
激
に
伸
び
て
い
る
。

新
古
今
の
時
代
に
は
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
体
吾
一
日
と
め
の
歌
が
多
く
な
っ
て

い
る
と
は
い
え
、
歌
集
の
五
割
も
六
割
以
上
も
占
め
て
い
る
事
は
こ
の
時
代
に

お
い
て
で
さ
え
も
彼
の
和
歌
の
特
徴
と
し
て
と
ら
え
得
べ
き
こ
と
な
の
で
あ

る
。
こ
ニ
で
参
考
の
た
め
に
何
時
代
の
偉
大
な
歌
人
で
あ
り
歌
論
家
で
あ
っ
た

藤
原
俊
成
の
家
集
「
長
秋
詠
藻
」
と
「
右
大
臣
家
百
首
」
の
例
を
示
し
て
お
く

と
、
前
者
が
一

0
・
四
三
八
%
後
者
が
ち
ょ
う
ど
こ

Oμ
で
、
ま
こ
と
に
大
き

な
開
き
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
長
明
の
歌
に
お
い
て
は
体
言
ど
め
が
こ
の
よ
う
に
増
加
し
て
い
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る
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
先
に
、
長
明
は
歌
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
形
を
中
心
と
し
て

中
世
的
な
歌
の
完
成
を
目
ざ
し
た
と
言
え
る
と
述
べ
た
。
こ
の
場
合
の
中
世
的

と
い
う
の
は
、
無
論
貴
族
階
級
に
お
け
る
も
の
で
、

H

幽
玄
μ

と
い
う
理
念
で

象
徴
さ
れ
る
も
の
を
き
す
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
第
一
が
こ
の
体
一
言
ど
め
で
あ

る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。

長
明
は
「
無
名
抄
」
に
幽
一
言
を
「
た
と
え
ば
、
秋
の
夕
暮
の
空
の
け
し
き
は

い
ろ
も
な
く
、
戸
も
な
し
。
い
づ
く
に
い
か
な
る
故
有
る
べ
し
と
も
覚
え
ね
ど

註
4h

、
す
刊
ふ
ろ
に
涙
の
こ
ぼ
る
与
が
ご
と
し
」
と
、
そ
の
複
雑
微
妙
さ
を
述
べ
て
い

る
の
で
は
あ
る
が
、
一
方
「
詮
は
だ
げ
ふ
こ
と
ば
に
あ
ら
は
れ
ぬ
余
情
、
姿
に
見

註
5

え
ぬ
け
し
き
な
る
べ
し
」
と
い
う
割
り
切
り
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
と

ば
を
尽
さ
ず
に
、
情
を
余
す
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
最
後
の
結
び
の
こ
と
ば

に
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
日
本
語
の
構
造
は
基
本
的
に
は
、

主
語
と
な
る
体
言
、
助
詞
、
述
語
と
な
る
用
言
と
い
う
順
序
で
構
成
さ
れ
て
意

味
が
尽
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば
を
尽
さ
ず
に
情
の
余
さ
れ
る
度
合
は

体
言
で
終
っ
て
い
る
も
の
、
助
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
も
の
、
用
言
で
終
っ
て
い

る
も
の
の
順
で
低
く
な
っ
て
い
く
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
長
明
の
歌

で
は
体
号
一
日
ど
め
が
多
く
な
る
必
然
的
な
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
助
詞
で
終
っ
て
い
る
歌
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
「
鴨
長
明
集
」
で
は

は
し
ゐ
つ
L
む
す
ぶ
雫
の
さ
三
浪
に
う
つ
る
と
も
な
き
夕
月
夜
か
な

を
は
じ
め
コ
一

O
首
で
二
八
・
八
四
六
%
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
て
「
伊
勢

記
」
で
は

み
わ
た
り
の
磯
わ
の
う
っ
ち
な
ほ
、
深
し
あ
さ
み
つ
潮
の
か
ら
き
け
ふ
か
な

正
治
二
年

な
ど
四
首
で
二
一
・
二
二
%
と
急
減
し
、
さ
ら
に
「
第
二
度
百
首
和
歌
」
で

理
舗
網
甥
溺
翁
潟
明
制
。
ぐ

h
t
”な一イ

主
夜
は
に
く
き
な
ご
り
の
床
の
あ
し
た
ま
で
お
き
う
か
る
べ
き
時
鳥
か
な
F

を
は
じ
め
二

O
首
で
二

0
・
八
三
三
%
、
歌
合
・
歌
会
の
歌
で
は

堰
き
か
ぬ
る
一
俣
の
川
の
瀬
を
早
み
崩
れ
に
け
り
な
人
め
つ
L

み
は

な
ど
七
首
で
一
九
・
四
四
四
%
と
、
共
に
二

O
M月
前
後
に
落
ち
着
い
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
と
「
鴨
長
明
集
」
の
み
は
、
助
詞
で
終
っ
て
い
る
歌
の
割
合
が

体
一
一
一
一
口
ど
め
の
歌
の
割
合
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
助
詞
の
種
類
も
他
の

歌
集
と
違
っ
て
一
五
種
も
の
大
量
の
助
詞
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て

「
鴨
長
明
集
」
は
長
明
自
身
の
歌
を
つ
か
む
前
の
志
向
摸
索
期
で
あ
る
と
名

づ
け
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
こ
れ
を
余
情
と
い
う
角
度
か
ら
も
っ
と
詳
細
に
見
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に

終
助
詞
、
係
助
詞
、
接
続
助
詞
、
格
助
詞
に
分
類
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

が
、
こ
れ
以
上
細
分
し
て
は
、
も
と
も
と
の
資
料
、
が
そ
う
多
く
な
い
の
で
そ
の

上
に
立
つ
て
の
判
断
は
危
険
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
そ

の
傾
向
だ
け
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

「
鴨
居
宍
明
集
」
で
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
忌
哨
中
μ

を
一
示
す
か
の
様

に
数
多
く
の
助
詞
を
動
員
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
第
二
度
百
首
和
歌
」
に
な
る

と
あ
る
程
度
使
用
す
る
助
詞
も
き
ま
っ
て
来
て
お
り
、
終
助
詞
で
は
「
か
な
」

が
六
首
、
接
続
助
詞
で
は
「
て
」
が
五
首
と
い
う
の
が
目
に
つ
く
。
こ
こ
で
も

先
の
項
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
の
歌
集
の
試
み
的
な
と
こ
ろ
が
現
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
歌
合
・
歌
会
の
歌
で
は
、
終
助
詞
は
「
か
も
」
の

雲
さ
そ
ふ
天
つ
春
風
か
を
る
な
り
高
ま
の
山
の
花
、
ざ
か
り
か
も

一
首
だ
け
で
あ
り
、
あ
と
は
係
助
詞
が
一
首
、
接
続
助
詞
が
一
首
、
接
続
助
詞

が
五
首
で
、
「
第
一
一
一
貯
百
首
和
歌
」
で
試
み
ら
れ
た
結
果
は
、
接
続

助
詞
の
方
に
き
ま
っ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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7
〈

2
1
回
二
－
－
二
二
O
A
と
定
溺
L
、
さ
ら
に
「
第
二
度
百
首
和
歌
」
で

や
は
り
、
助
詞
の
場
合
を
見
て
も
、
よ
り
こ
と
ば
を
尽
し
た
終
助
詞
よ
り
も

あ
と
の
こ
と
ば
を
期
待
さ
せ
る
係
助
詞
・
接
続
助
詞
に
よ
る
余
情
表
現
が
取
ら

れ
る
傾
向
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
用
言
の
結
び
の
形
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
連
体
形
の
結
び
ポ
係
り
結
び
の
な
い
歌
が
「
鴨
長
明
集
」
に
二
首

「
伊
勢
記
」
に
一
首
、
「
第
二
度
百
首
和
歌
」
に
一
首
あ
る
だ
け
で
他
は
す
べ

て
係
り
結
び
の
強
調
表
現
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
も
長
明
の
余
情
表
現
的
志
向
か

ら
、
「
鴨
呈
究
明
集
」

E
L↑
一
・
二
五
%
を
あ
げ
て
い
る
他
は
、
「
伊
勢
記
」

で
九
・

O
九
一
%
、
「
第
二
度
百
首
和
歌
」
で
ゴ
了
五
%
ち
ょ
う
ど
、
歌
合

．
歌
会
の
歌
で
八
・
一
二
一
二
三
一
%
と
下
降
線
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

終
止
形
結
び
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
で
、
「
鴨
長
明
集
」
で
二

0
・
一
九

二
%
を
あ
げ
て
い
る
他
は
、
「
伊
勢
記
」
で

行
き
詫
び
ぬ
い
ざ
浜
村
に
立
ち
よ
ら
む
朝
気
す
ぐ
る
は
日
永
な
り
け
り

な
ど
七
首
で
ニ
了
一
一
一
一
一
労
と
逆
に
述
び
て
い
る
の
を
除
い
て
「
割
引
」
貯
百

首
和
歌
」
で
八
・
三
三
三
%
歌
合
・
歌
会
で
同
じ
く
八
・
三
三
三
%
と
落
ち
着

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
伊
勢
記
」
で
は
何
故
こ
の
よ
う
に
終
止
形
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る

の
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
、
助
詞
の
結
び
は
「
伊
勢
記
」
が
何
故
金
歌
集
中
最
も

低
い
割
合
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

無
論
、
「
伊
勢
記
」
は
た
だ
一
つ
紀
行
歌
集
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
助
詞
の
結
び
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
「
鴨

長
明
集
」
に
近
い
傾
向
を
持
つ
「
伊
勢
記
」
で
は
も
っ
と
大
き
な
割
合
を
有
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
何
故
急
激
に
割
合
が
低
下
し
て
い
る
の
か
。

私
は
、
当
時
の
彼
の
心
中
は
、
詠
嘆
的
に
表
出
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き

な
苦
渋
に
満
ち
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
終
止
形
の
増
加
と
な
、

助
詞
の
方
に
き
ま
っ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

っ
て
気
持
を
つ
き
放
し
た
様
な
表
現
に
な
っ
た
り
、
先
に
あ
げ
た
「
行
き
詫
び

ぬ
」
の
歌
の
よ
う
に
ふ
ざ
け
た
表
現
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
彼
の
心
の
動
揺
は
、
先
に
考
察
し
た
様
に
歌
の
リ
ズ
ム
に
も
反
影
し
て
い
る

し
、
彼
の
悲
し
み
は
、

や
み
深
き
浮
世
を
て
ら
す
ち
か
ひ
に
は
我
ま
ど
は
す
な
月
よ
み
の
神

松
や
あ
ら
ね
風
や
む
か
し
の
風
な
ら
ぬ
い
づ
れ
か
秋
の
音
な
し
の
山

な
ど
と
地
名
に
こ
と
よ
せ
て
詠
ん
だ
歌
の
中
に
も
感
じ
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
長
明
の
和
歌
に
つ
い
て
、
形
に
あ
ら
わ
れ
た
面
か
ら
主
に
考
察
し
て

み
た
が
、
結
論
と
し
て
、
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、
形
を
中
心
と
し
て
中
世
的

な
歌
の
完
成
を
目
ざ
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
形
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
の

一
言
う
余
情
表
現
で
あ
り
、
形
の
上
で
は
そ
れ
は
体
言
ど
め
で
代
表
さ
れ
る
。
ま

た
、
歌
の
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
は
七
五
調
の
傾
向
を
示
し

て
い
る
し
、
彼
自
身
「
歌
は
た

x
、
つ
H
A

け
が
ら
、
い
ひ
が
ら
に
て
、
よ
く
も

註

6

、
、
、
、
、
、

あ
し
く
も
開
ゆ
る
也
。
」
と
述
べ
、
つ
づ
け
が
ら
、
い
ひ
が
ら
に
特
別
の
関
心

を
寄
せ
て
い
る
が
、
実
作
に
お
い
て
も
、
な
だ
ら
か
な
つ
ど
け
が
ら
に
よ
っ
て

美
し
い
調
べ
を
構
成
し
我
々
に
快
感
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
長
明
の
和
歌
の
時
代
的
変
遷
と
い
ふ
の
は
、
途
中
二
・
三
の
試
み
は

あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
な
傾
向
の
歌
に
な
る
過
程
と
し
て
理
解
で
き
る
。
つ
ま

り
、
歌
合
・
歌
会
の
歌
に
よ
っ
て
長
明
の
余
情
的
志
向
の
傾
向
性
が
結
実
し
た

、
言
い
か
え
れ
ば
前
章
で
述
べ
た
如
く
こ
れ
を
長
明
の
和
歌
の
完
成
作
品
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
さ
ら
に
、
前
章
で
「
鴻
長
明
集
」
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ

の
章
の
和
歌
の
変
遷
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
養
和
元
年
成
立
設
を
強

力
に
肯
定
で
き
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
一
考
を
も
っ
て
そ
の
証
論

と
も
し
た
い
と
思
う
。
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な
お
、
研
究
に
際
し
て
は
、
築
瀬
一
雄
氏
の
「
校
註
鴨
長
明
全
集
」
を
使
用

し
た
。

1
「
日
本
歌
論
史
の
研
究
」
久
松
潜
一
氏
著
（
風
間
書
房
）
二
三
六
頁
二
行

2
「
日
本
歌
論
史
の
研
究
」
久
松
潜
一
氏
著
（
風
間
書
房
）
二
三
六
頁
二
一
行

私

説

と

は

何

七百

方

法

上

の

仮

説

l

台、

ら

移
し
い
数
の
私
小
説
諭
が
後
人
の
限
を
く
ら
ま
ぜ
、
本
質
に
向
う
の
を
妨
げ

る
事
が
あ
る
。
し
か
も
私
小
説
の
概
念
規
定
が
、
直
接
性
格
や
評
価
と
か
ら
み

あ
う
場
合
、
本
質
に
迫
る
事
は
な
か
な
か
厄
介
で
あ
る
。
私
小
説
は
さ
な
が
ら

ア
メ
ー
バ
状
の
不
可
解
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
不
可
解
さ
と
い
う
も
の
は
、
私
小
説
発
生
当
初
か
ら
つ
き
ま
と
っ
て
い

る
。
文
壇
内
に
査
場
し
た
一
種
異
様
な
「
傾
向
」
な
り
、
「
現
象
」
な
り
に
対

し
て
「
私
小
説
」
と
い
う
名
称
が
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
命
名
者
を
含

め
て
当
時
の
人
す
ら
、
感
覚
的
に
は
理
解
で
き
て
も
、
そ
の
現
象
お
よ
び
本
質

を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
困
難
な
事
に
違
い
な
か
っ
た
。

い
つ
の
日
か
『
私
小
説
』
な
る
文
学
を
あ
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
稲
垣
達
郎
が
い
っ
た
の
も
、
時
の
趨
勢
と
し
て
の
私
小
説
を
認
め
て
の
事

悪
事
調
理
常

d

告
訴
す
ャ
一

3
「
鐙
玉
集
」

4
「
無
名
抄
」
鴨
長
明
著
「
近
代
詩
駄
の
事
」

5
「
無
名
抄
」
鴨
長
明
著
「
近
代
詩
駄
の
事
」

6

「
無
名
抄
」
鴨
長
明
著
「
連
が
ら
善
悪
事
」

立

裕
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子

だ
ろ
う
。

漠
た
る
も
の
に
、
以
後
多
数
の
人
が
切
り
口
を
入
れ
、
自
己
の
規
定
を
下

す
。
そ
の
こ
と
の
中
に
、
現
在
の
私
小
説
諭
を
、
良
し
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け

複
雑
に
す
る
最
大
の
原
因
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
逆

に
ま
た
、
そ
の
複
雑
な
私
小
説
諭
が
「
私
小
説
と
は
何
か
」
の
答
を
、
出
し
に

く
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

用
ひ
る
時
代
に
よ
り
、
用
ひ
る
人
に
よ
っ
て
、
様
々
に
内
容
が
変
化
し
、
公

的
な
術
語
と
し
て
の
諸
条
件
が
殴
昧
と
な
っ
て
、
名
目
上
の
論
争
を
起
す
こ

と
さ
へ
稀
で
は
な
い
。

と
は
ジ
ャ
ン
ル
の
発
展
を
眺
め
た
中
島
健
蔵
の
一
一
一
一
口
で
あ
る
が
、
私
小
説
も
そ
の

例
外
で
は
な
い
。
名
目
上
の
論
争
を
避
け
る
に
は
常
に
、
「
私
小
説
と
は
何
か




