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序
曲
と
い
ひ
序
設
と
い
ふ
と
、
そ
れ
が
鳥
蹴
的
で
る
り
遁
覧
的
な
あ
る

と
同
時
に
、
何
か
こ
じ
ん
ま
り
と
さ
さ
や
か
な
或
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
本
書
『
犯
罪
論
序
説
』
は
な
か
な
か
に
そ
の
小

さ
や
か
き
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
序
言
の
こ

O
買
と
傍
文
索
引
一
八

頁
を
除
い
て
も
一
一
一
六
二
頁
に
及
ぶ
形
法
総
論
の
大
加
で
φ

め
る
。
と
こ
ろ
が
.

瀧
川
先
生
に
設
を
受
け
或
は
瀧
川
先
生
に
串
向
上
で
接
簡
を
持
っ
た
人
は

誰
で
も
こ
の
『
序
誘
』
の
語
が
あ
る
も
の
を
恩
ひ
蛍
ら
し
め
な
〈
て
ほ
捲

か
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
先
生
の
麗
は
し
い
文
章
を
も
っ
て
す
る
か
ら

で
で
も
為
ら
う
か
、
酌
め
，
と
も
重
き
る
こ
と
な
舎
先
生
の
思
想
の
泉
は
決

し
て
エ
ボ
吋
ノ
グ
や
限
界
あ
る
'
も
の
で
な
い
と
い
ふ
感
じ
を
抱
か
せ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
講
演
や
講
義
や
は
先
生
の
次
の
講
演
や
誇
義
を
約
束

せ
し
む
る
多
く
の
も
の
を
含
み
示
唆
し
て
ゐ
る
。
こ
の
一
般
の
著
書
は
限

り
な
き
思
想
の
展
開
を
物
語
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
-
次
に
来
る
べ
き
本

格
的
な
繋
章
の
数
キ
が
奨
し
み
に
待
た
れ
る
意
味
で
、
序
設
と
い
ふ
本
書

の
畑
町
雪
一
回
は
費
者
を
肯
か
し
む
る
も
の
が
ゐ
ら
う
。
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わ
た
〈
し
が
先
生
の
講
遅
に
列
し
た
の
は
、
大
正
十
年
で
あ
っ
た
と
思

ふ
。
先
生
に
は
京
都
帝
大
で
の
そ
の
講
義
が
、
た
し
か
ご
岡
目
で
あ
っ
た

筈
で
あ
る
・
さ
う
し
て
、
と
の
講
義
を
最
後
に
、
欧
米
に
留
謬
せ
ら
れ
た

の
で
お
っ
た
。
ぺ

1
リ

y
グ
張
り
の
刑
法
に
、
本
場
ド
イ
ツ
の
臓
聞
き
が
か

か
っ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
嘗
時
、
初
め
て
法
律
を
聴
講
す

る
わ
た
〈
し
に
は
、
怖
い
と
期
待
し
た
こ
の
刑
法
と
い
ふ
科
目
が
、
む
し

ろ
、
優
美
に
感
じ
ら
れ
、
撲
し
〈
毅
し
め
た
の
で
あ
る
。
顧
れ
ば
、
そ
れ

は
先
生
の
麗
は
し
い
文
章
と
も
の
柔
か
い
熱
情
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
@
こ
れ
を
境
に
、
東
京
に
在
っ
た
わ
く
し
は
、
不
幸
、
先
生
の
馨
咳
に

接
ず
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
生
は
開
朝
後
も
引
横
い
て
こ

の
怖
い
刑
法
に
愛
情
の
限
り
を
寵
さ
れ
傾
け
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
こ
れ

を
昭
和
四
年
の
刑
法
語
義
や
有
名
な
同
七
年
の
刑
法
霞
本
に
よ
っ
て
観
ふ

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
か
た
は
ら
司
法
と
経
済
』
紙
上
に
多
〈
の
到

例
批
評
の
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
遁
じ
て
、
先
生
の
そ
こ
は
か
の
消
息
を
知

り
得
、
前
後
『
公
法
雑
誌
』
『
民
商
法
雑
誌
』
に
よ
っ
て
先
生
の
老
い
ざ

る
思
想
を
喜
こ
ん
だ
こ
と
で
ら
っ
た
。
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本
書
の
生
立
を
先
生
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
観
れ
ば
、
京
都
脅
園
大
陸
・

法
態
郵
に
お
け
る
昭
和
七
l
八
年
度
の
刑
法
講
義
中
、
犯
罪
論
の
部
分
に

多
少
の
修
正
を
加
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
野
博

士
も
い
は
れ
た
如
〈
『
私
の
題
関
後
に
お
け
る
感
想
を
犠
直
に
い
ふ
な
ら

香

評

H 

匂1

a町

h
U明

.， 
γ 

h 

ぼ
、
と
れ
ば
講
義
で
も
な
〈
、
教
科
書
で
も
な
い
。
賓
に
小
論
文
の
謹
観

的
集
成
で
ゆ
め
る
』
(
法
報
十
月
鏡
四
三
頁
)
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
野
博

士
が
こ
れ
に
次
い
で
心
配
ぜ
ら
れ
た
や
う
に
『
恐
ら
〈
堅
生
に
艶
し
て
少

〈
と
も
著
者
の
『
刑
法
議
警
な
り
「
刑
法
曹
本
」
な
り
の
繋
習
を
命
ぜ

ら
れ
た
も
の
に
遼
ひ
な
い
。
何
故
な
ら
、
此
は
刑
法
全
陸
に
つ
い
て
一
と

通
り
の
翠
備
知
識
な
く
し
て
は
到
底
渇
ひ
っ
け
な
い
「
講
義
」
で
あ
る
。

若
し
叉
、
こ
れ
を
教
科
書
の
つ
も
り
で
積
む
畢
生
が
‘
あ
っ
た
ら
、
そ
の
堅

生
は
或
る
焦
燥
に
憎
ま
さ
れ
る
と
と
が
な
い
で
あ
ら
う
か
:
:
:
。
』
と
い

ふ
の
は
、
必
ず
し
も
営
っ
て
ゐ
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
わ
た
〈
し
は
、
叉
、

わ
た
く
し
の
聴
講
嘗
時
を
同
想
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
留
閣
申
前
の
営
時
で

ず
ら
、
先
生
は
ペ

l
p
y
グ
張
り
の
複
雑
に
錯
綜
す
る
準
設
の
ノ
1
ト
を

以
っ
て
、
態
生
に
臨
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
直
接
受
け
る

感
じ
は
『
犯
罪
論
序
競
』
の
ぞ
れ
の
比
で
は
な
か
っ
た
と
思
ふ
。
こ
れ
は

わ
た
く
し
が
、
刑
法
に
親
し
ん
で
年
久
し
い
今
白
か
ら
の
判
断
の
結
果
で

は
断
じ
て
な
い
。
先
生
の
ら
の
講
義
か
ら
受
け
る
感
じ
は
、
こ
の
論
理
の

難
解
を
す
ら
熔
L
去
っ
て
ゐ
た
の
で
る
る
。
き
れ
ば
に
や
、
諸
生
は
皆
、

嘗
時
の
何
れ
の
講
話
よ
り
も
そ
の
欝
義
を
聴
し
む
こ
と
が
出
来
た
の
で
る

っ
た
。
先
生
の
門
に
集
ふ
堅
生
の
市
を
な
し
た
の
も
宜
な
る
哉
で
あ
る
。

京
都
に
は
理
ふ
鼠
歪
が
多
い
と
、
世
は
俸
へ
て
ゐ
る
。
さ
う
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
生
の
講
話
に
列
し
た
ほ
ど
の
者
は
皆
よ
〈
先
生

句"
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第
二
巻

多
大
滋

luo 

に
退
陣
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
焦
燥
の
気
な
ど
な
く
、
愉
快
に

渇
随
せ
ん
と
努
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
先
生
の
文
章
か
人
格
か
、

わ
た
く
し
に
は
分
ら
な
い
。
寅
際
、
文
は
人
で
で
も
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

今
又
、
本
書
に
讃
み
耽
っ
て
見
て
、
究
壌
の
欝
勃
と
し
て
誘
鼓
さ
れ
る
も

の
が
あ
り
、
困
難
な
る
理
論
も
錯
雑
の
事
読
も
、
そ
の
困
難
と
そ
の
錯
難

と
を
以
っ
て
現
は
れ
て
来
ず
、
ひ
た
む
ぎ
に
心
ひ
か
る
る
戯
曲
の
や
ま
を

覚
む
る
の
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。

先
生
、
益
、
、
阻
ん
な
り
の
感
を
抱
ぎ
つ
つ
よ
」
の
奮
が
佐
々
木
博
士
の
還

暦
蹴
賀
の
た
め
に
俸
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
思
ふ
と
、
壊
の
功
積
に
更
に

華
を
添
へ
て
、
佐
キ
木
博
士
を
遁
じ
て
磨
徒
の
態
度
と
研
究
心
へ
の
惜
し

み
な
身
、
情
熱
が
捧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
佐
々
木

博
士
は
人
も
知
る
京
都
帝
大
法
畠

4

部
の
持
っ
た
墜
聖
で
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
の
詳
細
な
る
批
評
に
つ
い
て
は
、
そ
の
世
界
観
的
立
場
よ

り
す
る
小
野
博
士
の
護
表
が
あ
り
(
時
報
十
巻
十
月
披
)
技
術
的
立
場
よ

り
す
る
佐
伯
数
捧
の
論
述
が
あ
る
(
論
議
三
九
巻
一
一
抗
)
か
ら
、
敢
て
わ

た
く
し
の
蛇
足
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ら
う
。

さ
も
あ
ら
ぽ
あ
れ
、
小
野
博
士
の
い
は
れ
る
刑
法
の
基
本
的
立
場
の
決

定
ぜ
ら
る
べ
き
文
化
的
東
洋
主
義
・
日
本
主
義
と
個
人
的
・
自
由
的
西
洋

の
主
義
野
立
に
お
い
て
も
、
知
識
と
し
て
の
罪
刑
法
定
主
義
の
重
要
性
、

そ
の
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
機
能
が
、
全
韓
主
義
の
足
下
に
踏
み
に
じ

h
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-
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ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
今
日
の
園
際
場
裏
に
お
け
る
園
家
、
或
は
原
始

時
代
の
強
者
の
も
の
を
い
ふ
位
曾
の
下
に
お
い
て
は
、
罪
刑
を
規
定
す
る

法
令
の
岡
家
的
権
威
の
象
徴
で
ふ
め
り
、
同
時
に
民
族
的
道
徳
意
識
の
表
現

と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
争
ふ
べ
く
も
な
い
事
貸
で
あ
る
P
そ
れ
が
た
め

に
却
っ
て
、
こ
の
方
面
の
刑
罰
法
の
作
用
が
ひ
た
す
ら
民
族
的
道
義
費
仙

の
強
化
を
目
的
と
す
べ
き
も
の
で
ゐ
り
、
枇
曾
的
保
安
を
目
的
と
す
べ
ぎ

で
あ
る
こ
と
は
、
蛍
然
の
要
請
で
あ
る
。
こ
の
識
で
わ
た
く
し
も
罪
刑
法

定
主
義
の
要
請
の
全
謹
主
義
的
の
そ
れ
に
先
行
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
ふ

ま
い
。
し
か
し
、
白
人
に
限
ら
ず
、
刑
法
患
研
究
の
始
め
ら
れ
た
枇
舎
自

由
主
義
時
代
以
前
に
出
来
上
っ
て
ゐ
た
係
数
思
恕
・
儒
教
精
神
で
強
行
軍

す
る
課
に
も
行
か
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
園
の
富
む
に
は
民
も

震
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
圏
の
張
き
に
は
民
も
強
く
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
ら

る
。
圏
の
卒
和
た
ら
ん
と
す
る
に
は
民
も
平
和
で
あ
っ
て
な
ら
ぬ
こ
と
は

あ
る
ま
い
。
賞
に
罪
刑
に
闘
す
る
法
令
は
関
家
的
権
威
の
象
徴
で
あ
る
。

静
の
知
ぐ
峻
厳
で
さ
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
或
は
こ
れ
と
同
時

に
グ
1
テ
の
印
度
の
紳
と
バ
ヤ
デ
l

レ
に
よ
せ
た
言
葉
・
人
世
詞
か
思
ひ

起
さ
れ
て
は
い
け
な
い
で
る
ら
う
か
。

::-moロ
2
1
m酔
同
世
間
巾
ロ
。

Q
2
1
陣内
U
H
H
Oロ
巾
ロ
匂

属
国
祖
国
市
円
出

g
g
v
g
B巾
g
o
z
g
v皿
OE.

政
策
と
し
て
、
生
活
と
し
C
、
現
は
れ
る
迄
に
、
車
問
は
わ
れ
わ
れ
人
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類
生
活
の
凡
て
の
時
代
、
凡
て
の
面
、
凡
て
の
燦
件
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
先
生
の
『
犯
罪
問
中
序
説
』
ば
先
生
の
情
熱
を
以
っ
て
時
代
に
超
越
し

た
刑
法
墜
を
生
け
る
が
如
く
摘
出
し
て
ゐ
る
の
で
る
る
。
全
く
時
代
に
超

越
し
た
、
所
謂
皐
聞
の
震
の
問
中
間
に
生
命
を
奥
へ
る
こ
と
の
如
何
に
困
難

な
る
か
は
わ
れ
わ
れ
墜
徒
の
皆
等
し
く
控
除
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

敢
然
と
純
理
の
上
に
立
ち
積
け
る
人
の
勇
気
と
苦
心
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
勿
論
、
わ
た
く
し
は
陵
中
間
が
生
活
の
中
に
、
生
活
と
離
れ
ず
に
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
信
じ
、
こ
れ
が
、
達
成
に
努
力
し
て
ゐ
る
者
で
は

あ
る
が
、
先
生
の
間
空
間
的
達
観
も
亦
一
一
階
理
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
考
へ
て
ゐ
る
。
先
生
は
、
か
つ
て
『
最
近
の
大
審
院
刑
事
判
例
研
究
』

昭
和
十
年
に
お
い
て
『
:
:
:
判
決
が
事
質
に
印
し
て
安
蛍
勺
あ
る
か
石
か

の
黙
は
、
私
に
は
、
は
つ
品
目
、
り
は
わ
か
ら
な
い
。
従
っ
て
私
の
判
例
研
究

は
、
判
決
を
混
じ
て
輪
廓
の
み
を
知
り
得
た
事
案
に
削
到
す
る
法
律
趨
用
と

い
ふ
一
一
割
軸
か
ら
、
こ
れ
を
眺
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
謂
ぽ
砂
上
の
楼

閣
を
見
て
、
そ
の
地
盤
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
私
が
、
一
般

107 

に
剣
例
批
評
そ
重
く
見
る
気
持
に
な
れ
な
い
第
一
の
理
由
が
あ
る
』
と
ぜ

ム
れ
『
更
に
態
者
の
判
例
批
評
は
現
論
探
究
か
ら
の
逃
避
で
は
な
い
か
を

私
は
常
に
恐
れ
て
居
る
』
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
批
評
が
如
何
に
償

値
あ
る
も
の
と
し
て
も
、
結
局
は
創
作
に
寄
生
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
一
種
う
先
生
の
立
場
が
あ
ら
れ
る
認
で
あ
ら
う
。
今
日
の
法

書

評

議場

現.，'

，1 

，" 

ー‘

判

律
の
賓
説
的
碗
究
に
反
情
を
一
訴
さ
れ
る
と
同
時
に
近
代
の
判
例
研
究
の
現

賞
を
軽
観
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

か
く
し
て
、
先
生
は
ひ
た
む
を
に
罪
刑
法
定
主
義
の
地
盤
の
上
に
刑
法

の
碗
究
を
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
成
る
穆
、
刑
罪
史
上
か
ら
遜
離
す
る
と

世
界
殊
に
欧
洲
の
天
地
は
暴
虐
な
る
君
主
の
専
断
に
苦
し
ん
だ
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
悲
し
弓
辛
口
史
賓
の
康
く
且
つ
長
か
り
し
が
故
に
、
刑
法
事
は
『
法

な
け
れ
ば
刑
な
し
』
の
主
義
生
中
心
と
し
て
生
れ
、
成
長
し
て
来
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ら
う
。
こ
の
言
葉
は
先
生
の
い
は
れ
る
如
く
、

E

に
『
異
常
の
魅
力
を
も
っ
言
葉
』
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
罪
刑

法
定
主
義
は
今
日
の
世
の
中
、
殊
に
わ
が
邦
に
お
い
て
は
最
平
老
い
て
、

人
に
そ
れ
ほ
ど
の
魅
力
を
典
へ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
こ
れ
を
詔
め
な
い
課

に
行
か
な
い
。

過
去
百
五
十
年
の
長
き
に
亙
っ
て
一
つ
の
原
則
が
か
く
も
不
動
に
進
奉

せ
ら
れ
売
こ
と
は
、
法
律
撃
に
多
〈
の
分
科
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
類

例
を
見
る
こ
と
を
得
な
い
。
し
か
し
、
先
生
自
身
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
如

く
、
こ
の
原
則
に
も
、
枇
舎
的
意
義
に
つ
い
て
の
難
問
が
起
る
と
と
を
ど

う
に
も
寸
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
こ
の
こ
と
を
認

め
ら
れ
た
、
牧
野
博
士
が
平
く
か
ら
、
罪
刑
法
定
主
義
の
コ
ベ
ル
ニ
グ
ス

的
轄
同
を
唱
導
せ
ら
れ
る
の
に
野
し
、
先
生
は
専
ら
と
の
矛
誠
に
立
て
寵

ら
れ
る
の
で
も
あ
ら
う
か
。
先
生
も
、
罪
刑
法
定
主
義
が
法
治
問
思
想
か

'If~ 
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ら
生
れ
た
と
と
の
主
嘗
な
る
を
認
あ
、
世
治
園
川
リ
思
想
源
泉
た
る
啓
蒙
時

代
の
見
削
除
が
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
事
貨
を
も
吾
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
(
序
一
二
頁
)
。
『
し
か
し
、
こ
の
制
度
が
事
在
理
由
を
失
う
た
と
断
定

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
制
度
の
誼
否
は
そ
の
管
む
筏
割
を
、
そ
の
操
っ

て
立
つ
と
こ
ろ
の
祉
曾
的
地
盤
と
の
闘
聯
に
お
い
て
批
判
し
て
始
め
て
こ

れ
を
決
ナ
ベ
ぎ
で
あ
る
』
と
せ
ら
れ
、
『
罪
刑
法
定
主
義
は
啓
蒙
思
想
と

自
然
法
的
人
権
思
想
の
表
現
で
は
あ
る
が
、
そ
の
精
紳
は
強
者
か
ら
弱
者

b
z

擁
置
す
る
勘
に
お
か
れ
て
居
る
』
か
ら
、
今
日
の
如
く
、
倫
『
枇
曾
の

内
部
に
と
強
者
弱
者
の
野
立
が
存
す
る
聞
は
、
罪
刑
法
定
主
罷
は
刑
法
上

の
銭
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
』
と
の
見
解
を
有
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
、
先
生
が
牧
野
博
士
の
主
張
せ
ら
れ
る
知
念
、
多
数
者
と
少
数
者
・

強
者
と
弱
者
・
圭
一
隅
者
と
不
幸
者
を
そ
の
中
に
包
容
し
・
救
護
し
・
各
そ

の
生
を
訟
げ
さ
せ
る
理
想
的
・
卒
和
的
・
道
徳
的
・
-
文
化
的
な
園
家
を

現
質
の
そ
れ
と
し
て
認
識
し
得
な
い
か
ら
に
障
せ
ら
れ
る
ゃ
う
で
あ
る
。

こ
の
賠
で
は
先
生
は
却
っ
て
質
澄
的
立
場
を
と
ら
れ
て
ゐ
る
か
に
も
見
え

る
。
果
し
て
、
か
く
の
如
き
枇
曾
的
地
盤
は
皐
な
る
現
念
に
止
ま
る
も
の

で
あ
ら
う
か
。
先
生
の
人
間
味
は
必
ず
や
こ
の
塑
念
を
理
想
と
し
て
そ
の

罪
刑
法
定
主
義
を
止
揚
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
管
で
あ
る
。

と
ま
れ
、
『
本
書
は
罪
刑
法
定
主
義
の
銭
則
を
守
っ
て
犯
罪
理
論
を
叙

述
し
た
も
の
で
あ
る
。
』
か
く
て
、
本
書
は
俸
統
的
犯
罪
理
論
に
従
ひ
、

hii竹
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-
1
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犯
罪
を
構
成
要
件
に
該
嘗
ず
る
違
法
・
有
資
の
行
錯
と
見
、
こ
れ
を
根
本

と
し
て
、
犯
罪
の
概
念
構
成
を
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
れ
が
矯
に
小
論

文
態
の
テ
ー
マ
は
順
次
に
犯
罪
論
の
概
念
(
一
l
l
二
O
頁
)
・
行
篤
(
二

O

l
五
八
頁
〉
・
構
成
要
件
(
五
八

l
八
九
)
・
違
法
乃
至
違
法
隆
却
(
八
九

l
ご
ニ
一
一
員
)
・
責
任
乃
至
責
任
阻
却
(
一
一
一
二
!
一
一
一
七
頁
)
・
錯
誤
(
ニ

一七

i
二
一
ニ
八
頁
)
・
米
滋
(
二
三
八
1

二
六
四
頁
)
・
共
犯
(
二
六
回
|
三

一
千
七
頁
)
の
十
項
目
を
選
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
外
に
先
生

の
苧
〈
よ
り
得
意
と
せ
ら
れ
る
罪
数
論
が
絵
論
と
し
て
二
十
六
頁
そ
占
必

て
ゐ
る
。

わ
た
く
し
は
、
繰
返
す
迄
も
な
く
、
と
れ
ら
の
詳
細
の
研
究
を
詳
細
に

批
剣
ず
る
の
烏
潜
が
ま
し
き
を
み
づ
か
ら
知
る
者
で
も
あ
る
が
、
紙
数
の

許
さ
ぬ
ま
ま
に
、
先
生
の
と
の
序
訟
に
現
は
れ
た
示
唆
に
富
む
多
〈
の
テ

ー
マ
が
更
に
美
事
な
る
大
熊
章
に
展
開
せ
ら
れ
む
こ
と
を
祈
り
つ
つ
、
筆

を
掛
か
う
。

制
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祢
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