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は
じ
め
に

中
島
敦
の
「
名
人
伝
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
し
か
も

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
が
精
密
な
読
み
込
み
と
詳
細
な
調
査
お
よ
び
筋
の
通
っ
た
論

理
で
語
ら
れ
て
お
り
、
門
外
漢
の
筆
者
は
「
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
」
と
読
む

こ
と
し
か
で
き
な
い	

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
務
校
の
授
業
で
『
列
子
』
に
触
れ
た

と
き
、「
名
人
伝
」
の
理
解
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
物
語
に
気
づ
い
た
。

「
名
人
伝
」
が
『
列
子
』
の
記
事
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
既
に
定
説
で
あ
る	

。

だ
と
す
れ
ば
『
列
子
』
の
な
か
の
そ
の
他
の
物
語
も
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と

は
十
分
推
測
で
き
る
。
こ
こ
に
挙
げ
る
物
語
は
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
そ
の

説
明
に
引
く
人
は
な
く
ま
た
触
れ
る
人
も
い
な
い
。
触
れ
る
人
す
ら
い
な
い
の

は
、
や
は
り
全
く
関
係
が
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
い
つ

か
は
ど
な
た
か
に
聞
い
て
い
た
だ
き
、
私
見
の
成
立
の
可
否
を
尋
ね
て
み
よ
う

と
思
っ
て
い
た
。
お
世
話
に
な
っ
た
日
語
日
文
学
科
の
先
生
方
が
今
年
度
で
御

退
職
と
聞
く
。
こ
の
機
会
に
未
熟
承
知
で
資
料
と
し
て
日
語
日
文
の
先
生
方
に

提
示
し
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い	

。

（
注
1
）

（
注
2
）

（
注
3
）

（
一
）

筆
者
が
提
示
す
る
物
語
は
、
中
島
が
『
名
人
伝
』
を
書
く
に
当
た
っ
て
参
考

に
し
た
で
あ
ろ
う
『
列
子
』
湯
問
篇
中
の
甘
蠅
・
飛
衛
・
紀
昌
の
物
語
の
後
に

馬
術
の
話
を
一
篇
お
い
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
近
接
し
て
い
る
の
で
、
中

島
が
『
列
子
』
閲
読
の
折
に
続
け
て
読
ん
だ
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
物
語
は
父
を
殺
害
し
た
黒
卵
と
い
う
男
に
、
宝
剣
を
借
り
て
復
讐
を
図

る
丘
来
丹
の
話
で
、
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

丘
来
丹
は
そ
の
父
を
黒
卵
と
い
う
男
に
私
怨
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
黒
卵
を

父
の
仇
と
し
て
我
が
手
で
屠
ら
ん
と
復
讐
の
意
気
込
み
に
燃
え
る
丘
来
丹
だ
っ
た

が
、
頑
丈
剛
健
な
身
体
を
持
つ
黒
卵
か
ら
す
る
と
ひ
よ
子
同
然
で
、
と
う
て
い
歯

が
立
ち
そ
う
も
な
い
。
友
人
の
申
他
と
い
う
者
に
相
談
す
る
と
、
孔
周
と
い
う
人

物
に
宝
剣
を
借
り
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
先
の
物
語
は
中
島
が
見
た

は
ず
の
漢
籍
国
字
解
全
書
の
漢
文
読
み
下
し
文
と
そ
こ
に
付
さ
れ
た
江
戸
の
儒

者
太
田
玄
九
の
講
述
文
を
（　

）
の
中
に
入
れ
て
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う	

。

申
他
曰
く
、
吾
聞
く
衛
の
孔
周
其
の
祖
殷
帝
の
寳
劔
を
得
た
り
、
一
童
子
之

（
注
4
）

「
名
人
伝
」
小
考

『
列
子
』
湯
問
篇
孔
周
所
蔵
宝
剣
の
形
象
を
用
い
て

甲

斐

勝

二
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を
服
れ
ば
三
軍
の
衆
を
却し
り
ぞく
、
奚
ん
ぞ
請
わ
ざ
る
焉
（
申
他
重
ね
て
我
れ

き
き
た
る
こ
と
あ
り
、
衛
國
の
孔
周
と
云
も
の
の
先
祖
は
殷
の
天
子
の
寳

劔
を
つ
た
へ
得
た
り
、
三
尺
の
童
子
と
云
へ
ど
も
こ
の
劔
を
帯
す
れ
ば
三

軍
の
大
勢
を
一
人
に
て
追
退
け
る
、
こ
の
劔
を
借
り
て
こ
ぬ
ぞ
）、

來
丹
遂
に
衛
に
適
て
孔
周
に
見
え
、
僕
御
の
禮
を
執
り
、
請
ふ
て
先
づ
妻
子

を
納
し
、
後
に
欲
す
る
所
言
ふ
（
そ
こ
で
來
丹
は
衛
の
國
に
ゆ
き
孔
周
に

逢
ひ
、
主
人
の
如
く
た
つ
と
び
、
先
づ
我
が
妻
子
を
人
質
の
如
く
孔
周
が

家
に
入
れ
て
其
後
に
思
ふ
處
を
云
で
あ
る
）、

孔
周
曰
く
、
吾
に
三
劔
有
り
、
唯
に
子
の
擇
ぶ
所
の
ま
ま
な
り
、
皆
な
人
を

殺
す
こ
と
能
は
ず
、
且し

ば
し先
づ
其
の
状
を
言
は
ん
（
孔
周
其
志
し
を
感
じ
て

吾
に
三
ふ
り
の
劔
が
あ
る
、
い
づ
れ
な
り
と
も
望
み
に
ま
か
せ
て
や
ら
う
、

去
れ
ど
も
こ
の
三
劔
は
ど
れ
も
殺
す
こ
と
は
な
ら
ぬ
、
先
ず
わ
ざ
ま
え
を

云
は
ん
）、

一
を
含
光
と
曰
、
之
を
視
る
に
見
る
べ
か
ら
ず
、
之
を
運
す
る
に
有
る
こ
と

を
知
ら
ず
、
其
の
觸
る
る
所
や
、
泯
然
と
し
て
際
無
し
、
物
に
經ふ

れ

て
物
覚

え
ず
（
含
光
と
云
劔
は
ぬ
い
て
み
る
に
あ
る
や
ら
な
い
や
ら
一
向
み
え
ぬ
、

運
す
と
は
ふ
り
ま
は
し
て
み
る
こ
と
、
ふ
り
ま
は
す
に
物
は
あ
れ
ど
も
形

は
み
え
ぬ
、
打
ち
か
け
て
ふ
る
る
處
ま
ふ
た
つ
に
切
れ
ば
切
る
れ
ど
も
泯

然
と
し
て
切
り
口
が
な
い
、
物
に
ふ
れ
身
に
あ
た
り
て
も
痛
く
も
痒
く
も

少
し
も
お
ぼ
え
が
な
い
）、

二
を
承
影
と
曰
ふ
、
將
に
旦あ

け
ん
と
昧
爽
の
交あ
は
い、

日
夕
昏
明
の
際あ
い

だ
、
北
面

し
て
之
を
察
る
に
、
淡え

ん
え
ん淡

焉
と
し
て
、
物
の
存
す
る
こ
と
有
る
が
若
し
、

其
の
状
を
識
す
る
こ
と
莫
し
（
承
影
と
云
劔
は
夜
の
あ
け
ん
と
す
る
時
く

ら
き
と
あ
ざ
や
か
と
の
あ
は
ひ
、
又
日
の
入
ら
ん
と
し
て
入
り
き
ら
ぬ
時

日
暮
に
は
北
に
向
、
然
れ
ば
明
旦
に
は
南
に
向
ふ
こ
と
知
る
べ
し
、
夕
に

北
と
云
て
旦
に
南
と
云
は
ぬ
は
文
を
省
い
た
も
の
ぢ
ゃ
、
古
文
の
目
の
付

処
で
あ
る
、
日
か
げ
を
受
て
よ
く
よ
く
み
れ
ば
淡
々
と
な
に
や
ら
み
ゆ
る

や
う
な
れ
ど
も
聢し

か

と
形
は
見
え
ぬ
）、

其
の
觸
る
る
所
や
、
竊
竊
然
と
し
て
聲
有
り
、
物
に
經
れ
て
物
疾
ま
ざ
る
也

（
こ
の
劔
に
て
切
れ
ば
音
が
す
る
、
竊
竊
は
き
る
音
ぢ
ゃ
、
音
の
す
る
ほ
ど

す
つ
ぱ
り
切
れ
て
少
し
も
い
た
ま
ぬ
）、

三
を
宵
練
と
曰
ふ
、
晝
に
方あ

た
りて
は
則
ち
影
を
見
て
光
を
見
ず
、
夜
に
方あ
た
りて
は

光
を
見
て
形
を
見
ず
（
宵
練
は
ひ
る
み
れ
ば
劔
の
か
げ
ば
か
り
み
え
て
ひ

か
ひ
か
と
は
せ
ぬ
、
よ
る
み
れ
ば
ひ
か
り
ひ
か
り
し
た
ば
か
り
で
、
是
れ

も
形
は
み
え
ぬ
）、

其
の
物
に
触
る
る
や
、
騞く

わ
く然
と
し
て
過
ぐ
、
隨
し
た
が
ひて
過
ぎ
隨
て
合
う
、
疾
こ
と

を
覚
れ
ど
も
刄は

に
血ち
ぬ
らさ
ず
焉
（
こ
の
劔
に
て
き
れ
ば
騞
然
が
は
り
と
音
が

し
て
切
れ
る
、
過
る
と
は
水
も
た
ま
ら
ず
き
れ
る
を
云
、
隨
過
と
云
は
打

か
く
れ
ば
す
ば
り
と
き
れ
、
切
て
し
ま
え
ば
直
に
い
え
合
ふ
を
云
、
痛
め

ど
も
血
の
出
る
な
ど
と
云
こ
と
は
な
い
、
こ
の
劔
を
來
丹
が
う
け
た
下
な

る
も
の
ぢ
ゃ
）、

此
の
三
寶
は
之
を
傳
る
こ
と
十
三
世
矣
、
而
し
て
事
に
施
す
こ
と
無
し
、
匣

し
て
之
を
蔵
む
、
未
だ
嘗
て
封
を
啓
か
ず
（
こ
の
三
ふ
り
の
寳
劔
は
傳
來

す
る
こ
と
十
三
代
に
及
べ
ど
も
人
を
切
た
こ
と
も
な
く
、
匣は

こ

に
入
れ
た
ま

ま
つ
い
に
封
を
き
ら
ぬ
）、

來
丹
曰
く
、
然
り
と
雖
も
吾
必
ず
其
の
下
れ
る
者
を
請
ん
（
大
切
の
寳
劔
で

は
ご
ざ
れ
ど
も
中
で
い
つ
ち
次
ぎ
な
御
劔
を
申
し
う
け
た
い
）、

孔
周
乃
ち
其
の
妻
子
を
歸
へ
し
、
與
に
齋
す
る
こ
と
七
日
、
晏
陰
の
間
だ
跪

て
其
の
下
劔
を
授
く
（
孔
周
は
そ
こ
で
來
丹
が
妻
子
を
か
へ
し
と
も
に
精

進
潔
齋
す
る
こ
と
七
日
の
後
に
、
日
く
れ
晏
陰
の
く
ら
が
り
に
て
正
坐
し
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て
宵
練
の
下
劔
を
來
丹
に
さ
づ
け
あ
た
ふ
）、

來
丹
再
拝
し
之
を
受
け
以
て
歸
る
（
來
丹
こ
の
劔
を
う
け
て
家
に
か
へ
り
）、

來
丹
遂
に
劔
を
執
て
黑
卵
に
従
ふ
（
そ
れ
よ
り
劔
を
提
て
黑
卵
を
つ
け
ね
ら

ふ
）、

時
に
黑
卵
之
酔
ひ
て
牅
下
に
偃ふ

せ
るを
、
頸く
び

自
り
腰
に
至
る
ま
で
三
つ
に
之
を
斬

る
（
或
る
時
に
黑
卵
が
ま
ど
の
下
に
酒
に
ゑ
ひ
て
寝
て
ゐ
る
を
首
か
ら
腰

ま
で
三
つ
に
切
る
）、

黑
卵
覚
え
ず
（
去
れ
ど
も
黑
卵
は
少
し
も
お
ぼ
え
ず
）、

來
丹
黑
卵
が
之
死
せ
り
と
以お

も

ひ
趣は
し
りて
退
く
、
黑
卵
の
子
に
門
に
遇
ふ
、
之
を

擊
つ
三
下
す
る
に
虛
を
投
へ
る
が
如
し
（
來
丹
は
黑
卵
が
死
せ
り
と
思
て

走
て
立
ち
の
く
時
に
門
に
て
黑
卵
が
子
に
逢
ひ
た
る
、
三
つ
に
切
る
に
な

に
も
な
い
處
を
打
つ
や
う
で
あ
る
）、

黑
卵
が
子
方ま

さ

に
笑
て
曰
く
、
汝
何
を
蚩あ
ざ
けり
三
た
び
予
を
招
く
（
黑
卵
が
子
笑

て
汝
は
な
に
ゆ
ゑ
我
を
ば
か
に
し
て
三
度
招
く
と
云
）、

來
丹
劔
の
人
を
殺
す
こ
と
能
は
ざ
る
を
知
る
や
、
嘆
て
歸
る
（
扨
は
こ
の
劔

に
て
は
人
を
殺
し
敵
を
討
つ
こ
と
は
な
ら
ぬ
と
な
げ
い
て
か
へ
る
）
…
…

以
下
略
、

申
他
の
提
示
し
た
孔
周
所
蔵
の
宝
剣
は
殷
の
皇
帝
か
ら
伝
わ
る
名
剣
で
「
一

童
子
之
を
服
す
れ
ば
三
軍
の
衆
を
却
り
ぞ
け
ん
（
三
尺
の
童
子
と
云
へ
ど
も
こ

の
剣
を
帯
す
れ
ば
三
軍
の
大
勢
を
一
人
に
て
追
退
け
る
）」
ほ
ど
の
力
量
が
あ
る

と
聞
く
も
の
だ
。
さ
れ
ば
と
来
丹
は
、
妻
子
を
人
質
に
し
て
孔
周
に
宝
剣
を
借

り
に
行
く
。
い
か
に
頑
強
な
身
体
の
黒
卵
で
も
こ
の
剣
を
使
え
ば
難
な
く
斬
り

捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
孔
周
所
蔵

の
三
振
り
の
宝
剣
は
、
ど
れ
も
が
切
れ
す
ぎ
て
身
体
を
す
り
抜
け
る
ば
か
り
で

分
割
が
で
き
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
形
体
す
ら
あ
る
や
な
し
や
の
代
物
で
あ
っ

た
。
そ
の
宝
剣
は
剣
と
し
て
の
機
能
を
突
き
詰
め
た
結
果
薄
く
な
り
す
ぎ
た
の

で
あ
る
。
来
旦
は
そ
れ
で
も
と
そ
の
一
振
り
を
借
り
、
黒
卵
や
そ
の
子
を
襲
っ

て
確
か
に
体
を
三
つ
に
斬
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
相
手
に
は

斬
ら
れ
た
こ
と
す
ら
気
づ
か
れ
ず
た
め
息
を
つ
い
て
帰
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
話
の
主
題
が
宝
剣
の
存
在
に
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
筆
者
が
注
目

す
る
の
は
こ
の
宝
剣
の
形
象
で
あ
る
。
こ
の
宝
剣
は
、
武
器
の
剣
で
あ
り
な
が

ら
武
器
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
宝
剣

た
る
所
以
は
、
剣
と
し
て
の
機
能
を
突
き
詰
め
、
も
は
や
形
而
上
的
存
在
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

剣
と
い
う
も
の
は
、
武
器
と
し
て
は
人
を
斬
り
、
物
を
切
る
道
具
で
あ
り
、

切
り
分
け
る
の
が
そ
の
機
能
で
あ
る
。
使
用
者
の
剣
に
求
め
る
の
は
こ
こ
に
あ

る
は
ず
だ
。
切
り
分
け
る
た
め
に
は
、
鋭
い
刃
が
必
要
だ
。
そ
の
鋭
さ
は
ど
こ

か
ら
来
る
か
、
そ
れ
は
刃
の
薄
さ
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
刃
は
研
が
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
研
い
で
磨
い
て
薄
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
よ
く
切
れ
る
、
と
は
誰

も
が
考
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
や
っ
て
、
徹
底
的
に
薄
く
し
て
し
ま
い
、
向

こ
う
の
風
景
が
透
き
通
っ
て
見
え
ほ
ど
に
仕
上
げ
ら
れ
た
の
が
こ
の
宝
剣
で
あ

る
。
ま
こ
と
に
技
術
の
粋
を
尽
く
し
た
宝
剣
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、

そ
れ
ほ
ど
薄
く
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
物
で
も
す
い
す
い
と

力
も
入
れ
ず
に
切
れ
る
は
ず
だ
。
だ
と
す
れ
ば
子
供
で
も
大
軍
を
追
い
返
せ
る

に
違
い
な
い
。
振
り
回
す
だ
け
で
兵
士
の
鎧
で
も
兜
で
も
触
れ
る
先
か
ら
ス
パ

ス
パ
と
切
れ
る
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
宝
剣
の
話
か
ら
「
一

童
子
之
を
服
す
れ
ば
三
軍
の
衆
を
却
り
ぞ
け
ん
」
と
い
う
伝
聞
が
広
が
る
こ
と

も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
宝
剣
は
切
れ
味
を
追
求
し
て
薄

く
研
が
れ
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
人
体
を
す
り
抜
け
て
し
ま
う
ほ
ど
薄
く
な
っ
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て
し
ま
い
、
切
る
こ
と
は
で
き
て
も
分
割
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
現

代
物
理
学
の
常
識
か
ら
し
て
こ
れ
が
実
際
に
可
能
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と

は
い
え
、『
列
子
』
が
書
か
れ
た
当
時
の
認
識
で
は
こ
の
よ
う
な
想
定
も
許
さ
れ

た
の
だ
ろ
う	
。
剣
の
形
は
か
ろ
う
じ
て
と
ど
め
て
い
て
も
、
こ
れ
で
果
た
し
て
剣

と
呼
べ
る
か
ど
う
か
。
持
ち
主
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
代
々
伝
わ
る
宝
剣
と

し
て
蔵
し
な
が
ら
も
実
用
の
剣
と
し
て
使
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
宝
剣
の
話
は
、
そ
の
事
物
が
持
つ
機
能
や
能
力
を
論
理
的
に
と
こ
と
ん

突
き
詰
め
る
と
、
そ
の
結
果
ど
こ
ま
で
行
っ
て
し
ま
う
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
世

間
が
ど
う
見
て
し
ま
う
の
か
を
伝
え
る
寓
話
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

筆
者
に
は
こ
の
宝
剣
と
そ
の
周
囲
の
期
待
の
有
り
様
が
、
弓
や
そ
の
使
い
方
す

ら
忘
れ
て
し
ま
っ
た
「
名
人
」
紀
昌
の
姿
と
、
そ
の
紀
昌
に
絶
妙
の
射
術
を
期

待
す
る
世
間
と
の
関
係
描
写
に
重
な
っ
て
な
ら
な
い	
。
そ
こ
で
、
こ
の
宝
剣
の
形

象
を
中
島
が
考
え
て
い
た
具
体
的
な
「
名
人
」
の
姿
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
、

こ
の
物
語
を
考
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
の
が
拙
論
の
も
く
ろ
み
で
あ
る
。

（
二
）

名
人
伝
は
四
段
に
分
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
一
段
か
ら
三
段
ま
で
は
、
天
下

唯
一
の
弓
の
名
人
を
め
ざ
す
紀
昌
の
貪
欲
な
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
概
ね

『
列
子
』
の
中
の
物
語
を
素
材
に
し
て
、
が
む
し
ゃ
ら
に
射
の
技
術
の
向
上
を
求

め
る
愚
直
過
ぎ
る
ほ
ど
の
紀
昌
の
描
写
で
話
が
進
む
。
第
三
段
ま
で
の
理
解
で

は
研
究
者
間
の
視
点
の
差
異
は
少
な
い
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
が
、
四
段
目
、
九
年
の
修
行
を
経
て
山
か
ら
邯
鄲
に
お
り
て
き
た
紀

昌
の
変
化
を
ど
う
考
え
る
か
に
な
る
と
視
点
が
大
き
く
分
か
れ
て
く
る
。
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
紀
昌
の
姿
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
名
人
伝
」

（
注
5
）

（
注
6
）

の
理
解
に
も
違
い
が
現
れ
て
い
る
。

例
え
ば
小
檜
山
氏
は
「
紀
昌
が
名
人
で
は
な
く
た
だ
の
愚
夫
と
な
っ
て
戻
っ

て
き
た
」
と
解
釈
し
、「
芸
術
と
い
う
狂
気
の
世
界
に
飛
び
込
ん
だ
果
て
に
人
間

性
を
喪
失
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」
と
、
芸
術
追
求
者
の
観
点
か
ら
論
じ
、

実
際
は
名
人
に
は
な
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
る	

。

一
方
富
谷
氏
は
紀
昌
に
列
子
に
い
う
最
高
の
境
地
「
至
人
」
へ
の
変
化
を
認

め
、
闘
鶏
に
お
い
て
す
べ
て
の
鶏
を
戦
わ
ず
お
い
か
え
す
絶
対
勝
者
と
し
て
の

木
鶏
の
ご
と
き
名
人
（
至
人
）
の
姿
を
紀
昌
に
見
よ
う
と
す
る	

。

も
し
こ
こ
で
、
先
掲
の
宝
剣
の
姿
を
「
名
人
」
の
具
体
的
な
例
と
み
な
し
、

こ
れ
に
紀
昌
を
重
ね
て
読
む
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
弓
す
ら
も
忘
れ
て
し
ま
っ

た
射
手
の
紀
昌
は
、
射
の
権
化
や
闘
鶏
の
領
域
に
君
臨
す
る
木
鶏
の
域
す
ら
越

え
て
、
も
は
や
世
間
の
考
え
る
射
手
と
し
て
は
実
際
の
役
に
立
た
な
い
高
み
に

ま
で
到
達
し
た
者
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
紀
昌
を
扱
お
う
と
中
島
は
考
え

て
い
た
と
推
察
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
富
谷
氏
が
い
う
「
至
人
」
で

あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
さ
に
「
そ
の
道
の
深
奥
を
極
め

た
者
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
に
は
世
間

が
そ
の
物
を
そ
の
物
と
し
て
い
た
機
能
は
既
に
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に

挙
げ
た
宝
剣
同
様
、
射
手
の
名
は
残
し
な
が
ら
も
、
既
に
世
に
期
待
さ
れ
る
射

手
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
姿
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
世
間
的
評
価
基
準
で

見
る
な
ら
ば
、
小
檜
山
氏
の
い
う
「
た
だ
の
愚
夫
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
紀
昌
を
中
島
は
ど
う
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

こ
こ
か
ら
も
作
家
中
島
へ
の
理
解
か
ら
意
見
が
分
か
れ
る
だ
ろ
う
が
、
筆
者
は

個
人
の
め
ざ
す
芸
道
と
世
間
の
期
待
と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
は
別
物
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
世
間
が
期
待
す
る
芸
道
と
芸
道
自
身
は
最
終
的
に
は
別
物
と
し
て
存
在

す
る
も
の
だ
と
い
う
視
点
を
そ
こ
に
読
み
と
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

（
注
7
）

（
注
8
）
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甘
蠅
の
下
で
の
修
行
を
終
え
山
か
ら
お
り
た
紀
昌
を
「
名
人
」
と
評
し
た
の
は

飛
衛
で
あ
っ
た
。
こ
の
飛
衛
は
紀
昌
に
様
々
な
射
の
芸
を
教
え
、
射
の
実
用
性

の
中
に
止
ま
り
な
が
ら
も
、
甘
蠅
の
存
在
も
知
る
よ
う
に
、
そ
の
芸
の
世
界
で

は
第
一
級
の
達
人
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
「
射
」
の
芸
を
突
き
詰
め
れ
ば
ど
う

な
る
か
に
気
づ
い
て
い
て
も
お
か
し
く
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
飛
衛

が
紀
昌
を
「
之
で
こ
そ
天
下
の
名
人
だ
」
と
呼
ん
だ
と
き
、
周
囲
の
聴
衆
は
「
百

歩
を
隔
て
て
柳
葉
を
射
る
に
百
発
百
中
す
る
」
と
い
う
飛
衛
を
越
え
る
絶
妙
の

射
技
を
見
せ
て
く
れ
る
名
人
と
し
て
理
解
し
た
。
こ
う
し
て
世
間
で
は
そ
の
到

達
点
が
も
た
ら
す
結
果
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
短
絡
的
に
名
人
の
名
に
相
応
し
い
芸

を
期
待
し
、
様
々
な
噂
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
先
掲
の
実
用
の
役
に
立

た
ぬ
宝
剣
が
、「
一
童
子
之
を
服
す
れ
ば
三
軍
の
衆
を
却
り
ぞ
け
ん
」
と
い
う
評

判
を
伝
え
る
の
と
同
様
な
事
態
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
す
れ
違
い

を
諧
謔
的
な
寓
話
と
し
て
書
い
た
の
が
、
こ
の
「
名
人
伝
」
だ
と
考
え
る
こ
と

も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

念
の
た
め
述
べ
て
お
け
ば
、
紀
昌
が
甘
蠅
の
下
で
行
っ
た
九
年
の
修
行
で
ど

ん
な
修
行
を
し
た
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
問
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
宝
剣
の

例
を
例
に
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
向
こ
う
が
透
け
て
見
え
る
ほ
ど
薄
く
研
ぎ

上
げ
る
た
め
に
は
ど
こ
か
で
現
実
実
用
の
次
元
か
ら
別
の
次
元
に
飛
躍
す
る
必

要
が
あ
る
。
同
様
に
紀
昌
が
到
達
し
た
境
地
も
、
現
実
の
階
梯
を
踏
ん
で
到
達

で
き
る
も
の
で
は
な
く
ど
こ
か
で
飛
躍
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
時
間

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な

手
法
は
一
見
荒
唐
無
稽
の
話
を
用
い
て
真
理
を
語
ろ
う
と
す
る
寓
話
の
中
に
は

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る	

。

（
注
9
）

（
三
）

こ
の
す
れ
違
い
を
描
い
た
寓
話
は
中
島
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の

か
。
当
時
の
中
島
は
こ
の
よ
う
な
す
れ
違
い
、
あ
る
い
は
ず
れ
と
い
う
も
の
を

か
な
り
意
識
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
は
類
似
の

思
考
法
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
章
魚
木
の
下
で
」
の
中
に
見
い
だ
せ
る

か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
類
似
の
意
識
を
指
摘
で
き
る
な
ら
仮
説
を
用
い
た

先
の
私
見
も
妥
当
性
を
い
さ
さ
か
増
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
章
魚
木
の
下
で
」
は
南
洋
か
ら
東
京
に
戻
っ
て
き
た
折
の
中
島
の
心
情
を
記

す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
帰
国
後
に
感
じ
た
当
時
の
日
本
の
文
学
状
況
と

自
分
の
考
え
る
文
学
と
の
ず
れ
を
「
南
洋
呆
け
し
て
粗
雑
に
な
っ
た
私
の
頭
に

は
、
稍
々
微
妙
に
過
ぎ
難
解
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
で
は
な
か
っ
た
」
と

記
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
ど
う
や
ら
当
時
の
文
壇
に
流
れ
て
い
た
時
局
的

色
彩
を
盛
っ
た
作
品
を
書
き
、
国
家
的
目
的
の
遂
行
に
応
ず
べ
し
と
い
う
気
風

に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る	

。
中
島
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

	

と
に
も
か
く
に
も
其
等
の
文
章
を
通
じ
て
、
文
学
を
す
る
者
に
と
っ
て
の

現
在
の
問
題
と
い
う
も
の
が
朧
げ
な
が
ら
判
っ
て
は
来
た
。
…
…（
私
は
）

戦
争
は
戦
争
、
文
学
は
文
学
。
全
然
別
の
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
だ
。

…
…
書
く
も
の
の
中
に
時
局
的
色
彩
を
盛
ら
う
と
考
へ
た
こ
と
も
な
く
、

ま
し
て
、
文
学
な
ど
と
い
ふ
も
の
が
国
家
的
目
的
に
役
立
た
せ
ら
れ
得
る

も
の
と
は
考
へ
も
し
な
か
っ
た
。
…
…
其
の
程
度
の
ボ
ン
ヤ
リ
し
た
考
へ

で
東
京
へ
出
て
来
た
も
の
だ
か
ら
、
種
々
な
微
妙
複
雑
な
問
題
の
氾
濫
に

す
っ
か
り
吃
驚
し
た
の
で
あ
る
。

（
注
10
）
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驚
き
な
が
ら
も
中
島
は
、
文
学
の
活
動
と
、
世
間
が
求
め
る
效
用
と
の
間
に
線

を
引
こ
う
と
す
る
。

　
　

	

文
学
者
の
学
問
や
知
識
に
よ
る
文
化
啓
蒙
運
動
が
役
に
立
っ
た
り
、
文
学

者
の
古
典
解
説
や
報
道
文
作
製
術
が
役
に
立
っ
た
り
す
る
の
は
、
之
は
文

学
の
效
用
と
い
っ
て
良
い
も
の
か
ど
う
か
。
…
…
斯
う
い
ふ
粗
い
考
え
方

は
余
り
に
文
学
を
見
縊
っ
た
よ
う
に
見
え
る
だ
ら
う
か
。
私
自
身
と
し
て

は
毛
頭
そ
ん
な
つ
も
り
は
無
い
。
却
っ
て
文
学
を
高
い
所
に
置
い
て
ゐ
る

が
故
に
、
此
の
世
界
に
於
け
る
代
用
品
の
存
在
を
許
し
た
く
な
い
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。

中
島
に
し
て
み
れ
ば
、
文
学
の
活
動
は
時
勢
が
作
家
達
に
求
め
る
文
化
啓
蒙

運
動
や
古
典
解
説
、
報
道
文
製
作
と
い
っ
た
技
術
を
越
え
た
高
み
に
あ
っ
た
。

従
っ
て
文
学
を
す
る
者
は
そ
の
文
学
の
完
成
を
め
ざ
せ
ば
好
く
、
時
勢
の
要
望

に
従
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
作
品
と
文
壇
と
の
関
係
は
、「
名
人
伝
」
の
中
に
み
え
る
そ
れ
自
身
で
完

成
し
も
は
や
世
間
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
は
し
な
い
し
で
き
な
い
紀
昌
と
、
そ

の
芸
の
完
成
を
彼
ら
の
期
待
の
実
現
を
導
く
も
の
と
考
え
て
高
い
評
価
を
勝
手

に
与
え
る
周
囲
の
人
々
や
画
家
・
武
士
達
、
そ
の
間
に
一
線
を
引
く
と
い
う
考

え
方
に
類
似
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
ち
ろ
ん
「
名
人
伝
」
の
紀
昌
は
か

な
り
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
中
島
の
考
え
る
文
学
活
動

の
位
置
づ
け
を
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、

筆
者
に
は
、
こ
の
二
つ
の
分
野
に
起
き
得
る
関
係
へ
の
視
点
を
、
中
島
は
「
章

魚
木
の
下
で
」
で
は
控
え
め
に
書
き
、「
名
人
伝
」
で
は
そ
の
関
係
を
一
般
化
し

揶
揄
も
含
め
て
寓
話
化
し
て
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
名
人
伝
」
の
具
体
的
な
構
想
や
執
筆
は
「
章
魚
木
の
下
で
」
よ
り
も
数
ヶ
月

前
に
は
始
ま
っ
て
い
た
は
ず
だ
が	

、「
章
魚
木
の
下
で
」
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、

こ
の
問
題
は
南
洋
に
い
た
頃
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る	

。
そ
れ
に
よ
る

と
当
時
は
文
学
の
「
実
用
」
を
巡
っ
て
未
だ
に
逡
巡
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

の
だ
が
、「
名
人
伝
」
の
中
に
描
か
れ
た
紀
昌
と
そ
れ
を
巡
る
世
間
と
の
関
係
を

見
る
か
ぎ
り
、
中
島
の
胸
の
内
で
は
結
論
は
す
で
に
出
て
い
よ
う
で
あ
る
。
こ

れ
を
橋
本
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る	

。

　
　

	

少
な
く
と
も
「
戦
争
」
と
「
文
学
」
と
の
関
係
性
に
対
す
る
中
島
の
基
本

的
な
考
え
方
は
一
貫
し
て
い
た
。「
戦
争
」
と
「
文
学
」
と
を
明
確
に
分
離

す
る
こ
と
で
、
時
局
に
与
し
な
い
「
ほ
ん
も
の
」
の
文
学
を
希
求
し
た
帰

国
後
の
中
島
は
、
戦
時
下
の
阿
諛
迎
合
風
潮
の
中
、「
文
学
」
の
真
価
を
見

極
め
る
「
曇
り
の
な
い
眼
」
に
よ
っ
て
、
南
洋
を
舞
台
と
す
る
作
品
や
中

国
古
典
を
素
材
と
す
る
作
品
世
界
に
向
き
合
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

終
わ
り
に

以
上
こ
れ
ま
で
頭
の
隅
で
気
に
な
っ
て
い
た
「
名
人
伝
」
を
巡
っ
て
私
見
を

書
き
付
け
て
み
た
。
自
分
な
り
の
考
察
の
手
順
を
踏
ん
だ
つ
も
り
だ
が
、
結
論

自
体
は
ど
な
た
か
の
説
を
言
い
換
え
た
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気

も
す
る
。
先
生
方
の
御
指
正
を
お
待
ち
し
た
い
。

注

（
1
）	

「
名
人
伝
」
の
最
近
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
中
野
和
典
「
空
所
の
意
味
Ⅱ

（
注
11
）

（
注
12
）

（
注
13
）
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―
中
島
敦
「
名
人
伝
」
と
「
山
月
記
」
―
」（
叙
説
Ⅲ－

17
花
書
院
二
〇
二

〇
・
一
）
を
参
照
し
、
他
の
論
考
の
先
行
研
究
の
記
述
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
2
）	
佐
々
木
充
「
名
人
伝
」
―
中
島
敦
・
中
国
古
典
取
材
作
品
研
究
（
三
）
参
照
。

（
3
）	

福
岡
大
学
日
語
日
文
学
科
の
今
年
度
退
職
さ
れ
る
先
生
方
に
は
長
い
間
大
変
お

世
話
に
な
っ
た
。
本
来
日
本
の
近
現
代
文
学
に
は
疎
遠
な
筆
者
が
、
批
判
を
承

知
で
「
名
人
伝
」
に
つ
い
て
こ
こ
に
私
論
を
示
そ
う
と
す
る
の
は
、
学
恩
に
少

し
で
も
報
え
れ
ば
、
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
山
田
洋
嗣
先
生
に

は
、
大
い
に
助
け
て
い
た
だ
い
た
。
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
投

稿
を
許
し
て
い
た
だ
い
た
日
語
日
文
学
科
の
先
生
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
4
）	

参
考
「
中
島
敦
『
名
人
伝
』
の
構
造
」
新
井
通
郎
（
二
松
学
舎
大
学
論
叢
第
70

輯
二
〇
〇
三
・
三
）。
テ
キ
ス
ト
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
よ
り
、
訓
読
や
表
記
は
基
本
的
に
原
文
に
従
い
、
読
み
を
補
っ
た
。

（
5
）	

列
子
の
物
語
の
中
に
は
、
当
時
の
科
学
認
識
を
反
映
す
る
よ
う
な
話
も
あ
る
。
例

え
ば
人
造
人
間
の
話
が
出
て
く
る
。
体
の
要
素
を
そ
っ
く
り
ま
ね
し
て
作
り
そ

れ
を
組
み
立
て
る
と
人
間
同
様
に
行
為
し
人
間
同
様
の
心
ま
で
持
つ
人
形
の
話

で
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
の
作
っ
た
怪
物
と
類
似
す
る
話
だ
が
、
こ

れ
な
ど
は
臓
器
と
臓
器
の
間
に
隙
間
や
つ
ぎ
め
が
あ
り
、
そ
れ
が
組
み
合
っ
て

人
は
で
き
て
い
る
も
の
だ
と
当
時
の
人
々
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る

も
の
で
あ
る
。『
列
子
』
に
出
て
く
る
物
語
は
、
現
実
の
事
象
が
観
念
的
に
仕
上

げ
ら
れ
、
論
理
的
に
突
き
詰
め
て
行
く
内
に
現
実
の
描
写
が
い
つ
の
間
に
か
意

識
や
観
念
の
み
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
世
界
（
現
代
的
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
仮
想
世
界
）
へ
と
導
か
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
る
。
こ
の
宝
剣
の
話
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
宝
剣
は
、
唐
の

盧
重
玄
の
理
解
に
依
れ
ば
、
道
に
至
っ
た
人
物
と
同
様
の
も
の
に
見
な
さ
れ
て

い
る
。（『
列
子
集
釈
』（
楊
伯
竣
・
中
華
書
局
・
一
九
七
九
・
一
〇
）

（
6
）	

奥
野
氏
が
「
名
人
」
に
な
っ
て
か
え
っ
て
き
た
後
の
世
間
の
諧
謔
的
な
描
写
に

つ
い
て
「
世
俗
に
向
け
ら
れ
た
風
刺
は
紀
昌
の
至
り
つ
い
た
独
自
な
名
人
の
境

地
を
否
定
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
補
強
し
て
さ
え
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
弓
の
名
人
が
事
実
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
論
理
と
し
て
あ

り
得
る
と
い
う
の
が
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
語
っ
て

い
る
の
は
、
こ
の
宝
剣
の
存
在
と
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆

す
る
も
の
で
は
な
い
か
（
奥
野
政
元
『
中
島
敦
論
考
』
第
十
三
章　

桜
風
社　

Ｓ

六
〇
・
四
）。

（
7
）	

小
檜
山
耕
二
「
芸
術
家
の
覚
悟
・「
名
人
伝
」
論
」『
都
大
論
究
』
四
一
号　

二

〇
〇
四
年
六
月
）
参
照
。
小
生
の
『
列
子
』
の
理
解
に
よ
れ
ば
、『
列
子
』
の
説

く
世
界
は
世
間
一
般
の
人
間
に
と
っ
て
は
「
仮
想
」
の
世
界
に
近
似
す
る
。
そ

の
「
仮
想
」
こ
そ
「
真
実
」
な
の
だ
と
示
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
『
列
子
』
の

思
想
が
あ
る
。
列
子
が
引
く
物
語
に
も
そ
れ
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
話
が
多
い
。

従
っ
て
、「
真
の
名
人
に
な
っ
た
か
否
か
」
の
問
題
は
世
間
の
一
般
常
識
的
な
名

人
芸
を
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
と
て
も
名
人
と
は
呼
べ
な
い
が
、
列
子
的
な
視

点
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
を
名
人
（
至
人
）
と
よ
ぶ
事
に
不
思
議
は
な
い
。

（
8
）	

冨
谷
至
『
四
字
熟
語
の
中
国
史
』
岩
波
新
書
新
赤
版
一
三
五
二
、
八
六
頁
（
二

〇
一
二
・
二
）　

な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
野
和
典
「
空
所
の
意
味
Ⅱ

―
中
島
敦
「
名
人
伝
」
と
「
山
月
記
」
―
」（
叙
説
Ⅲ－

17
花
書
院
二
〇
二

〇
・
一
）
に
要
を
得
た
整
理
説
明
が
あ
る
。

（
9
）	

中
野
和
典
「
空
所
の
意
味
Ⅱ
―
中
島
敦
「
名
人
伝
」
と
「
山
月
記
」
―
」

（
叙
説
Ⅲ－

17
花
書
院
二
〇
二
〇
・
一
）
で
は
こ
れ
を
「
不
可
視
化
す
る
」
と
述

べ
る
。

（
10
）	

こ
の
情
況
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
例
は
木
村
一
信
「
文
学
史
的
定
位
の
基
点
―

『
章
魚
木
の
下
で
』
を
視
座
と
し
て
」（『
中
島
敦
論
』
所
収　

双
文
社
版　

一
九
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八
六
・
二
）
に
詳
し
い
。

（
11
）	
「
名
人
伝
」
は
昭
和
17
年
の
7
月
に
執
筆
の
依
頼
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
の
で
、

中
島
が
執
筆
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
こ
の
前
後
ら
し
い
。
木
村
一
信
「『
名
人
傳
』

論
」（『
中
島
敦
論
』
所
収　

双
文
社
版　

一
九
八
六
・
二
）

（
12
）	

「
章
魚
木
の
島
で
暮
し
て
い
た
時
戦
争
と
文
学
と
を
可
笑
し
い
程
截
然
と
区
別
し

て
い
た
の
は
、「
自
分
が
何
か
実
際
の
役
に
立
ち
た
い
願
い
」
と
、「
文
学
を
ポ

ス
タ
ー
的
実
用
に
供
し
た
く
な
い
気
持
」
と
が
頑
固
に
素
朴
に
対
立
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
章
魚
木
の
島
か
ら
華
の
都
へ
と
出
て
来
て
も
、
此
の
傾
向
は
容

易
に
改
ま
り
そ
う
も
な
い
。」
と
い
う
（「
章
魚
木
の
下
で
」『
中
島
敦
全
集
』
筑

摩
書
房　

Ｓ
五
一
年
）。

（
13
）	

橋
本
正
志
「
中
島
敦
「
章
魚
木
の
下
で
」
論
―
島
木
健
作
『
満
州
紀
行
』
の

影
響
を
中
心
に
―
」（
別
府
大
学
紀
要
第
61
号
二
〇
二
〇
・
二
）


