
直
接
間
接
の
め
ぐ
り
合
い
が
、
実
に
親
し
み
の
あ

る
平
易
な
タ
ッ
チ
で
書
か
れ
て
い
る
。
<
三
好
達

治
の
「
賂
駝
の
瘤
に
ま
た
が
っ
て
」
と
い
う
詩
集

を
読
み
か
え
す
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
中
の
幾
篇

か
の
作
品
を
思
い
出
す
と
、
そ
れ
に
オ
ー
バ
ー
ラ

ツ
。
フ
す
る
よ
う
に
、
敗
戦
直
後
の
大
阪
の
街
と
、
そ

こ
で
の
一
年
ば
か
り
の
放
浪
生
活
の
記
憶
が
、
妙

に
生
き
生
き
と
蘇
っ
て
く
る
。
念
の
た
め
に
調
べ

て
み
る
と
・
・
・
・
:
「
三
好
達
治
の
詩
」
>
と
い
っ
た

調
子
の
書
き
出
し
で
、
そ
れ
か
ら
戦
後
の
世
態
や

風
俗
を
述
べ
た
り
、
詩
の
引
用
を
し
た
り
、
思
想

を
述
べ
た
り
し
て
、
論
を
進
め
て
行
く
の
だ
が
、

思
わ
ず
心
ひ
か
れ
て
行
く
う
ち
に
、
そ
の
詩
人
と

作
品
が
、
不
思
議
な
ほ
ど
ク
ッ
キ
リ
と
浮
び
あ
が

つ
て
く
る
の
で
あ
る
0
そ
し
て
例
え
ぱ
<
ぼ
く
は
、

人
間
と
し
て
の
美
し
さ
に
、
ま
し
て
、
美
し
く
あ

ろ
う
と
し
て
く
じ
け
る
人
間
の
弱
さ
に
ひ
か
れ

る
。
高
見
が
、
「
魂
」
つ
ま
り
内
的
要
請
に
忠
実

に
生
き
ょ
う
と
し
な
が
ら
く
じ
け
て
い
っ
た
過
程

を
、
批
判
が
ま
し
く
言
お
う
と
は
思
わ
な
い
し
、

そ
の
資
格
も
な
い
。
む
し
ろ
、
死
に
の
ぞ
ん
で
な

お
自
己
を
問
う
真
撃
な
態
度
に
激
し
く
う
た
れ

る
。
「
高
見
順
の
詩
」
>
に
見
る
よ
う
に
、
薯
者

自
身
の
切
実
な
人
闇
観
や
死
生
観
(
時
に
は
社
会

体
験
を
、
で
き
る
だ
け
気
取
ら
ず
気
張
ら
ず
に
、

あ
り
の
ま
ま
書
い
て
み
ょ
う
と
思
い
た
っ
た
。

「
引
野
収
の
詩
」
>
と
薯
者
が
い
う
通
り
、
日
本

の
戦
後
詩
つ
ま
り
現
代
詩
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
<
戦
中

世
代
で
、
戦
後
世
代
で
、
な
い
、
ひ
と
り
の
平
凡

な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
内
的
な
経
歴
を
、
で
き
る
か

ぎ
り
虚
飾
な
し
に
か
い
た
:
・
>
と
述
べ
て
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
謙
遜
が
あ
り
、
実
は
、
読
め
ば
読

む
ほ
ど
、
深
い
鑑
賞
と
鋭
い
考
察
が
あ
り
、
論
旨

は
明
快
、
文
体
も
巧
み
で
、
ま
こ
と
に
興
味
深
く
、

学
ぱ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
好
著
で
あ
る
。

内
容
は
、
は
じ
め
に
「
現
代
詩
人
論
ノ
ー
ト
」

と
し
て
、
か
な
り
長
文
の
充
実
し
た
鮎
川
信
夫
論
、

黒
田
三
郎
論
、
原
民
喜
論
が
あ
る
。
続
い
て
「
現

代
詩
へ
の
愛
」
と
し
て
、
実
に
二
十
五
詩
人
、
大

木
実
、
結
城
よ
し
を
、
鮎
川
信
夫
、
三
好
達
治

原
民
喜
、
清
岡
卓
行
、
煕
田
喜
夫
、
長
沢
延
子
、

堀
田
善
衛
、
天
野
忠
、
石
原
吉
郎
、
谷
川
俊
大
郎
、

黒
田
三
郎
、
吉
野
弘
、
石
坦
り
ん
、
茨
木
の
り
子
、

高
見
順
、
伊
藤
整
大
野
新
引
野
収
、
清
水
昶

岩
田
弘
、
中
江
俊
夫
、
高
野
喜
久
雄
木
卓
ら

の
詩
に
つ
い
て
の
評
論
が
連
な
る
。

ど
の
篇
に
も
、
著
者
と
詩
人
及
び
そ
の
詩
と
の
、

河
野
仁
昭
著

『
現
代
詩
へ
の
愛
』

白
川
書
院
、
 
A
 
5
 
判

四
一
三
頁
、
九
五
0
円

著
者
は
本
学
の
学
生
主
事
人
文
科
学
研
究
所

兼
担
研
究
員
で
あ
り
、
す
で
に
、
詩
集
「
回
帰
」

「
鎖
事
」
等
、
ま
た
評
論
集
「
杼
情
の
系
譜
」
な

ど
の
著
書
が
あ
る
す
ぐ
れ
た
詩
人
・
評
論
家
で
あ

る
0

本
書
は
、
<
戦
後
詩
と
の
超
遁
の
さ
さ
や
か
な

ⅡⅡⅡU"""肌"ⅡⅡnu'1肌"ⅡU""肌"""11""1ⅡⅡⅡN町M1ⅡⅡ"伽舶餉鯛Ⅱ"M"M舶Ⅱ朗鯛UUU""肱"ⅡⅡ""""""ⅡⅡⅡⅡ闘ι1肌肌"ⅡⅡUU肌""ⅡⅡⅡ舶鯛鯛餉朝朋酌肌Ⅱ"舶M舶舶ⅡU.

For 'om.1n onci.nl book' delig'fJ

Ofh.門 Prefer W11al modem' W『Ⅱe

NOW I " ould be exfremely lolh

N01,o b0 所oug吊 exper, in b0所.

罰N朝闘Ⅱ"朋Ⅱ"'Ⅱ""",1."U"""M""ⅡⅡⅡ""n""Ⅱ"""N"""能ⅡⅡ"鯛鯛""ⅡⅡNNN肌肌朋朋"酌■1"'M朋朋"■Ⅱ"""Ⅱ""Ⅱ"""""ⅡⅡ""""Ⅱ""".1."朗町"Ⅱ""

60

紹新



観
)
を
軸
と
し
て
評
論
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
つ

ね
に
詩
や
人
生
に
対
す
る
著
者
の
こ
の
上
な
い
い

と
郭
し
み
が
一
本
貫
い
て
い
る
。
詩
に
対
す
る
大

き
な
愛
情
を
持
つ
者
に
し
て
は
じ
め
て
見
ら
れ
る

数
々
の
深
い
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

昔
か
ら
「
詩
人
を
測
る
は
詩
人
の
み
」
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
人
間
を
愛
し
て
や

ま
ぬ
詩
人
の
薯
者
に
し
て
こ
そ
、
、
の
し
得
た
好

詩
論
・
詩
人
論
で
あ
り
、
わ
が
国
戦
後
詩
の
理
解

に
対
す
る
行
き
と
ど
い
た
案
内
書
と
も
い
う
べ
き

で
あ
る
。
む
ろ
ん
本
書
に
ま
だ
取
り
あ
げ
ら
れ
て

い
な
い
職
後
の
優
秀
詩
人
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ

い
て
の
今
後
の
執
筆
を
大
い
に
期
待
す
る
。

(
児
玉
実
用
・
大
学
文
学
部
教
授
・
英
文
学
概
論
)

わ
が
国
の
社
会
福
祉
の
現
状
を
み
る
と
理
論
研

究
と
実
践
の
結
び
つ
き
が
希
薄
で
、
一
般
的
に
福

祉
の
基
本
的
な
心
を
忘
れ
て
現
線
を
追
い
回
す
傾

向
が
あ
る
の
を
否
定
で
き
な
い
。
セ
ガ
ン
の
こ
の

本
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
対
し
、
大
き
な
反
省

へ
の
刺
激
を
与
え
、
研
究
と
実
践
の
あ
り
方
を
教

え
て
く
れ
る
0

セ
ガ
ン
博
士
は
(
一
八
三
1
一
八
八
0
・
フ
ラ

ン
ス
生
ま
れ
・
一
八
四
八
年
フ
メ
リ
カ
に
渡
る
)
医
学

者
で
あ
っ
た
が
、
当
時
教
育
し
て
、
駄
目
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
た
精
神
溥
弱
児
の
研
究
と
教
育
に
、

そ
の
一
生
を
捧
げ
た
。
彼
は
、
覺
機
能
の
発
達

と
知
的
能
力
の
発
達
と
は
互
い
に
関
連
す
る
不
可

分
の
も
の
で
、
傷
器
官
の
訓
練
は
同
時
に
知
的

活
動
を
開
発
す
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ

る
生
理
学
的
力
法
に
ょ
る
教
育
を
提
唱
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
実
際
に
大
き
な
成
果
を
あ

げ
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で

、
ブ
メ
リ
カ
で
、
高
く
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

本
書
は
、
第
一
章
で
「
精
神
薄
弱
」
に
つ
い
て
、

そ
の
原
因
を
は
じ
め
諸
凌
の
角
度
か
ら
の
分
析
を

試
み
て
い
る
。
第
二
章
が
「
生
理
学
的
教
育
」
で
、

筋
肉
運
動
・
諸
感
覚
・
話
し
方
・
読
み
方
等
凌
き

わ
め
て
詳
細
具
休
的
に
そ
の
方
法
を
説
い
て
い

エ
ド
ワ
ー
ド
・
セ
ガ
ン
著

末
川
博
監
修
・
薬
師
川
虹
一
訳

『
障
害
児
の

治
療
と
教
育
』

1
精
神
沌
弱
と
そ
の

生
理
学
的
治
療
1

ミ
ネ
ル
ヴ
ナ
書
房
、
 
B
5
判

(
訂
頁
よ
り
)

お
計
ら
い
に
て
頒
布
し
て
、
ら
っ
た
。

一
方
、
同
志
社
本
部
と
し
て
、
同
志
社
関
係
各

力
面
に
こ
の
特
別
展
示
の
開
催
を
御
連
絡
し
て
、

機
会
あ
れ
ば
見
て
い
た
だ
く
よ
う
御
案
内
に
つ
と

め
た
。か

く
し
て
五
月
七
日
、
総
点
数
百
六
十
点
ほ
ど

の
、
の
を
無
亭
搬
出
、
ハ
・
九
の
両
日
あ
ら
か
じ

め
明
治
村
の
学
芸
室
の
方
々
と
検
討
し
て
兆
い
た

位
置
に
飾
り
付
け
、
東
京
博
物
館
に
長
く
粘
ら
れ

た
明
治
村
副
館
長
田
内
先
生
に
、
こ
れ
は
な
か
な

か
御
馳
走
の
展
覧
に
な
る
ぞ
、
と
最
終
的
ダ
メ
を

押
し
て
い
た
だ
い
て
五
月
十
日
の
オ
ー
プ
ン
を
待

つ
た
の
で
あ
る
。
十
日
は
茶
会
の
初
日
と
て
各
地

か
ら
人
が
集
ま
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
現
地
入
り

の
住
谷
総
長
を
、
茶
会
々
長
谷
川
、
明
治
村
館
長

吉
村
、
副
館
長
田
内
の
各
氏
他
明
治
村
役
員
各
氏

が
船
迎
え
く
だ
さ
れ
、
御
挨
拶
、
ま
た
御
案
内
あ

り
の
一
日
で
あ
っ
た
。
野
点
の
席
で
は
新
島
嬰
に

ち
な
ん
で
銘
名
し
た
新
作
の
茶
掘
の
披
露
が
あ
っ

た
り
し
た
0

幸
い
、
展
覧
会
は
な
か
た
か
好
評
を
い
た
だ
い

た
よ
う
で
、
こ
れ
は
各
方
面
の
船
力
添
え
に
ょ
っ

て
で
あ
る
こ
と
を
多
訓
し
、
明
治
村
の
こ
の
展
覧

会
御
担
当
の
皆
様
に
は
こ
ち
ら
の
我
ま
ま
を
い
ろ

い
ろ
通
し
て
い
た
だ
き
、
と
り
わ
け
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
、
展
示
の
パ
ネ
ル
類
は
終
了
後
同
志
社
に

御
寄
贈
い
た
だ
い
た
こ
と
を
併
せ
誌
し
て
深
甚
の

謝
意
を
更
に
表
す
る
次
第
で
す
。
(
竹
内
記
)
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る
。
第
三
護
「
精
神
の
治
療
」
で
、
権
威
・
命

令
・
道
徳
・
悦
び
と
苦
痛
・
社
会
化
等
を
生
理
学

的
訓
練
と
の
関
連
で
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。

第
四
章
「
施
設
」
で
は
建
物
と
構
造
・
生
徒
の
組

分
け
.
職
員
等
が
ど
ぅ
あ
る
べ
き
か
を
丁
寧
に
説

い
て
い
る
。

百
年
以
上
の
昔
の
書
物
と
い
う
こ
と
で
、
用
語

の
古
さ
か
ら
、
た
と
え
ば
「
精
神
薄
弱
児
と
類
症

者
と
の
比
鞁
」
の
節
な
ど
で
は
、
原
語
自
体
の
用

法
の
区
別
が
よ
く
解
ら
な
い
部
分
も
あ
り
、
適
当

な
日
本
語
に
置
き
か
え
る
の
に
は
大
変
な
苦
労
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
、
か
く
と
し
て
、

新
し
い
も
の
に
飛
び
つ
き
が
ち
の
現
在
の
研
究
者

や
実
践
療
に
、
と
の
古
さ
が
大
き
な
パ
ン
チ
を
く

ら
わ
し
て
く
れ
た
と
い
っ
て
ょ
い
。
本
書
は
障
害

児
の
療
育
の
原
点
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
障
害
児
教
育
だ
け
で
は
な
い
。
す
べ
て
の

教
育
.
福
祉
の
原
点
を
示
し
て
い
る
と
、
い
ぇ
る

の
で
あ
る
。

最
近
わ
が
国
の
福
祉
や
教
育
の
分
野
で
強
調
さ

れ
て
い
る
「
集
団
処
遇
」
や
「
全
障
害
児
の
養
護

学
校
入
学
」
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
、
こ
の
本

は
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
セ
ガ
ン
は
集

団
処
遇
の
豊
階
と
し
て
の
個
別
処
遇
の
必
要
性

や
、
子
供
の
情
況
に
応
じ
て
の
佃
別
教
育
と
集
団

教
育
の
交
互
・
併
用
の
重
要
性
を
籍
し
て
い
る
。

ま
た
、
養
護
学
校
へ
の
入
学
の
た
め
の
準
備
の
問

題
や
家
庭
で
の
教
育
と
学
校
で
の
教
育
の
連
禦
の

必
要
性
を
具
体
的
K
説
い
て
い
る
。
彼
が
一
貫
し

て
述
べ
て
い
る
の
は
、
生
理
学
的
療
育
の
基
礎
は

子
供
か
ら
信
頼
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
愛
情
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
精
神
薄
弱
児
を
、
自
分
の
才
能

や
学
識
の
み
で
治
療
し
よ
う
と
す
る
人
に
は
、
聖

パ
ウ
ロ
の
次
の
言
葉
の
中
に
、
自
分
の
空
し
い
独

善
性
に
対
す
る
評
価
を
見
出
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

(
P
=
0
八
)
と
し
て
、
聖
書
コ
リ
ン
ト
人
へ
の

鏘
一
の
手
紙
十
三
章
「
愛
の
章
」
を
掲
げ
て
い
る
。

と
に
か
く
セ
ガ
ン
の
理
論
は
、
血
の
に
じ
む
実

践
が
あ
っ
て
始
め
て
導
き
出
さ
れ
た
研
究
成
果
で

あ
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

福
祉
に
せ
よ
、
教
育
に
せ
よ
、
そ
の
言
葉
が
プ

ー
ム
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
昨
今
、
本
当
の
福

祉
と
は
何
か
、
本
坐
の
教
育
と
は
何
か
を
考
え
さ

せ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
訳
書
を
世
に
出
し
て
い

た
だ
い
た
磯
氏
、
末
川
先
生
、
薬
師
川
先
生
に
、

同
労
の
一
人
と
し
て
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
一
人

で
、
多
く
の
人
に
こ
の
書
を
涜
ん
で
い
た
だ
き
た

い
と
願
っ
て
い
る
。

(
大
塚
達
雄
・
大
学
文
学
部
教
授
・
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
)

杉
本
峰
子
著

歌
集

『
尾

灯
』

文
京
社
出
趣
 
B
 
6
 
版

著
者
は
同
志
社
大
学
総
務
部
に
勤
務
し
て
お
ら

れ
る
職
員
で
、
以
前
は
図
書
館
に
も
属
し
て
い
た

と
い
う
か
ら
同
志
社
で
の
職
歴
は
古
い
。
し
か
し

古
い
の
は
む
し
ろ
歌
歴
の
方
で
、
薯
者
は
す
で
に

終
戦
前
後
か
ら
作
歌
に
携
わ
っ
て
い
て
、
最
近
そ

れ
ら
の
作
品
を
一
冊
の
本
に
纒
め
ら
れ
た
。
収
め

る
と
こ
ろ
は
昭
和
三
十
年
以
降
昨
年
に
至
る
ま
で

の
数
百
首
で
、
逆
年
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。

骨
瓶
の
夫
を
抱
き
て
京
城
の
丘
に
立
ち
た
る

日
は
遠
き
か
な

胸
に
合
わ
す
両
手
の
爪
の
長
く
長
く
伸
ぴ
て

闘
病
の
久
し
か
り
し
夫

不
幸
に
し
て
戦
病
死
し
た
夫
君
を
思
う
こ
の
よ

う
な
作
か
ら
は
じ
ま
る
歌
を
逆
に
見
て
ゆ
く
と
、
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.

現
在
に
至
る
ま
で
の
著
者
の
哀
歓
に
満
ち
た
半
生

が
内
面
的
に
淡
々
と
歌
い
継
が
れ
て
き
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
一
時
流
行
の
風
を
追
わ
ず
、
つ

つ
ま
し
く
順
直
に
歌
う
こ
の
著
者
の
歌
風
に
ょ
る

の
で
あ
る
。

生
前
に
父
の
好
み
し
柿
若
葉
活
け
て
百
日
早

ゆ
か
ん
と
す

生
前
の
衣
類
衣
桁
に
か
け
て
あ
り
煙
草
の
焦

げ
も
そ
の
ま
ま
に
し
て

蛍
光
灯
し
ら
じ
ら
寒
き
夜
更
け
に
て
マ
ジ
,

ク
ィ
ン
キ
の
き
し
む
音
せ
り

眼
を
つ
む
れ
ぱ
数
字
は
烏
合
の
衆
に
似
て
戰

い
合
え
り
明
日
予
算
会
議

若
葉
風
す
が
し
く
吹
け
る
昼
過
ぎ
の
御
苑
の

草
に
憩
う
か
今
日
、

旅
の
夜
に
赤
き
じ
ゅ
う
た
ん
の
階
く
だ
る
夜

の
湯
の
香
の
ひ
そ
か
な
る
と
き

ア
ル
パ
イ
ト
の
求
人
欄
の
掲
示
板
に
群
る
る

学
生
ら
長
髪
不
潔

あ
る
部
分
学
舎
こ
わ
さ
れ
て
い
た
る
さ
ま
朝

の
途
上
に
見
つ
つ
淋
し
き

受
験
生
君
ら
緊
張
の
而
さ
む
し
警
備
き
ぴ
し

き
校
へ
入
り
来
て

腕
章
と
胸
の
し
る
し
に
自
ら
を
縛
ら
れ
て
入

試
監
督
者
わ
れ
ら

受
験
生
ら
皆
か
え
り
た
る
キ
キ
ン
ハ
ス
に
反

古
紙
ち
れ
り
夕
光
の
中

機
動
車
は
帰
り
て
ゆ
き
ぬ
夕
近
く
入
試
船
わ

り
し
後
の
閑
け
さ

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
と
か
く
鬼
面
人
を
驚
か
そ

う
と
す
る
近
頃
の
歌
壇
の
流
行
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ

ず
、
日
常
身
辺
の
実
生
活
を
偽
ら
ず
飾
ら
ず
歌
っ

て
い
る
の
で
、
集
中
の
一
部
に
少
凌
の
平
俗
さ
を

混
じ
え
な
が
ら
、
、
読
者
の
共
感
を
誘
う
も
の
が

あ
っ
て
捨
て
が
た
い
作
品
集
と
な
っ
て
い
る
。
な

船
、
著
者
は
東
京
で
発
行
さ
れ
て
い
る
短
歌
の
結

社
「
林
間
」
に
属
し
、
そ
の
有
力
同
人
と
し
て
、

歌
人
と
し
て
の
将
来
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
筆
者

は
京
都
歌
人
協
会
の
一
員
と
し
て
、
ま
た
同
志
社

に
職
を
も
つ
一
人
と
し
て
の
よ
し
み
か
ら
、
勧
め

ら
れ
て
紹
介
の
筆
を
と
っ
た
次
第
。
短
歌
を
詠
み

つ
づ
け
て
ゆ
か
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
著
者
の
今

後
の
人
生
に
さ
ら
に
意
義
あ
る
実
を
結
ば
れ
る
こ

と
を
心
か
ら
祈
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

(
田
中
順
一
一
・
女
子
大
学
教
授
・
国
文
学
)

グ
ィ
ン

グ
ィ
ン
・
ハ
ウ
ス
は
、
故
》
二
0
Φ
御
0
三
昌

女
史
(
1
写
真
'
元
同
志
社
理
事
・
同
志
社

中
学
校
教
員
)
の
寄
贈
に
ょ
る
も
の
で
、
こ

の
ほ
ど
京
都
市
左
京
区
岩
倉
大
鷺
町
五
十
三

番
地
の
一
(
同
志
社
大
学
大
成
寮
北
隣
)
の

現
在
地
に
移
築
さ
れ
た
。

こ
の
建
物
は
故
人
の
遺
志
に
そ
っ
て
、
同

志
社
大
学
が
招
へ
い
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ

た
客
員
教
授
外
国
人
研
究
員
な
ど
の
た
め

の
ゲ
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。

ハ
ウ
ス




