
本
書
Ｓ
惠
町
亀
晶
冒
営
昌
、
蹟
，
冒
員
萱
里
蒼
、
畳
貫
き
苫
急
員
誉

ミ
曽
芋
宮
ご
営
○
ミ
、
ミ
』
○
弓
ｐ
ｏ
ｏ
ｐ
牌
己
憩
）
は
ポ
ー
ル
Ｊ
・
グ
リ
ッ

ブ
ィ
ス
教
授
弓
色
昌
］
．
。
Ｈ
言
目
い
）
の
処
女
出
版
で
あ
る
。
著
者
は
本
邦

で
は
未
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
シ
０
百
‐

。
且
①
詩
①
日
①
口
蔚
に
従
っ
て
簡
単
に
教
授
の
研
究
経
歴
を
紹
介
し
て
お
こ

串
《
，
／

Ｏ

著
者
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
（
ト
ゥ
リ
｝
一
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
）
に
於

け
る
五
年
間
（
一
九
七
五
’
八
○
）
の
神
学
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
学
習

に
よ
っ
て
、
今
日
に
至
る
研
究
生
活
を
開
始
し
た
。
司
鄙
の
ご
ｏ
Ｈ
司
昌
菌
目
の

博
士
か
ら
宗
教
学
を
、
国
。
冒
巳
の
○
日
冒
旨
彦
博
士
か
ら
仏
教
学
と
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
学
ん
で
い
る
。
そ
の
後
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
で
仏
教

学
を
学
び
、
こ
こ
で
学
位
を
取
得
し
た
。
指
導
に
当
っ
た
の
は
清
田
実
博

士
で
あ
る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
で
著
者
は
例
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
ゲ
ー
ル

ク
派
の
学
僧
①
①
骨
の
讐
冒
な
ど
の
多
く
の
仏
教
研
究
者
に
出
会
っ
て

い
る
。
折
か
ら
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
に
留
学
中
の
袴
谷
憲
昭
教
授
か
ら
受
け

た
、
イ
ン
ド
仏
教
文
献
に
関
す
る
読
解
法
の
訓
練
は
著
者
の
そ
れ
以
後
の

研
究
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
の
第
一
の
特
徴
は
、
仏
教
文

ボ
ー
ル
Ｊ
・
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
の
方
法
論

小
谷
信
千
代

献
の
読
み
方
に
関
す
る
著
者
の
問
題
意
識
の
明
蜥
さ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
以
下
こ
の
点
を
中
心
と
し
て
、
旨
ｑ
ｏ
旨
○
陣
○
口
に
基
づ
い
て
著
者

の
問
題
意
識
の
あ
り
か
た
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

本
書
の
主
題
は
、
瞑
想
行
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
滅
尽
定
官
臂
○
目
Ｐ
‐

８
日
§
騨
昌
）
を
仏
教
徒
が
ど
う
考
え
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
文
献
の

事
例
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
瞑
想
行
が
仏
教
に
と
っ
て
基

本
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
で
も
よ
く
認
識
さ
れ

て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
は
哲
学
的
な
論
証
の
欠
如
を

招
い
た
り
、
論
理
矛
盾
に
対
す
る
認
識
の
欠
如
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
、

と
西
洋
で
は
と
も
す
れ
ば
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
他
な

ら
ぬ
そ
の
瞑
想
行
か
ら
仏
教
哲
学
の
体
系
的
な
理
論
は
始
ま
っ
て
お
り
、

従
っ
て
仏
教
哲
学
を
考
え
る
場
合
に
は
、
瞑
想
行
と
の
関
係
を
考
慮
し
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
且
つ
ま
た
仏
陀
自
身
が
、
瞑
想
体
験
の
重
要
性

を
強
調
し
、
そ
れ
を
仏
教
の
よ
り
厳
密
で
哲
学
的
な
教
え
の
源
で
あ
り
、

そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
看
な
し
て
い
る
、
と
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教

授
は
考
え
る
。
｝
」
の
よ
う
に
考
え
て
著
者
は
、
本
書
で
イ
ン
ド
仏
教
に
於

け
る
哲
学
的
な
理
論
と
瞑
想
行
と
の
関
係
に
関
す
る
事
例
研
究
を
行
う
こ

と
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
著
者
は
、
特
定
の

瞑
想
行
が
直
接
的
に
特
定
の
教
義
を
生
み
だ
し
た
と
い
う
よ
う
に
短
絡
的

に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

哲
学
的
な
理
論
と
瞑
想
法
と
の
関
係
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
。
即
ち
、
哲
学
的
な
信
念
が
瞑
想
法
に
具
体
的
な
形
態
を
与
え
特
定
の

予
期
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
形
成
さ
れ
る
様
々
な
経
験
と
、

そ
れ
ら
の
経
験
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
哲
学
的
な
結
論
の
上
に
、
そ
れ
ら
の
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形
成
に
関
わ
る
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
。
同
様
に
、
瞑
想
行
の
結
果
も
修

行
者
の
哲
学
的
な
考
え
方
に
新
た
な
経
験
を
う
え
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
哲
学
体
系
が
修
正
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
く
べ
き
新
た
な
方
向
性
が

差
し
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
が
哲
学
的
な
理
論
と
瞑
想
法
と
の
間
に
存
在
す
る
と

仮
定
し
、
そ
の
仮
定
を
特
定
の
事
例
に
適
用
し
て
み
る
と
い
う
試
み
は
、

確
か
に
著
者
の
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
試
み
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
伊
．
、
呂
日
些
岳
凹
巨
印
①
ロ
〕
《
出
回
国
目
①
］
］
①
弓
国
酋
め
匡
口
自
己
亘
］
○
ｍ
ｇ
‐

買
い
目
の
自
席
○
国
の
自
国
信
目
巨
の
日
冒
⑩
》
雪
』
騨
爵
。
ミ
鴬
蒼
ミ
ミ
房
い
き
薑
堕
ｇ
‐

重
閏
き
い
。
冒
豈
重
量
騨
蒔
§
扇
邑
曽
§
の
３
呉
詳
国
①
津
四
）
忌
囹
）
喝
唐
臼

ｌ
］
霞
を
同
様
の
関
心
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
研
究
の
噴
矢
と
も
言
う
。
へ
き

優
れ
た
論
攻
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
攻
を
予
て
よ
り
高

く
評
価
し
て
い
る
筆
者
に
は
、
行
法
と
の
関
係
か
ら
仏
教
の
教
義
を
検
討

し
よ
う
と
す
る
著
者
の
試
み
は
、
そ
れ
自
体
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で

あ
り
、
本
書
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
に
至
っ
た
理
由
の
一
つ
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
著
者
が
そ
の
事
例
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
滅
尽
定
お
よ
び

そ
の
同
義
語
で
あ
る
想
受
減
（
閏
且
圃
ぐ
①
８
首
冨
昌
Ｈ
＆
菌
）
は
、
テ
ク

ス
ト
の
最
古
層
に
根
づ
く
用
語
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
も
仏
陀
自
身
に
帰
し

て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
こ
の
語
の
持
つ
特
異
な
性
質
は
、
そ
れ
が
主
流
の

仏
教
解
脱
論
と
何
ら
明
ら
か
な
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
と
相

俟
っ
て
、
当
初
か
ら
仏
教
教
義
学
者
た
ち
に
一
連
の
問
題
を
投
げ
か
け
て

来
た
。問

題
の
一
つ
は
、
解
脱
の
本
質
に
関
係
す
る
。
つ
ま
り
、
物
事
の
在
り

方
に
関
す
る
公
正
な
認
識
（
如
実
智
見
）
を
解
脱
に
不
可
欠
な
構
成
要
素

と
す
る
と
い
う
考
え
方
と
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
機
能
が
停
止
し
た
完
全
な

無
意
識
を
解
脱
の
本
質
と
す
る
と
い
う
考
え
方
と
の
、
こ
れ
ら
二
つ
の
考

え
方
の
間
に
は
或
る
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ

は
、
仏
教
の
解
脱
論
の
問
題
で
あ
り
、
様
々
な
相
互
に
異
な
り
矛
盾
し
さ

え
す
る
解
脱
へ
の
行
法
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
は
、
仏
教
思
想
家
た
ち
が
考
え
て
い
る
心
と
身
体
の
関
係

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
経
典
が
言
う
よ
う
に
、
全
て
の
心
的
事
象

が
停
止
す
る
よ
う
な
状
況
が
実
際
に
存
在
し
、
そ
し
て
も
し
そ
の
状
況
が

一
時
的
で
可
逆
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
の
起
こ
る

構
造
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
的
事
象
は
物
的
事
象
し
か
存

在
し
え
な
い
場
合
に
ど
の
よ
う
に
し
て
再
び
生
起
し
得
る
の
か
。
著
者
は

こ
の
よ
う
な
問
題
を
含
ん
だ
滅
尽
定
に
関
す
る
議
論
の
分
析
の
み
に
本
書

の
研
究
課
題
を
限
定
し
て
い
る
。
そ
の
｝
」
と
が
本
書
の
論
旨
を
明
快
な
も

の
に
し
て
い
る
。

主
た
る
資
料
と
し
て
は
い
パ
ー
リ
経
典
と
ブ
ッ
ダ
、
コ
ー
サ
の
注
釈
、

『
清
浄
道
論
』
と
そ
の
ダ
ン
マ
パ
ー
ラ
の
注
釈
〔
本
論
第
一
章
の
内
容
を
成

す
〕
②
『
倶
舎
論
』
と
そ
の
安
慧
及
び
称
友
の
注
釈
〔
本
論
第
二
章
〕
③
及

び
唯
識
諸
論
書
と
が
用
い
ら
れ
る
。
〔
本
論
第
三
章
。
以
下
本
書
の
内
容
を

概
略
紹
介
す
る
と
、
第
四
章
で
そ
れ
ま
で
の
章
で
述
べ
ら
れ
た
滅
尽
定
と

心
身
問
題
が
ま
と
め
て
論
じ
ら
れ
、
次
い
で
以
下
の
よ
う
な
項
目
が
付
さ

れ
て
い
る
。
昌
○
の
笛
ｑ
〕
シ
３
門
①
ご
旨
武
○
国
、
》
缶
弓
の
昌
胃
シ
（
『
倶
舎
論
』

に
基
づ
く
修
道
次
第
の
図
表
）
、
シ
弓
①
昌
買
国
（
『
倶
舎
論
』
第
二
章
四

四
偶
ｄ
句
に
対
す
る
世
親
の
自
注
の
四
鼻
．
忌
斡
と
英
訳
、
及
び
、
称
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友
と
安
慧
の
注
釈
に
よ
る
補
注
）
、
唇
冒
昌
冒
。
（
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』

目
鼻
旨
』
且
“
潭
畠
‐
畠
．
９
．
ア
ー
ラ
ャ
識
の
八
種
の
存
在
論
証
の
箇
所

の
際
庁
．
忌
斡
ゞ
英
訳
、
及
び
注
解
）
、
百
吋
○
旨
Ｏ
は
○
回
を
初
め
各
章
の

注
、
弓
胤
の
の
国
匡
一
○
喝
ｇ
ご
』
参
考
文
献
の
国
匡
冒
唱
名
ご
〕

本
書
は
以
下
の
三
つ
の
事
柄
を
目
的
と
し
て
い
る
。
①
意
識
が
変
化
し

た
或
る
特
定
の
状
態
と
、
そ
の
特
定
の
状
態
が
解
脱
に
関
す
る
特
定
の
目

標
に
対
し
て
ど
う
い
う
関
係
を
有
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
に
つ
い

て
の
仏
教
の
解
釈
の
歴
史
に
光
を
当
て
る
こ
と
。
③
そ
の
意
識
の
変
化
し

た
状
態
に
関
す
る
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
的
存
在
と
心
的

存
在
と
の
関
係
が
初
期
仏
教
に
於
い
て
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た

か
、
そ
の
認
識
の
仕
方
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
。
③

心
的
存
在
と
物
的
存
在
の
因
果
関
係
に
関
す
る
仏
教
の
考
え
方
の
妥
当
性

を
問
題
と
し
、
そ
れ
に
答
え
る
試
み
を
行
う
こ
と
。

著
者
は
、
第
三
の
目
標
は
哲
学
的
な
困
難
さ
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
方

法
論
上
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
｝
」
と
を
断
り
、
以
下
か
な
り
の
紙
面
を
割

い
て
彼
の
方
法
論
を
論
じ
て
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
与
え
ら
れ
た
紙
面

の
制
約
上
、
本
論
の
紹
介
に
進
む
べ
き
所
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
の
方
法
論

に
対
す
る
先
鋭
な
問
題
意
識
を
露
に
示
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
本

書
を
著
作
す
る
た
め
の
原
動
力
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、

及
び
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
仏
教
学
の
状
況
な
ど
か

ら
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
彼
の
方
法
論
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
・

第
三
八
回
の
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
学
術
大
会
の
特
別
企
画
と
し
て

《
私
に
と
っ
て
仏
教
研
究
と
は
何
か
》
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
た
。
三
名
の
発
題
者
の
発
表
の
中
で
、
筆
者
に
は
ミ
シ

ガ
ン
大
学
の
ル
イ
ス
○
・
ゴ
メ
ス
教
授
の
「
仏
教
の
学
問
的
研
究
韓
研
究

の
目
標
と
原
則
」
と
題
す
る
論
述
は
、
教
授
の
仏
教
学
の
方
法
論
を
パ
ー

リ
経
典
の
分
析
の
仕
方
を
通
し
て
具
体
的
に
提
示
さ
れ
た
極
め
て
興
味
深

い
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
に
本
格
的
に
学
問
的

な
し
、
ヘ
ル
で
、
仏
教
学
の
方
法
論
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
教
授
の
方
法
論
の
特
徴
は
、
現
象
学
や
解
釈
学
や
構
造

主
義
や
脱
構
築
主
義
Ｂ
の
８
口
印
茸
盧
昌
。
口
）
な
ど
広
汎
な
哲
学
理
論
を
自

家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
用
い
た
文
献
研
究
に
あ
る
。
教
授
が
時
間
的
に

も
遠
く
離
れ
た
イ
ン
ド
仏
教
を
自
己
の
思
想
と
す
る
た
め
に
、
仏
教
研
究

の
傍
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
を
学
生
時
代
か
ら
学
ん
で
き
た
こ
と
を
曾
て

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
幅
広
い
研
究
に
基
づ
い
た
方
法
論
も
単
に
研
究

の
た
め
の
方
法
で
は
な
く
、
教
授
の
仏
教
理
解
に
と
っ
て
必
然
的
な
方
法
、

謂
わ
ぱ
実
存
的
な
方
法
と
し
て
造
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
当
日
の
発
表
か
ら
も
充
分
に
伺
え
る
。
そ
の
よ
う
な
方
法
論
に
基
づ
い

て
教
授
は
、
経
典
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
は
、
た
と
え
そ
れ
が
〃
理
想
的
に
正

し
い
！
″
読
ま
れ
方
を
し
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
唯
一
の
意
味
の
み
を
読

者
に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
よ
う
な
客
観
主
義

或
い
は
絶
対
主
義
を
排
し
て
、
テ
ク
ス
ト
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
。
つ

ま
り
テ
ク
ス
ト
を
読
者
と
の
相
対
関
係
の
中
で
構
築
さ
れ
る
も
の
と
し
て

捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

。
コ
メ
ス
教
授
の
発
表
に
関
説
し
た
の
は
、
教
授
の
方
法
論
の
中
に
グ
リ

ッ
フ
ィ
ス
教
授
の
方
法
論
と
対
象
的
な
特
徴
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
一

方
は
今
や
一
国
を
代
表
す
る
学
者
と
し
て
、
他
方
は
新
進
気
鋭
の
学
者
と

し
て
、
今
後
の
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
学
を
推
進
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
二
人
の
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研
究
者
が
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
相
反
す
る
立
場
か
ら
方
法
論
に
関

す
る
示
唆
に
富
む
優
れ
た
論
攻
を
著
し
た
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
こ
と

で
あ
る
。
本
論
の
紹
介
を
割
愛
し
て
も
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
の
序
論
に
説

か
れ
る
方
法
論
を
紹
介
し
た
い
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

著
者
は
初
め
こ
の
研
究
を
、
瞑
想
行
に
関
し
て
イ
ン
ド
仏
教
に
於
い
て

な
さ
れ
た
議
論
を
、
歴
史
学
的
且
つ
経
典
解
釈
学
的
に
考
察
す
る
と
い
う

仕
方
で
遂
行
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
当
初
考
え
て
い
た

テ
ク
ス
ト
を
解
説
し
歴
史
的
に
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
収
ま
ら
ず
、

異
文
化
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
哲
学
的
思
索
を
事
と
す
る
研
究
と
な
る
に
至

っ
た
。
そ
れ
故
、
本
書
に
見
ら
れ
る
哲
学
的
思
索
は
、
理
性
的
思
考

（
３
は
○
口
農
ご
）
に
関
す
る
一
般
的
で
重
要
な
命
題
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
同
時
に
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
命
題
と
は
端
的
に

言
え
ば
、
哲
学
と
は
異
文
化
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
人
間
の
営
為
で
あ
り
、

そ
れ
は
い
か
な
る
文
化
で
あ
れ
そ
の
全
て
の
本
質
的
な
要
素
の
中
に
、
約

束
事
の
範
囲
を
同
じ
く
し
規
範
を
同
じ
く
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
約
束
事
と
規
範
と
は
、
西
洋
で
時
と

し
て
理
性
的
思
考
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
の
境
界
を
は
っ
き
り
定
め
る
も

の
で
あ
る
。

著
者
は
、
哲
学
を
こ
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
こ
と
が
、
哲
学
、
人
類
学
、

社
会
学
、
歴
史
学
（
殊
に
宗
教
史
学
）
、
文
芸
批
評
の
分
野
に
於
け
る
現

代
西
洋
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
の
権
威
者
た
ち
の
反
対
を
受
け
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
。
彼
が
自
分
の
考
え
方
に
異
を
唱
え
る
思
想

傾
向
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
知
識
社
会
学
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
と
ク
ワ
イ
ン
の
浅
薄
な
理
解
、
人
類
学
理
論
に
於
け
る
様
灸
な
相
対

主
義
へ
の
固
執
、
初
期
の
ク
ー
ン
や
フ
ア
イ
ヤ
ー
ベ
ン
卜
（
甸
男
①
国
胃
且
】

弓
・
嵐
）
を
め
ぐ
る
科
学
哲
学
の
分
野
に
お
け
る
喧
騒
な
議
論
、
あ
ら
ゆ

る
ジ
ャ
ン
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
脱
構
築
主
義
的
に
読
も
う
と
す
る
流
行
と
い

っ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
考
え
で
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
傾
向
が
寄
り
集

ま
っ
て
、
理
性
的
な
言
葉
に
よ
る
思
想
の
論
述
は
、
異
文
化
問
に
於
い
て

も
相
当
似
か
よ
っ
た
原
則
に
基
づ
き
且
つ
実
際
上
は
同
一
の
目
標
を
以
て

働
く
現
象
で
あ
り
、
異
文
化
間
の
交
流
や
評
価
の
た
め
に
比
較
的
直
接
的

な
仕
方
で
使
用
し
得
る
手
段
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示

唆
す
る
こ
と
す
ら
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
な
思
潮
を
産
み
出
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
著
者
の
現
代
欧
米
の
思
想
界
の
傾
向
に
対
す
る
強
い
批
判

が
読
み
取
れ
る
。
著
者
は
、
哲
学
的
な
見
解
や
議
論
は
文
化
を
異
に
す
る

場
合
に
も
評
価
の
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
強
固
な
認
識
に
立
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
二
十
世
紀
の
英
語
を
話
す
一
人
の
西

洋
人
で
あ
る
著
者
が
、
例
え
ば
五
世
紀
の
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
に
よ
る
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
の
著
作
や
思
考
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
哲
学
的
な
議
論
や

結
論
に
対
し
て
、
そ
れ
を
理
解
し
判
定
を
下
す
と
い
う
こ
と
が
理
論
的
に

は
可
能
な
こ
と
と
な
る
。

著
者
は
以
上
の
よ
う
な
確
認
に
基
づ
い
て
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も

自
己
の
文
化
と
は
離
れ
た
文
化
に
属
す
る
哲
学
的
な
議
論
に
対
し
て
は
、

そ
れ
を
歴
史
学
的
、
解
説
的
に
記
述
す
る
こ
と
を
捨
て
て
、
部
分
的
に
は

そ
れ
ら
に
対
し
て
判
定
を
下
す
こ
と
に
も
関
わ
る
よ
う
な
、
そ
れ
ら
の
議

論
の
分
析
的
批
判
的
な
研
究
へ
と
転
じ
て
い
く
こ
と
こ
そ
然
る
べ
き
こ
と

で
あ
り
、
仏
教
研
究
も
そ
う
あ
る
雫
へ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
そ

う
主
張
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
体
系
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
幾
つ
か
の
重
要
な
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
幾
つ
か
の
問
題

を
例
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
理
性
的
思
考
の
機
能
や
目
標
や
限
界
が
異
文

化
間
で
実
際
上
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
、

命
題
に
於
い
て
は
真
理
、
論
証
に
於
い
て
は
価
値
を
、
文
化
を
異
に
し
て

評
価
す
る
場
合
、
そ
の
評
価
が
偏
狭
さ
や
倣
慢
さ
の
陥
奔
を
免
れ
得
る
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
、
特
定
の
確
信
を
持
つ
た
め
の
偶
然
的
な
根
拠
と
そ

う
で
は
な
い
根
拠
と
の
区
別
は
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
理
想
的
に
は
体
系
的
に
解
決
さ
る
尋
へ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
多
元
論
的
見
解
に
固
執
す
る
人
女
の
反
論

に
正
し
く
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

本
書
で
は
そ
の
よ
う
な
過
大
な
問
題
に
答
え
る
代
わ
り
に
、
本
書
で
取

り
扱
う
資
料
中
の
議
論
と
結
論
を
批
判
的
に
評
価
し
よ
う
と
い
う
試
み
が

提
示
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
を
根
拠
と
し
て
物
事
の

規
準
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
論
議
が
、
異
文
化
間
の
哲
学
的
思
索
活
動
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
ふ
さ
わ
し
い
手
段
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
正
し

い
こ
と
の
間
接
的
な
証
拠
を
提
示
す
る
試
み
と
し
て
、
最
も
よ
く
理
解
さ

れ
る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
論
ず
る
よ
う
な
種
類
の
事
例
研
究
を
効
果
的

に
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
相
異
な
る
文
化
と
そ
の
理
性
的
思
索
の
規

準
は
元
来
同
じ
規
準
で
は
量
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
誤
り

で
あ
る
こ
と
を
必
然
的
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
の
が

著
者
の
考
え
で
あ
る
。

以
上
が
著
者
ポ
ー
ル
Ｊ
・
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
の
提
示
す
る
仏
教
研
究

の
方
法
論
で
あ
る
。
教
授
は
西
洋
の
仏
教
学
会
で
極
め
て
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
、
テ
ク
ス
ト
を
哲
学
的
に
真
蟄
に
取
り
扱
う
こ
と
を
拒
む
よ
う
な

〃
謙
虚
さ
″
を
拒
否
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

教
授
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
態
度
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
文
化
に
属

す
る
も
の
で
あ
れ
、
理
性
的
に
思
想
を
論
述
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
自

己
の
文
化
に
於
け
る
と
同
様
の
原
則
と
目
標
を
以
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
確
信
に
裏
づ
け
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
読
み
手
と
し
て
の
教
授
は
、
テ
ク
ス
ト
に
説
か
れ
る
物
事
に
関
し

て
理
性
的
に
規
準
を
確
立
し
て
い
く
よ
う
な
論
述
を
な
す
こ
と
が
、
文
化

を
異
に
す
る
哲
学
的
思
索
を
理
解
す
る
手
段
と
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
教
授
の
言
う
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
を
哲
学
的
に
真
筆
に
取
り
扱
う

こ
と
を
拒
む
よ
う
な
〃
謙
虚
さ
″
は
退
け
ら
る
雲
へ
き
で
あ
る
。
し
か
し
哲

学
的
に
テ
ク
ス
ト
を
取
り
扱
う
こ
と
、
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
に
説
か
れ
て
い

、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、

る
事
柄
に
理
性
的
に
規
準
を
設
け
て
い
く
と
い
う
行
為
は
、
何
に
よ
っ
て

そ
の
妥
当
性
を
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
思
想
を
理
性
的

に
言
葉
に
よ
っ
て
伝
達
す
る
と
い
う
行
為
は
、
教
授
の
言
う
よ
う
に
本
当

に
、
相
当
似
か
よ
っ
た
原
則
や
実
際
上
は
同
一
の
目
標
に
よ
っ
て
作
用
す

る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
教
授
の
言
う
よ
う

に
、
体
系
的
に
解
決
さ
る
ぺ
き
問
題
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
本
書

は
目
的
と
し
て
い
な
い
。
教
授
は
事
例
研
究
の
過
程
を
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
自
己
の
見
解
が
正
し
い
こ
と
の
具
体
例
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
教
授
の
論
証
過
程
を
追
っ
て
そ
の
見
解
の
当
否
を
そ
の
都
度

確
か
め
て
い
く
雫
へ
き
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
余
裕
は
な
い
。

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
一
方
に
於
い
て
ゴ
メ
ス
教
授
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た

よ
う
な
、
テ
ク
ス
ト
を
読
者
と
の
相
対
的
な
関
係
の
中
で
存
在
す
る
も
の

と
す
る
考
え
方
と
、
も
う
一
方
に
於
い
て
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
の
よ
う
に
、

64



そ
れ
に
対
し
て
理
性
的
に
規
準
を
確
立
し
て
ゆ
く
べ
き
対
応
物
と
し
て
客

観
的
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
考
え
方
と
の
、
そ
う
い
う
二
通
り
の
テ
ク

ス
ト
に
対
す
る
考
え
方
を
提
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
私
は
今
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
更
に
考
え
な
が
ら
改
め
て
本
論
を
読
み
返
し
て
み
よ
う
と
思

っ
て
い
る
。

（
一
九
八
七
年
九
月
五
日
脱
稿
）
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