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論 文 要 旨

　　　

論
文
要
旨 

（【　

】
内
は
キ
ー
ワ
ー
ド
）　

千
宗
旦
の
出
自
を
め
ぐ
る
「
利
休
血
脈
論
争
」
に
つ
い
て

　

―
―
現
代
家
元
シ
ス
テ
ム
へ
の
道
程

 

葊
田　

吉
崇

　

本
稿
に
お
い
て
、
茶
の
湯
の
家
元
で
あ
る
千
家
の
血
脈
を
め
ぐ
る
論
争
を
材
料
と
し
て
、

家
元
シ
ス
テ
ム
の
現
代
的
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

千
利
休
の
直
系
の
子
孫
で
あ
る
三
家
の
千
家
は
、
茶
の
湯
の
家
元
と
し
て
現
在
も
そ
の

存
在
感
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
千
家
の
初
期
の
系
譜
の
う
ち
、
千
家
第
三
代
の
千
宗
旦
の

出
自
に
つ
い
て
は
、
千
宗
旦
が
千
道
安
の
実
子
で
あ
る
と
い
う
説
と
千
少
庵
妻
・
千
宗
旦

母
が
千
利
休
の
娘
で
あ
る
と
い
う
説
と
が
、
昭
和
三
十
年
前
後
に
強
く
主
張
さ
れ
た
。
そ

の
対
立
す
る
見
解
は
、
表
千
家
の
機
関
誌
で
あ
る
『
茶
道
雑
誌
』
の
誌
上
に
発
表
さ
れ
た

も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
一
種
の
論
争
と
し
て
、
四
十
年
代
、
五
十
年
代
と
、
新
た
な
論
者

が
参
入
し
な
が
ら
継
続
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
現
在
の
千
家
が
千
利
休
の
血
を
引
い
て

い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
教
条
主
義
的
な
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
が
論
争
を
大
き
く
し
た
と

い
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
利
休
血
脈
論
争
」
と
呼
ぶ
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

現
在
で
は
、
千
少
庵
妻
は
千
利
休
娘
「
お
亀
」
で
あ
る
と
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
結
論
を
出
す
に
は
根
拠
が
不
十
分
と
い
う
考
え
方
も
歴
史
学
者
の
間
で
は
依
然

と
し
て
根
強
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
両
説
は
江
戸
時
代
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
千
家
の
系

譜
に
関
す
る
歴
史
資
料
自
体
が
す
で
に
意
図
的
に
潤
色
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
関
心
は
、
江
戸
時
代
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
る
説
を
め
ぐ
っ
て
、

な
ぜ
昭
和
三
十
年
代
か
ら
論
争
に
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
あ
る
。
近
世
に

誕
生
し
、
発
展
し
て
き
た
家
元
シ
ス
テ
ム
は
、
明
治
維
新
に
伴
う
混
乱
期
を
乗
り
越
え
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
伝
統
文
化
の
領
域
に
お
け
る
頂
点
に
上
昇
す
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
三
十
年
以
降
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
り
、
経
済
力
を
身
に
つ
け
た
大
衆
に

立
脚
す
る
現
代
の
巨
大
家
元
シ
ス
テ
ム
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
の
過
程
に

お
い
て
、
千
利
休
の
血
脈
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
、
家
元
の
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
あ

ら
た
め
て
主
張
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

【
茶
の
湯　

家
元　

血
脈　

正
統
性　

千
利
休　

千
宗
旦　

千
少
庵
妻　

『
茶
道
雑
誌
』

現
代
の
家
元　

高
度
経
済
成
長
】

近
世
案
内
記
に
お
け
る
観
光
モ
デ
ル
コ
ー
ス
の
登
場

　

―
―
貝
原
益
軒
著
『
京
城
勝
覧
』
か
ら
見
え
る
も
の

 

金　
　

廷
恩

　

近
世
は
、
街
道
の
整
備
と
庶
民
生
活
の
経
済
的
向
上
に
と
も
な
い
、
楽
し
む
旅
が
大
衆

化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
京
都
の
寺
社
で
は
、
近
世
初
期
か
ら
遠
忌
・
開
帳
を
盛
ん
に
催

し
て
客
の
誘
致
に
つ
と
め
て
お
り
、
旅
人
の
来
訪
に
よ
る
経
済
効
果
も
無
視
で
き
な
い
水

準
に
ま
で
達
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
収
録
し
た

案
内
記
が
登
場
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
ク
セ
ス
に
重
点
を
置
い
た
内
容
で
、
旅
人
が
携
帯
し

て
参
照
で
き
る
よ
う
、
小
型
に
作
ら
れ
た
実
用
書
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
収
載
さ
れ
た
モ
デ

ル
コ
ー
ス
と
は
、
定
め
ら
れ
た
基
点
か
ら
出
発
し
て
、
道
な
り
の
名
所
を
順
覧
し
、
基
点

に
戻
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
ワ
ン
デ
ー
プ
ラ
ン
や
周
遊
モ
デ
ル
コ
ー
ス
に
つ
な

が
る
わ
か
り
や
す
い
観
光
案
内
の
原
型
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、

注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
地
誌
の
形
態
に
お
け
る
多
様
化
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
収
め
る
案
内
記
が

ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
発
展
・
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の

嚆
矢
と
な
る
貝
原
益
軒
著
『
京
城
勝
覧
』
を
中
心
に
検
証
し
た
試
論
で
あ
る
。
十
八
世
紀

初
め
に
登
場
し
た
『
京
城
勝
覧
』
は
、
益
軒
が
藩
儒
と
し
て
の
公
務
の
合
間
に
培
っ
た
京

都
に
関
す
る
経
験
と
知
識
を
も
と
に
、
一
巻
が
一
日
の
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
『
鎌
倉

志
』
か
ら
手
が
か
り
を
得
る
な
ど
し
て
、
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
後
続
の
案
内
記

に
は
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
仕
立
て
の
構
成
を
意
識
し
、
そ
れ
に
続
こ
う
と
し
た
背
景
を
裏
付

け
る
か
の
よ
う
に
、『
京
城
勝
覧
』
ほ
か
先
行
案
内
記
の
文
章
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
こ
の
タ
イ
プ
の
案
内
記
は
、
現
地
で
参
照
さ
れ
る
以
外
に
も
使
用
例
が
あ
っ
た
。
浅

加
久
敬
は
、
京
都
へ
の
旅
を
終
え
て
帰
郷
し
た
後
、
自
身
の
紀
行
文
を
ま
と
め
る
に
あ
た

っ
て
、『
京
城
勝
覧
』
を
参
照
し
て
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま

え
て
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
が
初
歩
的
地
理
知
識
を
担
う
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
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念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
り
、
小
型
案
内
記
の
役
割
に
つ
い
て
、
今
後
の
さ
ら
な
る
考
察
が

俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

【
近
世　

旅　

案
内
記　

観
光　

モ
デ
ル
コ
ー
ス　

貝
原
益
軒　

京
城
勝
覧　

紀
行　

京

都　

浅
加
久
敬
】

歌
で
習
う
「
国
語
」

　

―
―
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
唱
歌
と
言
語
教
育

 

林　
　

慶
花

　

本
稿
は
、
植
民
地
期
朝
鮮
の
言
語
政
策
に
お
け
る
唱
歌
の
位
相
を
普
通
学
校
の
唱
歌
教

育
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
と
は
対
自
的
に
存
在
し
た
朝
鮮
語
教

育
と
朝
鮮
語
唱
歌
と
の
関
係
を
、
民
間
主
導
で
な
さ
れ
た
文
字
普
及
運
動
や
『
朝
鮮
語
読

本
』
レ
コ
ー
ド
製
作
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
追
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
音
に
よ
る
「
皇
民
化
」
は
「
上
か
ら
」
の
「
国
語
」
の
音
の
強

制
と
「
下
か
ら
」
の
朝
鮮
語
の
音
の
抑
圧
・
排
除
か
ら
な
る
政
策
で
あ
り
、
唱
歌
教
育
は

そ
れ
を
身
体
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
学
校
の
場
で
は
朝

鮮
語
唱
歌
を
動
員
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
か
極
め
て
歪
曲
さ

れ
た
形
で
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
根
本
的
に
日
本
語
は
国
民
精
神
の
精
髄
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
「
国
語
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
民
地
末
期
ま
で
相
変
ら
ず
そ
の
朝
鮮
社
会

へ
の
浸
透
に
は
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
と
関
連
が
あ
る
。
普
及
率
が
依
然
と
し
て
低

調
な
「
国
語
」
と
し
て
の
日
本
語
に
代
わ
っ
て
噴
出
す
る
国
民
精
神
を
効
果
的
か
つ
派
手

に
装
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
公
共
の
場
で
斉
唱
さ
れ
る
唱
歌
や
軍
歌
な
ど
の
歌
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
「
国
語
」
の
普
及
率
の
低
さ
故
に
朝
鮮
語
も
積
極
的
に
統
治
に
活
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
植
民
地
権
力
に
と
り
朝
鮮
語
は
情
報
の
効
率
的
な
伝
逹
の
た
め
の
手
段
と

し
て
管
理
さ
れ
た
の
み
で
、
朝
鮮
語
唱
歌
に
よ
る
情
緒
涵
養
や
、
ま
し
て
朝
鮮
語
唱
歌
の

斉
唱
に
よ
る
音
の
共
同
性
の
実
現
は
念
頭
に
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
育
の

場
で
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
朝
鮮
語
と
朝
鮮
語
唱
歌
と
の
結
び
付
き
は
主
に
メ
デ
ィ
ア
の
場

で
多
様
に
試
み
ら
れ
、
時
に
は
体
制
に
吸
収
さ
れ
た
り
、
時
に
は
「
国
語
」
と
い
う
音
の

共
同
性
の
持
つ
虚
像
を
攪
乱
さ
せ
た
り
し
た
。
何
故
な
ら
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
「
国

語
」
政
策
が
「
国
語
」
の
内
面
化
に
は
失
敗
し
た
ま
ま
音
の
共
同
性
を
性
急
か
つ
過
激
に

推
し
進
め
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

【
唱
歌　

国
語　

朝
鮮
語　

言
語
教
育　

植
民
地
期
朝
鮮　

鄭
寅
燮　

『
朝
鮮
語
読
本
』

レ
コ
ー
ド　

文
字
普
及
運
動
】

春
画
と
衣
装

 

鈴
木　

堅
弘

　

い
う
ま
で
も
な
く
春
画
は
男
女
の
性
の
営
み
を
表
現
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
本
の
春
画
に
は
華
麗
な
衣
装
を
身
に
つ
け
た
男
女
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
春
画
に
衣
装
が
描
か
れ
た
理
由
を
考
察
し
、
こ
の
問
題
を
次
の
三
点
の
視
座

か
ら
解
き
明
か
し
て
い
る
。

　

一
点
目
は
、
江
戸
時
代
の
春
画
と
「
風
流
」
の
関
係
に
着
目
し
、
春
画
に
衣
装
を
描
か

せ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
「
風
流
」
を
母
体
と
し
た
「
か
ざ
り
」
の
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

二
点
目
は
、
春
画
と
雛
形
本
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
を
比
較
す
る
な
か
で
双
方
の
類
似

デ
ザ
イ
ン
を
取
り
上
げ
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
も
雛
形
本
と
同
じ
よ
う
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

誌
と
し
て
の
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
を

年
代
別
に
統
計
分
析
す
る
こ
と
で
、
春
画
が
庶
民
の
服
飾
文
化
の
実
態
を
あ
り
の
ま
ま
に

描
い
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

三
点
目
は
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
の
「
見
立
て
」
に
注
目
し
、
絵
の
中
に
描
か
れ
た

模
様
に
は
画
趣
や
歳
事
な
ど
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た

「
見
立
て
」
の
意
図
を
探
り
出
し
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
三
つ
の
視
座
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
色
事
を
彩
る
「
か
ざ
り
」
の
意

識
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
考
察
で
は
「
江
戸
時
代
の
春
画
」
と
「
日
本
の
か
ざ
り
文
化
」
を

重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
よ
う
な
文
化
論
の
観
点
か
ら
春
画
に
衣
装
が
描
か
れ
た
理
由
を
解
き

明
か
す
。

【
春
画　

浮
世
絵　

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン　

衣
装　

見
立
て　

小
袖　

風
流　

か
ざ
り　

模
様

雛
形
本
】
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論 文 要 旨

映
画
『
殉
教
血
史　

日
本
二
十
六
聖
人
』
と
平
山
政
十

　

―
―
一
九
三
〇
年
代
前
半
期
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
文
化
事
業

 

山
梨　
　

淳

　

本
論
は
、
一
九
三
一
年
に
公
開
さ
れ
た
無
声
映
画
『
殉
教
血
史　

日
本
二
十
六
聖
人
』

（
日
活
太
秦
撮
影
所
、
池
田
富
安
監
督
）
を
取
り
上
げ
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
期
日
本
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
一
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
映
画
作
品

は
、
十
六
世
紀
末
、
豊
臣
秀
吉
の
命
で
、
長
崎
で
処
刑
さ
れ
た
外
国
人
神
父
や
日
本
人
信

者
ら
二
十
六
人
の
殉
教
者
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
長
崎
出
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
、

朝
鮮
在
住
の
資
産
家
で
あ
っ
た
平
山
政
十
が
、
こ
の
映
画
の
製
作
を
企
画
し
、
彼
の
資
金

出
資
の
も
と
に
製
作
さ
れ
た
。
作
品
は
日
本
で
一
般
公
開
さ
れ
た
の
ち
、
平
山
個
人
に
よ

っ
て
北
米
と
西
欧
諸
国
に
、
海
外
興
行
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
作
品
は
、
商
業
映
画
と
し
て
製
作
さ
れ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
様
々
な
関
係

者
が
製
作
と
興
行
に
関
わ
っ
て
お
り
、
教
会
公
認
の
カ
ト
リ
ッ
ク
劇
映
画
と
い
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
作
品
は
、
日
本
で
の
一
般
公
開
時
、
批
評
家
か
ら
好
意
的
に
受
け
と
め
ら
れ

た
が
、
興
行
的
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
各
地
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
、
様
々

な
形
で
上
映
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
教
会
の
大
規
模
な
対
外
的
文
化
事
業
と
し

て
は
一
定
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

平
山
の
こ
の
映
画
は
、
宣
教
映
画
に
し
て
、
宣
伝
映
画
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
映
画
の
製
作
目
的
は
、
信
仰
に
殉
ず
る
信
徒
ら
の
描
写
を
通
し
て
、
国
内
に
お
い
て

は
、
江
戸
時
代
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
人
々
の
偏
見
を
払
拭
し
、
ま
た
、
海
外
の

観
客
に
向
け
て
は
、
日
本
人
の
優
れ
た
資
性
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
州
事
変
以

降
、
悪
化
し
て
い
た
対
日
感
情
を
改
善
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

当
時
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
は
、
保
守
派
か
ら
、
し
ば
し
ば
非
国
民
と
い
う
非
難

を
う
け
て
い
た
が
、
彼
の
映
画
製
作
に
は
、
教
会
の
置
か
れ
て
い
た
困
難
な
状
況
を
打
開

す
る
と
い
う
、
実
践
的
な
目
的
が
あ
っ
た
。
平
山
が
海
外
に
お
け
る
興
行
活
動
に
よ
っ
て
、

日
本
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
を
目
指
し
た
の
も
、
そ
の
愛
国
的
活
動
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク

信
徒
の
存
在
を
日
本
社
会
に
お
い
て
認
知
さ
せ
よ
う
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
、
彼
の
海
外
興
行
は
、
日
本
の
官
憲
の
支
援
を
受
け
た
、
国
策
的
な

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
と
し
て
の
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

【
日
本
二
十
六
聖
人　

平
山
政
十　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会　

日
本
映
画　

宣
伝　

日
本
イ
メ

ー
ジ　

カ
ト
リ
ッ
ク
・
ア
ク
シ
ョ
ン　

斎
藤
実　

満
州
事
変
】

隠
喩
か
ら
流
れ
出
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

　

―
―
老
子
の
水
の
隠
喩
と
漱
石
の
書
く
行
為

 

李　
　

哲
権

　

漱
石
文
学
の
研
究
に
は
、
一
つ
の
系
譜
を
な
す
も
の
と
し
て
〈
水
の
女
〉
が
あ
る
。
従

来
の
研
究
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
主
に
世
紀
末
の
デ
カ
ダ
ン
ス
や
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
絵

画
と
の
結
び
つ
き
で
論
じ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
「
西
洋
一
辺
倒
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
拙
論
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
〈
水
の
属
性
を
生
き

る
女
〉
と
い
う
解
読
格
子
を
設
け
、
そ
れ
を
主
に
老
子
の
水
の
哲
学
や
中
国
の
「
巫
山
の

女
」
の
神
話
と
の
関
連
で
考
察
す
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
漱
石
に
と
っ
て
文
学
は
二
つ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
漢
学
に
所

謂
文
学
」
と
「
英
語
に
所
謂
文
学
」
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
二
種
類
の
文
学
を
「
到
底
同
定

義
の
下
に
一
括
し
得
べ
か
ら
ざ
る
異
種
類
の
も
の
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同

様
、〈
水
の
女
〉
と
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
は
ま
っ
た
く
性
質
を
異
に
す
る
異
種
類

の
も
の
で
あ
る
。
西
洋
の
〈
水
の
女
〉
の
テ
ー
マ
系
に
属
す
る
〈
水
の
女
〉
は
固
定
化
さ

れ
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
た
な
い
類
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
〈
水

の
女
〉
の
テ
ー
マ
系
に
属
す
る
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
は
「
人
間
の
女
」
で
あ
る
前

に
、「
物
質
の
女
」
で
あ
り
、「
変
化
を
生
き
る
女
」
で
あ
る
。

　

漱
石
は
東
西
を
知
る
教
養
人
と
し
て
、
こ
の
二
種
類
の
〈
水
の
女
〉
を
見
わ
た
せ
る
高

み
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
高
み
か
ら
自
分
の
独
創
性
を
編
み
出
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
独
創
性
に
は
一
つ
の
訣
別
、
一
つ
の
放
棄
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
れ
か
ら
描
く
女
を
徹
底
的
に
〈
水
の
女
〉
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
従
来
の
慣
習
的

な
や
り
方
―
―
女
を
「
人
間
の
女
」
と
し
て
描
く
こ
と
に
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
。
つ
ぎ
に
、

そ
う
す
る
こ
と
で
西
洋
伝
来
の
古
典
的
で
排
他
的
な
手
法
―
―
「
人
間
の
属
性
」
と
い
う

経
験
的
所
有
の
産
物
な
る
心
理
や
精
神
性
を
登
場
人
物
た
ち
の
身
体
に
注
入
す
る
こ
と
を

放
棄
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
水
と
い
う
物
質
が
有
し
て
い
る
「
動
の
原

理
」
を
彼
女
た
ち
の
行
動
を
可
能
に
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
配
分
し
て
や
る
こ
と
、
漱
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石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
有
し
て
い
る
独
創
性
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
流
出
（E

m
an
a-

tio

）
し
て
き
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
彼
女
た
ち
が
如
何
な
る
言
動
に
出
る
か
は
、
そ
の
心

理
や
意
思
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
作
家
の
意
志
や
プ
ラ
ン
と
も
ま
っ

た
く
無
関
係
で
あ
る
。

　

ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
は
単
な
る
文
学
作
品
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う

な
書
く
行
為
が
試
行
錯
誤
的
に
実
践
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
テ

ク
ス
ト
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
わ
れ
わ
れ
の
読
む
行
為
も
、
自
ず
と
そ
こ
に
刻

印
さ
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
痕
跡
や
軌
跡
を
踏
査
す
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な

る
の
で
あ
る
。

【〈
水
の
女
〉　
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉　
「
巫
山
の
女
」　

老
子
の
哲
学　

神
話　

隠
喩

イ
デ
ア　

流
出　

聴
取　

書
く
行
為
】

「
絵
画
の
約
束
」
論
争

　

―
―
「
印
象
」
か
ら
「
象
徴
」
に
向
か
う
時
代
の
な
か
で

 

𠮷
本　

弥
生

　

絵
画
の
約
束
論
争
（
一
九
一
一
～
一
九
一
二
年
）
は
、
木
下
杢
太
郎
・
山
脇
信
徳
・
武

者
小
路
実
篤
に
よ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
、
当
時
の
絵
画
の
評
価
基
準
に
関
す
る
論
争
で
あ
る
。

三
人
の
議
論
が
起
こ
っ
た
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
木
下
杢
太
郎
が
、
山
脇
信
徳
の
絵
画
に

つ
い
て
お
こ
な
っ
た
批
評
に
あ
る
。
本
稿
は
、
論
争
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
三
人
の
言
説

を
焦
点
と
し
て
、「
芸
術
家
」「
批
評
家
」「
鑑
賞
者
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
相
違

を
明
確
化
し
、
従
来
、
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
主
観
」
と
「
客
観
」
の
二
項
対
立
か
ら
で
は

な
く
、「
主
客
合
一
」
の
視
点
で
論
争
を
と
ら
え
直
し
た
上
で
、
同
時
代
の
芸
術
傾
向
と
、

批
評
を
あ
わ
せ
て
考
察
し
た
結
果
、
三
人
の
芸
術
観
に
は
、
共
通
し
て
「
印
象
」
で
は
な

く
、「
象
徴
」
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

そ
こ
に
は
、
時
代
背
景
と
し
て
、
印
象
主
義
や
表
現
主
義
、
未
来
主
義
な
ど
の
様
々
な

イ
ズ
ム
と
、
同
時
代
に
お
け
る
芸
術
論
争
で
あ
る
「
美
術
批
評
論
争
」
と
「
生
の
芸
術
論

争
」
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
即
ち
、
二
項
対
立
で
は
な
く
、
象
徴
主
義
と
い
う
一
つ

の
イ
ズ
ム
に
包
括
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
明
治
後
期　

主
観　

客
観　

主
客
合
一　

象
徴　

象
徴
主
義　

詩　

芸
術
家　

批
評
家

鑑
賞
者
】

「
家
族
団
欒
図
」

　

―
―
父
親
の
再
婚
と
〝
敗
戦
〟
の
終
焉

 

ア
フ
マ
ド
・
Ｍ
・
Ｆ
・
モ
ス
タ
フ
ァ

　

安
岡
章
太
郎
は
学
徒
兵
世
代
の
一
員
で
あ
っ
た
が
、
入
隊
し
て
ま
も
な
く
満
州
で
発
熱

し
て
内
地
に
送
り
帰
さ
れ
た
。
二
十
五
歳
の
時
に
金
沢
の
陸
軍
病
院
で
終
戦
を
迎
え
た
。

安
岡
章
太
郎
は
一
人
っ
子
で
、
終
戦
当
時
は
獣
医
で
ラ
ン
ク
の
高
い
軍
人
だ
っ
た
父
親
は

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
戦
線
で
捕
虜
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
東
京
の
家
も
空
襲
で
焼
か
れ
た
と

い
う
こ
と
で
安
岡
章
太
郎
は
母
親
と
ふ
た
り
で
鵠
沼
海
岸
に
あ
る
叔
父
の
家
を
借
り
た
。

父
親
が
帰
還
す
る
ま
で
の
鵠
沼
海
岸
暮
ら
し
の
数
ヶ
月
の
間
は
〝
戦
後
〟
と
は
ま
る
で
無

関
係
で
母
親
と
ふ
た
り
だ
け
で
平
和
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
父
親
が
帰
っ
て
き
た
瞬
間

か
ら
安
岡
章
太
郎
は
ど
う
も
初
め
て
敗
戦
の
暗
い
影
を
肌
で
実
感
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
と
き
か
ら
母
親
は
ま
る
で
下
宿
屋
の
お
上
さ
ん
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
逆
に
父
親

は
田
舎
か
ら
上
京
し
て
き
て
部
屋
代
も
払
わ
ず
に
居
座
る
叔
父
さ
ん
の
よ
う
な
感
じ
で
家

中
は
異
様
な
空
気
が
漂
い
は
じ
め
た
。
敗
戦
の
ツ
ケ
が
ま
る
で
母
親
だ
け
に
回
っ
て
き
た

よ
う
な
感
じ
で
、
母
親
は
一
家
の
艱
難
や
苦
し
み
を
背
負
う
運
命
に
遭
っ
た
。
挙
げ
句
の

果
て
に
母
親
は
発
狂
し
て
し
ま
い
、
高
知
湾
に
面
す
る
ひ
っ
そ
り
と
し
た
精
神
病
院
で
変

わ
り
果
て
た
姿
で
死
を
迎
え
て
し
ま
う
。
安
岡
章
太
郎
は
そ
の
と
き
〝
戦
後
〟
が
終
わ
っ

て
敗
戦
の
後
遺
症
も
終
焉
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
こ
れ
は
自
分
の
錯
覚

だ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。
結
局
自
分
の
心
の
中
に
あ
っ
た
本
当
の
〝
戦
後
亡
霊
〟
を
意
味

し
て
い
た
の
は
身
の
振
り
方
の
決
ま
ら
な
い
元
軍
人
の
父
親
の
存
在
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

母
親
の
強
烈
な
存
在
の
影
に
圧
迫
さ
れ
続
け
て
き
た
安
岡
は
敗
戦
や
戦
後
の
こ
と
も
含
め

て
、
諸
々
の
こ
と
は
母
親
を
通
し
て
世
界
を
見
つ
め
続
け
て
き
た
。
し
か
し
四
十
歳
に
近

づ
く
に
つ
れ
て
逆
に
い
か
に
〝
父
親
の
不
在
〟
の
方
が
自
分
の
一
人
の
男
と
し
て
の
〝
生

涯
〟
に
甚
だ
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
か
思
い
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

安
岡
章
太
郎
が
筆
を
執
っ
て
自
ら
の
小
説
家
の
道
を
歩
み
始
め
た
と
き
か
ら
、
自
分
の

少
年
時
代
か
ら
の
自
伝
を
回
顧
録
的
に
ひ
た
す
ら
に
書
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
通
じ
て
胸
に

の
し
か
か
っ
て
な
か
な
か
放
し
て
く
れ
な
い
戦
後
の
亡
霊
を
振
り
払
う
カ
ギ
を
ず
っ
と
探

し
求
め
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
〝
父
親
の
戦
後
処
理
〟
に
あ
る
と
と
う
と
う
気
付
い
た
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論 文 要 旨

が
、
最
終
的
に
〝
戦
後
〟
と
い
う
も
の
は
父
親
や
そ
の
世
代
の
終
わ
り
で
消
え
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
が
父
親
の
息
子
で
あ
る
だ
け
で
自
分
も
こ
の
戦
後
を
受
け
継
い
で

生
き
て
い
く
サ
ダ
メ
に
あ
り
、
次
の
孫
の
世
代
ま
で
逃
れ
る
こ
と
な
く
ま
た
受
け
継
い
で

い
く
の
で
は
な
い
か
と
悟
っ
た
よ
う
で
あ
る
。〝
戦
後
〟
は
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
が
今
現
在
九
十
歳
に
も
な
っ
て
戦
後
作
家
と
し
て
最
後
に
残
っ
た
時

代
の
証
言
者
た
る
安
岡
章
太
郎
の
結
論
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

【
敗
戦　

終
焉　

供
養　

亡
霊　

海
辺　

団
欒　

宿
命　

世
代　

軍
歌　

鏡
】

『
医
心
方
』
所
引
『
僧
深
方
』
輯
佚

　

―
―
東
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
仏
教
医
学
の
諸
相

 

多
田　

伊
織

　

丹
波
康
頼
が
永
観
二
（
九
八
四
）
年
に
�
進
し
た
『
医
心
方
』
三
十
巻
は
、
当
時
日
本

に
伝
わ
っ
て
い
た
中
国
・
朝
鮮
や
イ
ン
ド
起
源
の
医
書
や
日
本
の
処
方
を
集
大
成
し
た
、

現
存
す
る
日
本
最
古
の
医
学
全
書
で
あ
る
。
最
善
本
は
院
政
期
の
写
本
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
国
宝
半
井
家
本
で
あ
る
が
、
幕
末
に
幕
府
の
医
学
館
が
翻
刻
す
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど

世
に
出
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
文
化
庁
が
買
い
上
げ
る
昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）
年
ま
で

秘
蔵
さ
れ
て
い
た
。

　
『
医
心
方
』
所
引
の
先
行
医
学
書
を
、
馬
継
興
「『
医
心
方
』
中
的
古
医
学
文
献
初
探

（『
�
進
一
千
年
記
念　

医
心
方
』
医
心
方
一
千
年
記
念
会　

一
九
八
六
）」
は
二
百
四
種
、

一
万
八
八
一
条
と
数
え
る
。
そ
の
内
、
仏
教
関
係
の
典
籍
は
計
十
五
も
し
く
は
十
六
種
あ

る
が
、
南
朝
の
劉
宋
・
南
斉
間
の
僧
侶
釈
僧
深
の
�
述
し
た
散
逸
医
書
『
僧
深
方
』
は
、

『
医
心
方
』
に
多
く
引
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、『
医
心
方
』
も
引
用
す
る
唐
・
王
燾
（
六

七
〇
？
～
七
五
五
）『
外
台
秘
要
方
』
に
相
当
数
採
録
さ
れ
る
な
ど
唐
代
に
重
視
さ
れ
て

い
た
。『
医
心
方
』
で
は
直
接
引
用
二
百
・
間
接
引
用
十
九
の
計
二
一
九
条
、『
外
台
秘
要

方
』
で
は
直
接
引
用
三
二
五
・
間
接
引
用
一
三
二
の
計
四
五
七
条
を
認
め
、
重
複
を
除
い

て
も
、『
僧
深
方
』
の
ま
と
ま
っ
た
輯
佚
が
可
能
で
あ
る
。

　
『
僧
深
方
』
は
、『
隋
書
』
経
籍
志
以
降
、
書
目
に
著
録
さ
れ
、
藤
原
佐
世
（
八
四
七
～

八
九
七
）『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
医
方
家
に
は
「
方
集
廿
九
巻　

尺
僧
深
�
」
と
あ
り
、

日
本
に
も
伝
来
し
て
い
た
。『
僧
深
方
』
の
構
成
は
出
典
の
巻
次
を
明
記
す
る
『
外
台
秘

要
方
』
か
ら
一
部
復
元
で
き
る
。

　

隋
唐
ま
で
に
成
立
し
た
主
な
中
国
医
書
は
、
北
宋
に
お
い
て
校
正
医
書
局
の
手
で
再
編

集
さ
れ
（
宋
改
）
て
お
り
、
遣
唐
使
な
ど
が
将
来
し
た
古
鈔
本
に
基
づ
く
『
医
心
方
』
所

引
の
文
献
は
、
宋
改
以
前
の
本
来
の
体
裁
を
保
つ
点
で
貴
重
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
僧
深
方
』
輯
佚
の
第
一
段
階
と
し
て
『
医
心
方
』
か
ら
『
僧
深
方
』
を

輯
佚
し
、
失
わ
れ
た
『
僧
深
方
』
が
い
か
な
る
医
学
書
で
あ
り
、
仏
教
東
漸
に
お
い
て
、

仏
教
医
学
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
か
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

【
丹
波
康
頼　

『
医
心
方
』　

釈
僧
深　

『
僧
深
方
』　

六
朝　

仏
教　

医
学
】
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

Ⅰ　

家
元
の
正
統
性
と
し
て
の
「
血
脈
」

　

１　

千
家
の
初
期
の
系
譜
を
め
ぐ
る
血
脈
の
問
題

　

（
１
）
は
じ
め
に

　

日
本
の
伝
統
芸
能
や
伝
統
芸
術
な
ど
の
文
化
領
域
で
は
、
家
元
と
い
う
存
在

に
よ
っ
て
、
そ
の
技
芸
が
長
ら
く
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
事
象
が
み
ら

れ
る
。“
伝
統
”
と
い
う
か
ら
に
は
、
長
年
そ
の
技
芸
が
脈
々
と
伝
承
さ
れ
て

き
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
技
芸
を
伝
承
し
て
き
た
代
々

の
家
元
と
い
う
存
在
が
あ
れ
ば
、
そ
の
“
伝
統
”
は
信
じ
ら
れ
や
す
い
傾
向
に

あ
る
。
こ
の
た
め
、
茶
の
湯
な
ど
の
“
伝
統
”
の
世
界
で
は
、
技
芸
の
伝
承
と

と
も
に
、
家
系
に
よ
る
権
威
の
継
承
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。

　

表
千
家
、
裏
千
家
お
よ
び
武
者
小
路
千
家
の
三
家
に
わ
か
れ
て
存
続
し
て
い

る
千
家
は
、
千
利
休
の
直
系
の
子
孫
の
家
と
し
て
、
ま
た
、
茶
の
湯
の
家
元
と

し
て
、
現
在
も
そ
の
存
在
感
を
示
し
て
い
る
。
千
利
休
以
来
四
世
紀
以
上
に
わ

た
っ
て
千
家
の
家
系
が
連
綿
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い

事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
連
続
性
が
、
茶
の
湯
家
元
と
し
て
の
正
統
性
の

根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。
技
芸
の
伝
承
と
家
系
の
継
承
と
は
、
本
来
別
物
で
は

あ
る
が
、
往
々
に
し
て
一
体
不
可
分
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、

家
系
の
連
続
性
は
、
技
芸
の
伝
承
性
へ
の
信
頼
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
家
系
が
流
祖
に
さ
か
の
ぼ
る
血
脈
を
受

け
継
い
で
い
る
な
ら
ば
、
よ
り
一
層
の
権
威
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
千
家
の
、
そ
の
綿
々
た
る
家
系
の
連
続
性
に
、
血
脈
の
上
で
連

続
性
の
弱
さ
を
含
む
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
千
家
の
初
期
の
系
譜
に
お
け
る
、

第
二
代
千
少
庵
、
第
三
代
千
宗
旦
な
ど
の
出
自
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
一
般

に
、
血
脈
に
関
す
る
事
柄
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
千
家
の
場
合
、
こ
の
問
題
は
家
元
の
正
統
性
の
根
幹
を
な
す
重
要
な

千
宗
旦
の
出
自
を
め
ぐ
る
「
利
休
血
脈
論
争
」
に
つ
い
て

　
　

現
代
家
元
シ
ス
テ
ム
へ
の
道
程

葊　

田　

吉　

崇　
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問
題
で
も
あ
り
、
従
来
か
ら
人
物
研
究
と
い
う
視
点
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
実
績
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
家
元
の
正
統
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
千
宗
旦
の
出
自
に
関
す
る

問
題
が
い
か
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
を
、
と
く
に
昭
和
三
十
年
頃
以
降
に
論

争
化
し
た
経
緯
を
中
心
に
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
家
元
シ
ス
テ
ム
）
（
（

の
現
代
的
展

開
に
お
い
て
、
こ
の
血
脈
の
議
論
が
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

　

（
２
）
千
宗
旦
の
出
自
に
関
す
る
諸
説
と
現
在
の
理
解

　

そ
の
連
続
性
の
弱
さ
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
千
宗
旦
が
千
利
休
の
血
脈
を

受
け
継
い
で
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
千
家
第
三
代
を
継
承
し
た
千
宗

旦
は
、
千
利
休
の
孫
で
あ
る
。
し
か
し
、
千
家
第
二
代
の
千
少
庵
は
、
千
利
休

の
後
妻
で
あ
る
千
宗
恩
の
連
れ
子
と
さ
れ
る
の
で
、
千
利
休
と
千
少
庵
と
は
血

縁
関
係
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
千
利
休
と
千
宗
旦
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
考
え

方
が
生
ま
れ
て
き
た
。
第
一
の
考
え
方
は
、
千
少
庵
の
妻
は
、
千
利
休
の
実
の

娘
「
お
亀
）
（
（

」
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
千
宗
旦
は
、
千
少
庵
と
お
亀
と
の
間

の
子
で
あ
る
の
で
、
お
亀
を
通
じ
て
、
千
利
休
の
血
脈
を
伝
え
て
い
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
の
通
説
的
な
理
解
で
あ
る
。
第
二
の
考
え
方
は
、

千
利
休
の
実
子
で
あ
る
千
道
安
の
子
が
千
宗
旦
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
千

道
安
を
通
じ
て
千
利
休
の
血
脈
を
伝
え
る
千
宗
旦
が
、
千
少
庵
の
養
子
に
な
っ

た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
第
三
の
考
え
方
は
、
千
少
庵
は
後
妻
の
連
れ
子
で
あ

る
と
い
う
定
説
を
否
定
し
て
、
千
少
庵
は
千
利
休
の
実
子
で
あ
り
、
そ
の
実
子

が
千
宗
旦
で
あ
る
と
、
血
縁
相
続
を
考
え
る
説
で
あ
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、

第
一
の
考
え
方
を
「
利
休
娘
実
子
説
」、
第
二
の
考
え
方
を
「
道
安
実
子
説
」、

第
三
の
考
え
方
を
「
直
系
実
子
説
」
と
名
づ
け
る
こ
と
と
す
る
。
以
上
の
説
明

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
議
論
の
根
底
に
は
、
千
利
休
の
血
脈
が
、

千
宗
旦
、
ひ
い
て
は
現
在
の
家
元
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
。

　

当
事
者
で
あ
る
千
家
自
身
は
、
現
在
こ
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
は
、
ち
ょ
う
ど
千
宗
旦
三
百
五
十

年
忌
で
あ
り
、
表
千
家
お
よ
び
裏
千
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
千
宗
旦
に
関
す
る
展
覧

会
を
開
催
し
た
）
（
（

。
こ
れ
ら
の
展
覧
会
の
図
録
に
は
、
千
宗
旦
を
中
心
と
す
る
千

家
の
系
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
図
１
「
千
家
系
譜
）
（
（

」
が
表
千
家
の
も
の
で
あ

り
、
図
２
「
宗
旦
周
辺
系
譜
）
（
（

」
が
裏
千
家
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
の
千

家
の
公
式
見
解
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
表
千
家
の
「
千
家
系
譜
」
を
み
る
と
、
主
に
男
系
だ
け
を
示
し
て
お

り
、
千
少
庵
お
よ
び
千
宗
旦
の
出
自
に
つ
い
て
の
議
論
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
図
録
の
「
元
伯
宗
旦
年
譜
」
の
な
か
で
は
、

　

千
宗
旦
、
少
庵
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
母
は
利
休
の
娘
と
い
わ
れ
る
）
（
（
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と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
利
休
娘
実
子
説
」

に
よ
り
な
が
ら
も
、
肝
心
の
部
分
は
「
い
わ
れ

る
」
と
し
て
断
定
を
さ
け
て
い
る
。

　

一
方
、
裏
千
家
の
「
宗
旦
周
辺
系
譜
」
を
み
る

と
、
あ
き
ら
か
に
「
利
休
娘
実
子
説
」
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
注
意
し
て
み
る
と
、
千
少
庵
妻

の
お
亀
を
千
利
休
の
先
妻
の
実
子
と
位
置
付
け
て

い
る
。
つ
ぎ
の
図
３
の
と
お
り
、
お
亀
を
千
利
休

の
娘
と
す
る
場
合
、
母
親
は
不
明
と
し
て
と
り
あ

つ
か
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

裏
千
家
の
「
宗
旦
周
辺
系
譜
」
は
新
た
な
考
え
方

を
示
し
て
い
る
。

　

研
究
者
の
間
で
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い

る
の
か
、
い
く
つ
か
の
系
図
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

　

図
３
「
千
家
略
系
図
）
（
（

」
は
、
現
在
の
通
説
的
な

理
解
を
簡
潔
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
２
の
裏

千
家
の
系
図
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
お

亀
の
母
親
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

図
４
「
千
家
お
よ
び
楽
家
系
図
）
（
（

」
は
、
か
な
り

趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
楽
焼
の
楽
家
が
千

利
休
の
血
脈
で
あ
る
と
い
う
、
あ
る
時
期
に
強
く

　

図
１　

千
家
系
譜

千
利
休

　

与
四
郎

　

宗
易（
法
諱
）

　

筌
斎

　

利
休（
法
号
）

　

不
審
菴

千
道
安

　

紹
安

　

眠
翁（
法
号
）

千
少
庵

　

宗
淳（
法
諱
）

　

不
審
菴

千
宗
旦

　

元
叔（
法
号
）

　

元
伯

　

不
審
菴

　

咄
々
斎

山
科
宗
甫

久
田
宗
栄

日
安
妙
宗

　

宗
見

千
宗
拙

　

閑
翁（
法
号
）

（
武
者
小
路
千
家
）

千
宗
守

　

甚
右
衛
門

　

一
翁（
法
号
）

　

似
休
斎

（
表
千
家
）

千
宗
左

　

十
三
郎

　

宗
受

　

宗
佐

　

江
岑（
法
号
）

　

逢
源
斎

　

不
審
菴

（
裏
千
家
）

千
宗
室

　

長
吉
郎

　

玄
室

　

仙
叟（
法
号
）

　

臘
月
庵

く
れ

久
田
宗
利

藤
村
庸
軒

千
宗
守

　

文
叔（
法
号
）

千
宗
佐

　

宗
巴

　

良
休（
法
号
）

　

随
流
斎

　

不
審
菴

千
宗
室

　

常
叟（
法
号
）

　

不
休
斎

久
田
宗
全

出
典　

特
別
展
「
三
百
五
十
年
遠
忌
記
念　

元
伯
宗
旦
展　

残
さ
れ
た
手
紙
に
み
る
生
涯
と
茶
の
湯　

」
図
録
、
不
審
菴
文
庫
編
集
、
表
千
家

北
山
会
館
発
行
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）、
六
一
頁
。
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主
張
さ
れ
た
考
え
方
に
よ
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

　

図
５
「
利
休
一
族
略
系
図
）
（
（

」
は
、
研

究
者
の
間
で
議
論
の
あ
る
こ
と
を
す
べ

て
書
き
込
ん
だ
系
図
で
あ
る
。
通
説
で

あ
る
図
３
を
骨
子
と
し
て
、
図
４
に
あ

る
説
も
“
一
説
”
と
し
て
掲
載
し
て
い

る
。
図
３
と
比
較
し
て
一
見
し
て
明
ら

か
な
と
お
り
、
千
利
休
の
子
供
が
増
え

て
い
る
。
と
く
に
母
親
を
示
さ
な
い
子

供
が
五
人
も
い
て
、
図
１
お
よ
び
図
２

の
系
図
と
は
距
離
が
感
じ
ら
れ
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

出
典　

宗
旦
三
百
五
十
年
忌
記
念　

秋
季
特
別
展
「
千
宗
旦
」
図
録
、茶
道
資
料
館
編
集
発
行
、平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）、二
三
四
頁
。

　

図
２　

宗
旦
周
辺
系
譜

□□

一
六
五
八

恵
雲

文
叔
宗
守

半
七

良
休
宗
佐

常
叟
宗
室

道
安

亀（
宗
桂
）

少
庵

（
久
田
家
初
代
）

宗
栄

 

女

日
安
妙
宗

元
伯
宗
旦

宗
見

山
科
宗
甫

宗
利

く
れ

藤
村
庸
軒

閑
翁
宗
拙

一
翁
宗
守

女江
岑
宗
左

く
れ

仙
叟
宗
室

角
法
妙
園

宗
全

良
休
宗
佐

一
六
五
八

一
六
五
八

一
七
〇
八

一
六
七
一

一
六
五
〇

一
六
九
一

一
六
七
三

一
七
〇
四

一
五
四
六

一
六
〇
七

一
六
〇
五

一
五
四
六

一
六
一
四

一
五
五
七

一
六
二
四

一
五
七
八

一
六
五
八

一
六
一
三

一
六
九
九

一
六
七
二

一
六
六
六

一
六
〇
六

一
六
八
五

一
六
五
二

一
六
〇
五

一
六
七
六

一
六
八
八

一
六
一
三

一
六
七
二

一
六
二
二

一
六
九
七

一
六
七
五

田
中
与
兵
衛

月
岑
妙
珍

宝
心
妙
樹

利
休

宗
恩

宮
王
三
郎

宗
巴

女

 

久
田
刑
部

一
五
四
〇

一
五
七
七

一
五
二
二

一
五
九
一

一
六
〇
〇

一
五
二
三

一
六
一
二

－－－－－

－－－－－－

－－－－－－

－－－－

－－－－

－
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

　

（
３
）
本
稿
の
目
的

　

現
在
の
千
家
お
よ
び
研
究
者
の
理
解
を
系
図
の
形
で
比
較
し
た
が
、
こ
こ
か

ら
も
容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
考
え
方
に
は
一
部
に
か
な
り
の
違
い
が
み

ら
れ
る
。
結
論
か
ら
の
べ
る
と
、
実
は
こ
う
し
た
理
解
の
混
乱
は
、
現
代
に
お

こ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
近
世
か
ら
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
が
四
百
年
以
上
前
の
一
商
人
の
家
系
で
あ
り
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と

が
わ
か
る
方
が
不
思
議
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
孫
が
茶
の
湯
の
家

元
と
し
て
存
続
し
た
た
め
に
、
千
家
自
身
が
み
ず
か
ら
の
家
の
歴
史
を
語
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
し
、
周
囲
も
熱
心
に
そ
れ
を
求
め
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
近
世
で
は
家
系
の
潤
色
は
そ
れ
ほ
ど
驚
く
べ
き
こ
と
で
も
な
い
。

閑
翁
宗
拙

一
翁
宗
守
（
官
休
庵
）→
武
者
小
路
千
家

江
岑
宗
左
（
不
審
庵
）→
表
　
千
　
家

仙
叟
宗
室
（
今
日
庵
）→
裏
　
千
　
家

女
（
く
れ
、
久
田
宗
利
室
）

女

　

図
３　

千
家
略
系
図

出
典　

村
井
康
彦
『
千
利
休
追
跡
』
角
川
書
店
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）、
四
一
頁
。

田
中
千
阿
弥
？（
田
中
）

　
「
道
悦
」　

千
与
兵
衛

　
　
　
　
（「
一
忠
了
専
」）

　
　
　
　
「
月
岑
妙
珎
」

女
（
石
橋
良
叱
妻
）

（
堺
千
家
）

道
安
（
紹
安
）

女
（
万
代
屋
宗
安
妻
）

女
（
千
紹
二
妻
）

「
宗
林
童
子
」

「
宗
幻
童
子
」

宗
旦

四
郎
右
衛

門
尉

（
山
科
宗
甫
）

女（
ね
い
）

（
京
千
家
）

　
　

少
庵（
宗
淳
）

　
　
　

亀
（「
喜
室
宗
桂
」）

「
宝
心
妙
樹
」

　

与
四
郎

利　

休　
　

亀

　

筌
斎

　

宗　

易

宗　

恩

宮
王
三
郎
三
入

宗
巴　
　

紹
二

出典　大河内風船子『長次郎　楽代々』日本陶磁大系第十七巻、平凡社、平成二年（1990）、88 頁。

　　　　　長次郎　　二代目長次郎

　　　　　　　　　宗味　　女　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得入

　　　　　宗慶　　　　　　　　　　　　　　宗入　　左入　　長入　

　　　　　　　　　常慶　　道入　　一入　　　　　　　　　　　　　　了入　旦入……〔楽家〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一元……〔玉水焼〕

　　　　　　　　　　　　　道楽

千利休　　道安
　　　　　　　　　　　　　宗拙

　　　　　　　　　　　　　宗守　　文叔……〔武者小路千家〕

　　　　　少庵　　宗旦　
　　　　　　　　　　　　　江岑　　随流斎　　覚々斎　　如心斎　　啐啄斎　　了々斎……〔表千家〕

　　　　　　　　　　　　　仙叟　　不休斎　　六閑斎　　最々斎　　又玄斎　　不見斎……〔裏千家〕

図４　千家および楽家系図
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宗
味

常
慶
→
楽
家

閑
翁宗

拙

一
翁宗

守（
官
休
庵
）→
武
者
小
路
千
家

江
岑宗

左（
不
審
庵
）→
表
千
家

仙
叟宗

室（
今
日
庵
）→
裏
千
家

く
れ（
久
田
宗
利
の
妻
）

女

　

図
５　

利
休
一
族
略
系
図

田
中
千
阿
弥
？

道　

悦　
　

千（
田
中
）与
兵
衛

〔
一
忠
了
専
〕

天
文
九
・
一
二
・
八
没

〔
月
岑
妙
珎
〕

一
〇
・
七
没

・
杉
本
捷
雄
『
千
利
休

と
そ
の
周
辺
』
参
考

・　
　

線　

通
悦

・　
　

線　

一
説

・
兄
弟
姉
妹
順
不
同

〔
宝
心
妙
樹
〕

天
正
五
・
七
・
一
六
没

※
千
宗
休

永
禄
六
・
六
・
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　

���
の
間
に
没
か

永
禄
一
〇
・
一
〇
・
九

与
四
郎　

康
隆（
？
）

宗
易　

筌
斎

不
審
庵

利　
　
　

休
天
正
一
九
・
二
・
二
八
没（
70
）

松
永
久
秀

天
正
五
・
一
〇
・

一
〇
没

宗
林
童
子

宗
幻
童
子

久
秀
側
室
と
も　
　

得
英

宗　
　
　
　

恩

慶
長
五
・
三
・
六
没

宮
王
三
郎
三
入

天
文
二
二
・
二
没

千
宗
巴（
把
）

慶
長
一
七
・
三
・
九
没（
90
）

水
落
宗
恵

女（
久
田
実
房
の
妻
）　
　
　
　
　
　
　

久
田
宗
栄　
　
　
　
　
　
　
　

宗
利

出
典　

米
原
正
義
『
天
下
一
名
人　

千
利
休
』
淡
交
社
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）、
三
〇
四
頁
。

紹
二
女＝

奈
良
屋
宗
春

四
郎
左
衛
門

宗
淳

少　

庵

慶
長
一
九
・
九
・
七
没

　
　
　
　
　
　
（
69
）

宗　

旦

四
郎
右
衛
門
尉

山
科
宗
甫

ね　

い

１　
　
　
　
　
　

吟
子

女
（
石
橋
良
叱
の
妻
）

貞
政（
？
）
眠
翁　

可
休
斎

道
安（
初
紹
安
）

慶
長
一
二
・
二
・
一
七
没（
63
）

女

宗
雲

２　
　
　

お
三（
お
亀
と
も
）　
　
　
　
　
　
　

吉
兵
衛（
か
と
）

女（
万
代
屋
宗
安
の
妻
）　
　

万
代
屋
宗
貫

（
新
太
郎
、
文
禄
三
・
四
・
二
四
没
）

３　
　
「
父
ニ
先
テ
自
殺
ス
」「
宗
安
が
後
家
」

女（
千
紹
二
の
妻
）

「
此
内
儀
ニ
付
一
乱
起
」

４
女（
本
能
寺
円
乗
坊
宗
円
の
妻
）

女（
魚
屋　

渡
辺
与
兵
衛
の
妻
）　

魚
屋
立
安

田
中
宗
慶

明
叔
寺
清
蔵
主

お
ち
や
う
＝
宗
旦
後
妻
と
も

亀（
喜
室
宗
桂
）

慶
長
一
一
・
一
〇
・
二
九
没
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
焦
点
を
あ
て
た
い
の
は
、
現
代
の
あ
る
時
期
に
千
家
の

家
系
が
熱
心
に
論
じ
ら
れ
た
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
千

家
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
く
に
昭
和
三
十
年
頃
以
降
、

こ
の
問
題
が
論
争
の
様
相
を
呈
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。

　

筆
者
は
、
千
宗
旦
の
出
自
に
関
す
る
論
争
的
な
問
題
に
何
ら
か
の
結
論
を
出

そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
諸
説
が
併
存
し
、
対
立
し
て
き
た
状
況
を
そ
の

ま
ま
と
ら
え
て
、
そ
の
原
因
と
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
め
ざ

す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　　

２　

学
問
と
し
て
の
茶
の
湯
研
究
と
「
利
休
血
脈
論
争
」

　

（
１
）
茶
の
湯
研
究
の
歴
史

　

茶
の
湯
に
お
け
る
千
利
休
お
よ
び
そ
の
家
族
に
関
す
る
研
究
は
、
千
利
休
以

降
の
茶
の
湯
の
歴
史
と
と
も
に
あ
る
と
い
え
る
。
茶
の
湯
の
愛
好
者
が
、
千
利

休
の
事
績
や
そ
の
家
族
に
深
い
関
心
を
持
つ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

茶
会
や
茶
の
湯
の
け
い
こ
の
場
に
お
い
て
、
茶
人
の
逸
話
は
ふ
さ
わ
し
い
話
題

と
し
て
好
ま
れ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
茶
人
の
逸
話
が
さ
ら
に
生
み

出
さ
れ
、
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
千
利
休
や
そ
の
家
族
の
イ
メ
ー
ジ
を
拡
大

さ
せ
て
い
く
現
象
が
み
ら
れ
た
。

　

も
と
も
と
好
事
家
的
な
関
心
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
茶
の
湯
研
究
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
本
格
的
に
学
問
と
し
て
の
研
究
と
な
る
の
は
、
昭
和
初
期
）
10
（

ま
で
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
茶
の
湯
の
実
技
者
に
よ
る
自
己
学
習
的
な
研
究
か

ら
、
西
欧
流
の
学
識
を
身
に
つ
け
た
近
代
知
識
人
に
よ
る
、
茶
の
湯
を
客
観
視

し
た
文
化
史
的
な
研
究
へ
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
先
行
的
な
も

の
と
し
て
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
高
橋
龍
雄
『
茶
道
）
11
（

』
が
あ
り
、
そ
の
後
、

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
か
ら
は
『
茶
道
全
集
』
全
十
五
巻
）
1（
（

が
刊
行
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
家
元
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
茶
の
湯
の
実
技
を
学
ぶ
「
流

儀
茶
」
の
分
野
で
も
、
研
究
を
意
識
し
た
あ
ら
た
な
動
き
が
み
ら
れ
る
。
昭
和

十
二
年
（
一
九
三
七
）
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
表
千
家
の
機
関
誌
『
わ
び
）
13
（

』
は
、

巻
頭
言
で
、

　

殊
に
近
年
我
国
文
化
の
再
検
討
、
国
民
精
神
の
高
揚
が
唱
へ
ら
れ
、
こ
の

思
潮
は
茶
道
に
も
及
ん
で
、
少
壮
の
人
々
の
間
に
も
勃
然
と
茶
道
研
究
の

傾
向
を
見
出
し
、
真
に
茶
道
を
知
ら
ん
と
す
る
声
は
諸
方
よ
り
起
つ
て
居

り
、
他
方
茶
道
そ
の
も
の
に
於
て
も
、
今
日
ほ
ど
隆
盛
を
極
め
る
時
代
は
、

今
迄
に
恐
ら
く
あ
る
ま
い
）
1（
（

。

　
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
単
に
実
技
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、「
茶
道
研

究
」
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
が
茶
の
湯
の
隆
盛
に
導
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、『
わ
び
』
は
、
流
派
色
を
弱
め
、
茶
の
湯
全
般
に
関

係
す
る
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
雑
誌
を
志
向
し
て
い
た
）
1（
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
流
派
の
機
関
誌
で
あ
る
以
上
、
純
粋
に
研
究
誌
と
い
う
こ
と
で
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宮尾道三（宮尾太夫、宮王太夫）
（？）

宮王三郎
（？～ （（（（）

木下長嘯子
（（（（（ ～ 16（9）

「従来の所説、即ち（略）宮尾
道三の妻女だつた」（（（ 頁）

「全然信用しない訳にはいか
ぬ」根拠：『四祖伝書』、『茶湯
雑話』（（（ 頁）

「茶湯者ノ少庵ハ三入ノ子ナリ」
根拠：『四座役者目録』（９頁）

「宮尾道三の後家（松屋日記）、
道三の女（堺鑑）」（（0 頁）

「私は信じたいと思ふ。」根拠：
『四座役者目録』（（0 頁）

「宮王太夫子」根拠：『松屋日記』
（（（ 頁）

「少庵はまがうことなく宮王三
郎の実子」根拠：『四座役者目
録』（（（ 頁）

「少庵は長嘯の子ト云説（略）
（敞帚記補巻十三、雑談之部
五）」「さかしらな作意をやっ
た時代もあった」（（0 頁）

「モト乳守ノ遊女ナリシヲ道三
妻トス。道三没後利休ニ嫁ス
トゾ。（敞帚記補九巻、雑談一）」

（（（ 頁）

「道三の弟、三郎の妻であった」
根拠：『四座役者目録』（（（ 頁）

現在は、宮王三郎の妻「とい
う説が強いようであるが確定
的でない。」（（（ 頁）

「只今では少庵の父を、この宮
王家の三郎（三入）と考えて
もよいのではないかと思われ
ます。」（（（ 頁）

「三千家は、（略）甚だみすぼ
らしくなる。」（（（ 頁）と批判
する。

「少庵は宗恩と宮王三郎三入と
の間に生まれた一子」（（（ 頁）

「ほぼ定説となっている」　根
拠：『四座役者目録』、随流斎
筆『寛文八年本』（（（ 頁）
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表１　千宗恩の先夫（千少庵の実父）に関する理解の変遷　　

論　者 論文名 出　典
松永久秀

（（（（0 ～ （（（（）

末宗廣 「宗恩」 『わび』昭和十七年二
月号

「松永久秀の妻女とも伝へて居
る（（（ 頁）

鈴木半茶 「表千家代々の内室考
（上）」

『わび』昭和十八年二
月号

「北条美濃守氏規の女なり。は
じめ松永弾正に嫁せし」根拠：

『千家世代覚書』、『千家歴代室
過去帳写』ほか（（（ 頁）

片山九郎右衛門 「少庵の実父」 『茶道月報』昭和十九
年六月号

鈴木半茶 「 利 休 と 南 坊 宗 啓
（一〇）」

『茶道雑誌』昭和二十 
二年八月号

「北条氏規の女松永久秀に嫁せ
し」根拠：『千家系譜』（（0 頁）

鈴木半茶 「少庵伝小藁（その四）」『茶道雑誌』昭和三十 
三年八月号

「『茶祖的伝』がその出典であ
るらしく、これは全くの誤説
でしかない」（（（ 頁）

鈴木半茶 「少庵伝小藁（その五）」『茶道雑誌』昭和三十 
三年九月号

「休叟の『茶祖的伝』の中で異
説をもち出して、それを『千
家系譜』がその説を踏襲して
いる」（（（ 頁）

千宗左
（即中斎）

「少庵三百五十年忌に
語る」

『茶道雑誌』昭和三十 
八年十一月号

「随流斎までは、（略）松永弾
正久秀であると明解になって
いる。」（（（ 頁）

久田宗也 「少庵略伝」 『茶道雑誌』昭和三十 
八年十一月号

磯野風船子 「少庵の父を文学的に
考察する（一）」

『茶道雑誌』昭和三十 
九年一月号

「わたくしは、宗恩が、松永久
秀の妻であったという説に荷
担したい」（（（ 頁）

村井康彦 「少庵と道安（その一）」『茶道雑誌』昭和五十 
二年十月号

大河内（磯野）
風船子

「 再 三 待 庵 に つ い て
（一）」

『茶道雑誌』昭和六十 
一年十月号

「少庵は、（略）松永久秀の子
として、武士道と武士の茶の
湯の指導を受けた人である。」

（（（ 頁）

千芳紀
（表千家若宗匠）

「 江 岑 宗 左 と 随 流 斎
（三）　新出史料の紹介
と検討　」

『茶道雑誌』平成六年
一月号

「別の伝承が千家にあった」「少
庵の実父三入と松永久秀の深
い関係があって、さきの松永
久秀実父説が生じたのかもし
れない。」（（（、（（ 頁）
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表
２　

「
利
休
血
脈
論
争
史
」
の
主
要
年
表

区
分

年

一
般
的
説
明
、

関
連
資
料
等

道
安
実
子
説

利
休
娘
実
子
説

中
立
説
、
直
系
実
子
説

出
典

史

 

前

昭
和
十
四
年　

（
一
九
三
九
）

●
石
田
誠
斎　
「
利
休
の
血

脈
は
道
安
に
至
つ
て
断
絶
し

た
」
と
の
べ
る
。

石
田
誠
斎
「
千
利
休
伝　

其

三
」『
わ
び
』
昭
和
十
四
年

八
月
号

昭
和
十
五
年　

（
一
九
四
〇
）

●
新
出
資
料
「
お
ち
や
う
宛

の
文
」　
「
お
ち
や
う
」
は
千

少
庵
妻
の
名
で
あ
る
。

吉
田
堯
文
「
お
ち
や
う
宛
の

文
」『
わ
び
』
昭
和
十
五
年

七
月
号

昭
和
十
九
年

（
一
九
四
四
）

新
出
資
料
『
四
座
役
者
目
録
』

　
「
少
庵
ハ
三
入
ノ
子
」
と

あ
る
。

片
山
九
郎
右
衛
門
「
少
庵
の

実
父
」『
茶
道
月
報
』
昭
和

十
九
年
六
月
号

昭
和
二
十
二
年

（
一
九
四
七
）

●
鈴
木
半
茶　

千
少
庵
が
後

妻
千
宗
恩
の
連
子
で
あ
る
と

は
通
説
と
の
べ
る
。

鈴
木
半
茶
「
利
休
と
南
坊
宗

啓
（
一
〇
）」『
茶
道
雑
誌
』

昭
和
二
十
二
年
八
月
号

期１第

昭
和
二
十
九
年

（
一
九
五
四
）

▲
井
口
海
仙　

千
宗
旦
が
道

安
の
実
子
と
の
べ
る
。

井
口
海
仙
「
道
安
と
少
庵

（
下
）」『
茶
道
月
報
』
昭
和

二
十
九
年
二
月
号

昭
和
三
十
二
年

（
一
九
五
七
）

●
鈴
木
半
茶　

道
安
実
子
説

を
否
定
す
る
。

鈴
木
半
茶
「
利
休
と
宗
音

（
三
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

三
十
二
年
十
月
号

●
吉
田
堯
文　

道
安
実
子
説

を
否
定
す
る
。

吉
田
堯
文
「
元
伯
宗
旦
の

一
生
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

三
十
二
年
十
一
月
号

期２第

昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）

●
鈴
木
半
茶　
『
敞
帚
記
補
』

に
千
少
庵
妻
お
亀
は
千
利
休

娘
と
あ
る
と
指
摘
す
る
。

鈴
木
半
茶
「
少
庵
伝
小
藁
（
そ

の
五
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

三
十
三
年
九
月
号

●
鈴
木
半
茶　
『
敞
帚
記
補
』

の
資
料
だ
け
で
は
不
十
分
と

の
べ
る
。

鈴
木
半
茶
「
少
庵
伝
小
藁
（
そ

の
六
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

三
十
三
年
十
月
号

昭
和
三
十
四
年

（
一
九
五
九
）

●
杉
本
捷
雄　

�
「
少
庵
妻

＝
利
休
娘
＝
お
亀
」、
�
楽

家
の
祖
田
中
宗
慶
は
利
休
の

子
と
主
張
す
る
。

杉
本
捷
雄
「
慶
長
八
年
春

屋
宗
園
賛
利
休
坐
像
に
つ

い
て
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

三
十
四
年
十
一
月
号
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昭
和
三
十
五
年

（
一
九
六
〇
）

▲
磯
野
風
船
子　

千
家
も
楽

家
も
千
利
休
の
子
孫
と
の
べ

る
。

磯
野
風
船
子
「
楽
家
系
図
表
」

『
陶
説
』
昭
和
三
十
五
年
六

月
号

●
杉
本
捷
雄　

昭
和
三
十
四

年
論
文
の
補
論

杉
本
捷
雄
「
慶
長
八
年
利
休

像
補
遺
」『
茶
道
雑
誌
』
昭

和
三
十
五
年
十
月
号

昭
和
三
十
六
年

（
一
九
六
一
）

●
杉
本
捷
雄　

千
少
庵
妻
に

関
す
る
資
料
の
整
合
性
の
あ

る
説
明
を
試
み
る
。

杉
本
捷
雄
「
文
禄
、
慶
長
利

休
像
余
談
」『
茶
道
雑
誌
』

昭
和
三
十
六
年
八
月
号

昭
和
三
十
七
年

（
一
九
六
二
）

●
磯
野
風
船
子　

井
口
海
仙

の
道
安
実
子
説
を
批
判
し
、

杉
本
説
を
認
め
る
。

磯
野
風
船
子
「
佗
び
茶
の
誕

生
（
三
〇
）」『
茶
道
雑
誌
』

昭
和
三
十
七
年
三
月
号

昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）

●
千
宗
左
（
即
中
斎
）　

従

来
の
通
説
の
通
り
で
よ
い
も

の
と
思
い
た
い
と
の
べ
る
。

千
宗
左
（
即
中
斎
）「
少
庵

三
百
五
十
年
忌
に
語
る
」『
茶

道
雑
誌
』
昭
和
三
十
八
年

十
一
月
号

●
杉
本
捷
雄　

利
休
娘
実
子

説
へ
の
批
判
に
反
論
す
る
。

杉
本
捷
雄
「
少
庵
内
室
の
こ

と
ど
も
」『
茶
道
雑
誌
』
昭

和
三
十
八
年
十
一
月
号

昭
和
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）

●
磯
野
風
船
子　

千
少
庵
は

松
永
久
秀
の
子
、
千
少
庵
妻

は
千
利
休
娘
と
主
張
す
る
。

磯
野
風
船
子
「
少
庵
の
父
を

文
学
的
に
考
察
す
る
（
一
）」

『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
九

年
一
月
号

●
磯
野
風
船
子　

最
後
に
井

口
海
仙
を
批
判
す
る
。

磯
野
風
船
子
「
少
庵
の
父
を

文
学
的
に
考
察
す
る
（
二
）」

『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
九

年
二
月
号

期３第

昭
和
四
十
四
年

（
一
九
六
九
）

▲
林
屋
辰
三
郎　

年
齢
上
の

無
理
か
ら
、
道
安
実
子
説
を

と
り
た
い
と
の
べ
る
。

林
屋
辰
三
郎
「
京
の
茶
家　

そ
の
成
立
と
背
景　

」
井
口

海
仙
ほ
か
編
『
京
の
茶
家
』

墨
水
書
房
、
昭
和
四
十
四
年

十
一
月

昭
和
四
十
五
年

（
一
九
七
〇
）

▲
杉
本
捷
雄　

従
来
の
見
解

を
集
大
成
す
る
。
同
年
杉
本

氏
没
。

杉
本
捷
雄
『
千
利
休
と
そ

の
周
辺
』
淡
交
社
、
昭
和

四
十
五
年
四
月

昭
和
四
十
六
年

（
一
九
七
一
）

▲
村
井
康
彦　

�
杉
本
説
を

認
め
る
、
�
堺
千
家
と
京
千

家
の
併
存
説
、
な
ど
を
主
張

す
る
。

村
井
康
彦
『
千
利
休　

そ
の

生
涯
と
茶
湯
の
意
味
』
日

本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和

四
十
六
年
三
月
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区
分

年

一
般
的
説
明
、

関
連
資
料
等

道
安
実
子
説

利
休
娘
実
子
説

中
立
説
、
直
系
実
子
説

出
典

期４第

▲
新
出
資
料
『
元
伯
宗
旦
文

書
』

▲
数
江
教
一　

千
少
庵
文
書

に
「
宗
旦
父
」
と
あ
る
た
め
、

宗
旦
父
は
道
安
と
い
う
考
え

方
を
示
す
。

数
江
教
一
「
宗
旦
の
父
親
」

『
元
伯
宗
旦
文
書
』
昭
和

四
十
六
年
五
月

●
井
口
海
仙　

道
安
実
子
説

が
資
料
的
に
実
証
さ
れ
た
と

の
べ
る
。

井
口
海
仙
「
道
安
と
宗
旦
」

『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
四
十
六

年
九
月
号

●
中
村
昌
生　

道
安
実
子
説

が
ま
す
ま
す
捨
て
が
た
い
と

の
べ
る
。

中
村
昌
生
「
宗
旦
の
茶
室

補
遺
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

四
十
六
年
九
月
号

▲
林
屋
辰
三
郎　

道
安
実
子

説
が
有
力
と
な
っ
た
と
の
べ

る
。

林
屋
辰
三
郎
「
茶
書
の
歴
史
」

　
『
日
本
の
茶
書
（
』
平
凡

社
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月

期５第

●
磯
野
風
船
子　

江
岑
は
、

後
水
尾
天
皇
の
皇
子
で
は
な

い
か
と
の
べ
る
。

磯
野
風
船
子
「
江
岑
に
つ

い
て
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

四
十
六
年
十
二
月
号

昭
和
五
十
二
年

（
一
九
七
七
）

●
堀
口
捨
己　

田
中
宗
慶
が

千
利
休
の
子
で
あ
る
と
い
う

説
を
否
定
す
る
。

堀
口
捨
己
「
宗
慶
と
二
人
の

長
次
郎
（
一
）」『
茶
道
雑
誌
』

昭
和
五
十
二
年
四
月
号

●
磯
野
風
船
子　

江
岑
が
天

皇
の
子
で
あ
る
こ
と
は
公
然

の
秘
密
と
の
べ
る
。

磯
野
風
船
子
「
三
千
家
誕
生

の
由
来
補
訂
」『
茶
道
雑
誌
』

昭
和
五
十
二
年
四
月
号

●
村
井
康
彦　

千
少
庵
文
書

の
「
宗
旦
父
」
と
い
う
数
江

説
を
否
定
す
る
。

村
井
康
彦
「
少
庵
と
道
安
（
そ

の
三
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

五
十
二
年
十
二
月
号

昭
和
五
十
三
年

（
一
九
七
八
）

●
村
井
康
彦　

千
少
庵
妻
は

千
利
休
娘
お
亀
で
あ
る
と
の

べ
る
。

村
井
康
彦
「
少
庵
と
道
安
（
そ

の
四
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

五
十
三
年
一
月
号

●
村
井
康
彦　

田
中
宗
慶
は

利
休
の
子
か
、
と
も
見
ら
れ

て
い
る
と
の
べ
る
。

村
井
康
彦
「
少
庵
と
道
安
（
そ

の
五
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

五
十
三
年
二
月
号
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期６第

●
清
瀬
ふ
さ
子　

千
少
庵
文

書
の
「
宗
旦
父
」
は
ど
ち
ら

と
も
判
断
で
き
な
い
と
の
べ

る
。

清
瀬
ふ
さ
子
「
千
少
庵
筆
『
云

置
き
』
の
こ
と
」『
茶
道
雑
誌
』

昭
和
五
十
三
年
二
月
号

▲
芳
賀
幸
四
郎　

利
休
血
脈

の
た
め
に
両
説
と
も
作
為
さ

れ
た
と
し
て
否
定
、
中
立
説

を
主
張
す
る
。

芳
賀
幸
四
郎
『
わ
び
茶
の
研

究
』
淡
交
社
、
昭
和
五
十
三

年
二
月
、
一
〇
二
頁

昭
和
五
十
七
年

（
一
九
八
二
）

▲
千
原
弘
臣　

千
少
庵
は
千

利
休
実
子
と
す
る
直
系
実
子

説
を
主
張
す
る
。

千
原
弘
臣
『
利
休
の
年
譜
』

淡
交
社
、
昭
和
五
十
七
年

十
一
月
、
三
三
三
、
三
四
四

頁
ほ
か

昭
和
六
十
一
年

（
一
九
八
六
）

●
大
河
内
風
船
子　

千
少
庵

を
後
継
者
に
し
た
の
は
、
徳

川
家
康
と
蒲
生
氏
郷
で
あ
る

と
の
べ
る
。

大
河
内
風
船
子
「
再
三
待
庵

に
つ
い
て
（
一
）」『
茶
道
雑

誌
』
昭
和
六
十
一
年
十
月
号

昭
和
六
十
三
年

（
一
九
八
八
）

▲
小
松
茂
美　

千
少
庵
妻
お

ち
や
う
と
お
亀
は
同
一
人
物

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
の

べ
る
。

小
松
茂
美
『
利
休
の
死
』
中

央
公
論
社
、
昭
和
六
十
三
年

九
月
、
二
七
六
～
二
七
九
頁

平
成
元
年

（
一
九
八
九
）

▲
千
原
弘
臣　

�
利
休　

少

庵　

宗
旦
の
血
統
の
系
譜
、

�
お
亀
は
万
代
屋
宗
安
の

妻
、
と
の
べ
る
。

千
原
弘
臣
『
元
伯
宗
旦
』
淡

交
社
、
平
成
元
年
四
月
、

一
六
、二
四
頁

●
村
井
康
彦　

田
中
宗
慶
が

千
利
休
の
実
子
と
は
考
え
が

た
い
と
の
べ
る
。

村
井
康
彦
「
楽
家
家
譜
と
楽

焼
系
譜
」『
茶
道
雑
誌
』
平

成
元
年
七
月
号
、
三
六
頁

平
成
五
年

（
一
九
九
三
）

▲
米
原
正
義　

田
中
宗
慶
、

千
少
庵
妻
が
千
利
休
の
子
と

い
う
通
説
を
確
認
す
る
。

米
原
正
義
『
天
下
一
名
人　

千
利
休
』
淡
交
社
、
平
成
五

年
三
月
、
利
休
年
譜

平
成
六
年

（
一
九
九
四
）

●
新
出
資
料　

随
流
斎
筆

『
寛
文
八
年
本
』　
「
少
庵
本

親
ハ
三
入
と
申
也
」
と
あ
る
。

　

千
芳
紀
「
江
岑
宗
左
と
随
流

斎
（
三
）　

新
出
史
料
の
紹

介
と
検
討　

」『
茶
道
雑
誌
』

平
成
六
年
一
月
号

平
成
七
年

（
一
九
九
五
）

▲
山
田
無
庵　

杉
本
説
を
受

け
入
れ
る
。

山
田
無
庵
『
キ
リ
シ
タ
ン
千

利
休
』
河
出
書
房
新
社
、
平

成
七
年
一
月
、
六
四
頁
以
下
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は
な
い
が
、
こ
の
『
わ
び
』
や
そ
の
後
身
た
る
『
茶
道
雑
誌
』
に
お
い
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
研
究
成
果
が
次
々
と
発
表
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
旧
来
の
伝
承
に
い
ろ

ど
ら
れ
た
茶
の
湯
理
解
が
す
こ
し
ず
つ
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

の
一
例
と
し
て
、
く
わ
し
く
は
Ⅲ
１
（
２
）
で
の
べ
る
が
、
千
宗
恩
の
先
夫
す

な
わ
ち
千
少
庵
の
実
父
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
松
永
久
秀
で
あ
る
と
さ
れ
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
九
年
に
片
山
九
郎
右
衛
門
は
、
千
少
庵
の
実
父
が
能

楽
の
小
鼓
打
の
宮
王
三
入
で
あ
る
と
の
資
料
を
紹
介
し
た
）
16
（

。
こ
の
新
た
な
見
解

が
、『
茶
道
雑
誌
』
に
お
け
る
議
論
の
な
か
で
定
説
と
な
っ
て
い
く
過
程
が
み

ら
れ
る
（
表
１
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
茶
の
湯
に
お
け
る
人
物
理
解
が

進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
）
17
（

。

区
分

年

一
般
的
説
明
、

関
連
資
料
等

道
安
実
子
説

利
休
娘
実
子
説

中
立
説
、
直
系
実
子
説

出
典

▲
矢
部
誠
一
郎　

田
中
宗

慶
、
千
少
庵
妻
が
千
利
休
の

実
子
と
い
う
説
を
確
認
す

る
。

矢
部
誠
一
郎
「
利
休
の
家
族
」

『
千
利
休
の
す
べ
て
』
新
人

物
往
来
社
、
平
成
七
年
十
二

月
、
二
五
～
二
八
頁

平
成
十
三
年

（
二
〇
〇
一
）

▲
千
宗
左
（
而
妙
斎
）　

お

亀
の
文
を
「
妻
宗
恩
あ
て
」

と
紹
介
す
る
。

千
宗
左
（
而
妙
斎
）『
茶
の

湯
随
想
』
主
婦
の
友
社
、
平

成
十
三
年
五
月
、
二
二
七
頁

平
成
十
五
年

（
二
〇
〇
三
）

▲
中
村
修
也　

千
少
庵
妻
が

千
利
休
娘
と
は
考
え
に
く
い

と
の
べ
、
中
立
説
を
主
張
す

る
。

中
村
修
也
「
千
少
庵
論
」『
茶

人
と
茶
の
湯
の
研
究
』
思
文

閣
出
版
、
平
成
十
五
年
十
二

月
、
六
三
頁

平
成
十
七
年

（
二
〇
〇
五
）

▲
熊
倉
功
夫　

千
少
庵
が
千

利
休
娘
と
結
婚
し
た
と
い
う

説
の
可
能
性
は
低
い
と
の
べ

る
。

熊
倉
功
夫
「
千
宗
旦
の
生
涯

　

第
一
回　

利
休
と
宗
旦
」

『
茶
湯
』
三
七
五
号
、
平
成

十
七
年
五
月

平
成
十
九
年

（
二
〇
〇
七
）

▲
表
千
家　

千
宗
旦
母
は
千

利
休
娘
と
い
わ
れ
る
と
の
べ

る
。

「
三
百
五
十
年
遠
忌
記
念　

元
伯
宗
旦
展
」
図
録
、
表
千

家
北
山
会
館
発
行
、
平
成

十
九
年
十
月
、
六
二
頁

▲
裏
千
家　

千
少
庵
妻
の
お

亀
を
千
利
休
の
先
妻
の
実
子

と
位
置
付
け
る
。

宗
旦
三
百
五
十
年
忌
記
念　

秋
季
特
別
展
「
千
宗
旦
」
図

録
、
茶
道
資
料
館
発
行
、
平

成
十
九
年
十
月
、
二
三
四
頁

●
堀
内
宗
心　

千
宗
旦
は
千

少
庵
実
子
と
の
べ
る
。

堀
内
宗
心
「
宗
旦
の
禅
」『
茶

道
雑
誌
』
平
成
十
九
年
十
一

月
号
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

　

（
２
）「
利
休
血
脈
論
争
」
と
は
何
か

　

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
千
宗
旦
の
出
自
を
め
ぐ
る
「
利
休
娘
実
子
説
」
と
「
道

安
実
子
説
」
と
の
論
争
的
な
対
立
も
、『
茶
道
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
昭
和
三

十
年
代
の
研
究
論
文
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
新
た
な
研
究
成
果
、
ま

た
、
そ
の
反
論
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、『
茶
道
雑
誌
』
が
主
な
論
争
の
舞
台
と

な
っ
た
。
た
だ
し
、
か
な
り
の
長
期
間
に
わ
た
る
こ
と
、
論
者
も
交
代
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
に
論
争
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
定
か
で
は
な

い
が
、
こ
れ
を
「
利
休
血
脈
論
争
」
と
よ
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
の
論
争
の
概
要
は
表
２
に
整
理
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
き
に
千
宗
旦
の

出
自
を
「
利
休
娘
実
子
説
」、「
道
安
実
子
説
」
お
よ
び
「
直
系
実
子
説
」
の
三

つ
の
説
に
わ
け
て
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
以
外
に
ど
ち
ら
と
も
判
断
で
き
な
い
と

す
る
「
中
立
説
」
の
立
場
が
あ
る
。

　

こ
の
論
争
の
根
底
に
は
、
千
宗
旦
が
千
利
休
の
血
脈
を
受
け
継
い
で
い
る
の

か
と
い
う
教
条
的
な
問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
強
引
に
歴
史
資
料
を
解
釈
し
、

そ
れ
を
根
拠
と
し
て
主
張
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お

き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
論
争
は
、
そ
れ
ぞ
れ
過
去
の
文
献
の
記
述
を
再
発
見
あ

る
い
は
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
、
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

解
釈
の
強
引
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
意
図
的
に
編
集
あ
る
い
は
改
変
さ
れ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
歴
史
資
料
を
無
批
判
に
用
い
た
こ
と
に
も
大
き
な
問
題
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
こ
の
論
争
を
年
代
順
に
六
期
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
主
要
な
論
者
の

主
張
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
の
論
争
の
経
緯
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ　
「
利
休
血
脈
論
争
」
と
そ
の
問
題
点

　

１　

「
利
休
血
脈
論
争
」
の
経
緯

　
（
１
）
第
一
期
（
昭
和
二
十
九
年
〔
一
九
五
四
〕～
昭
和
三
十
二
年
〔
一
九
五
七
〕）

　
　
　
　

「
道
安
実
子
説
」
の
再
検
討　

　
「
利
休
血
脈
論
争
」
の
遠
因
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
九
年
に
井
口
海
仙

が
裏
千
家
の
機
関
誌
で
あ
る
『
茶
道
月
報
）
18
（

』
に
お
い
て
、

　

私
は
、
宗
旦
が
道
安
の
実
子
で
あ
る
と
云
い
た
い
の
で
あ
る
）
19
（

。

と
の
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
井
口
海
仙
（
本
名
井
口
三
郎
、
明
治
三
十
三
年
〔
一
九

〇
〇
〕
～
昭
和
五
十
七
年
〔
一
九
八
二
〕）
は
、
裏
千
家
第
十
三
代
千
宗
室
（
圓
能

斎
）
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
実
兄
第
十
四
代
千
宗
室
（
淡
々
斎
）
を
補
佐
し

な
が
ら
、
茶
の
湯
に
関
す
る
執
筆
活
動
を
盛
ん
に
行
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

茶
の
湯
の
世
界
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
井
口
海
仙

は
、
そ
の
後
も
く
り
か
え
し
「
道
安
実
子
説
」
を
主
張
す
る
）
（0
（

。

　
「
道
安
実
子
説
」
自
体
は
、
く
わ
し
く
は
Ⅲ
１
（
２
）
で
の
べ
る
が
、『
茶
祖

的
伝
』
に
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。
ま
た
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
吉

田
堯
文
が
）
（（
（

、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
西
堀
一
三
が
）
（3
（

、「
道
安
実
子
説
」
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の
存
在
に
ふ
れ
る
な
ど
、
以
前
か
ら
異
説
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
千
宗
旦
の
末
裔
で
あ
り
、
裏
千
家
の
中
核
に
位
置
す
る
井
口

海
仙
が
「
道
安
実
子
説
」
を
強
調
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
道
安
実
子
説
」
は

あ
ら
た
め
て
検
討
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）、
鈴
木
半
茶
は
、

「
実
は
道
安
の
子
な
り
」
と
の
異
説
も
あ
る
が
、（
略
）
宗
旦
は
や
は
り
少

庵
の
実
子
で
、
宗
音マ
マ

の
ほ
ん
と
の
孫
で
あ
っ
た
こ
と
が
間
違
い
な
く
肯
定

さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　
と
の
べ
、
ま
た
、
同
じ
年
に
吉
田
堯
文
は
、

　

　

宗
旦
は
利
休
居
士
の
孫
、
二
代
少
庵
の
嗣
で
あ
り
、
少
庵
の
実
子
で
あ

る
。
古
く
よ
り
実
は
道
安
の
子
で
あ
る
と
い
う
異
説
も
あ
り
、
最
近
に
於

て
も
こ
の
説
を
唱
え
て
居
る
人
も
あ
る
）
（（
（

。

　
と
の
べ
る
な
ど
、
井
口
海
仙
を
意
識
し
た
、「
道
安
実
子
説
」
を
否
定
す
る
内

容
の
論
文
が
あ
い
つ
い
で
『
茶
道
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
影
響
の

大
き
さ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

　

　
（
２
）
第
二
期
（
昭
和
三
十
三
年
〔
一
九
五
八
〕～
昭
和
四
十
三
年
〔
一
九
六
八
〕）

　
　
　
　

「
利
休
娘
実
子
説
」
の
登
場
と
そ
の
広
が
り　

　

昭
和
三
十
三
年
に
『
茶
道
雑
誌
』
に
お
い
て
「
利
休
娘
実
子
説
」
を
主
張
す

る
論
文
が
掲
載
さ
れ
る
。
そ
の
こ
ろ
千
少
庵
に
関
す
る
「
少
庵
伝
小
藁
」
を
連

載
し
て
い
た
鈴
木
半
茶
は
、『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
三
年
九
月
号
に
お
い
て
、

『
敞
帚
記
補
』
巻
十
三
、
雑
談
五
に
、
千
少
庵
内
室
お
亀
は
千
利
休
の
娘
で
あ

る
と
の
記
述
を
発
見
し
た
と
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。

　

少
庵
の
妻
に
つ
い
て
は
、
利
休
の
娘
お
亀
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

「
敞
帚
記
補
」
に
書
い
て
あ
る
の
を
初
め
て
発
見
し
て
、
珍
ら
し
く
更
に

瞠
目
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
）
（6
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
翌
月
号
で
は
、

　

た
だ
「
敞
帚
記
補
」
に
あ
る
こ
の
一
つ
の
史
料
の
み
で
は
、
全
面
的
に

納
得
し
得
な
い
恨
み
は
あ
る
。（
略
）
な
お
こ
の
外
に
こ
の
事
実
を
裏
付

す
る
傍
証
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
）
（7
（

。

　
と
あ
く
ま
で
慎
重
で
あ
る
。
鈴
木
半
茶
自
身
、『
敞
帚
記
補
）
（8
（

』
の
内
容
が
そ
れ

ほ
ど
信
頼
で
き
な
い
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
い
た
こ
と
）
（9
（

、
く
わ
え
て
、
他
の
歴

史
資
料
と
の
整
合
性
の
問
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
控
え
め
な
主
張
に
と
ど
め
た
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

も
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
十
一
月
号
の
『
茶
道
雑
誌
』
に

掲
載
さ
れ
た
「
慶
長
八
年
春
屋
宗
園
賛
利
休
坐
像
に
つ
い
て
）
30
（

」
に
お
い
て
、
杉

本
捷
雄
は
大
胆
な
仮
説
を
発
表
す
る
。
そ
の
主
張
の
要
点
は
二
つ
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
堀
内
長
生
庵
蔵
「
春
屋
和
尚
賛
赤
頭
巾
利
休
坐
像
」
に
は
、
慶
長

八
年
春
屋
和
尚
賛
と
し
て
「
画
宗
易
師
人
之
肖
像　

其
信
女
需
賛
語
叨
書
」
と

あ
る
。
こ
の
「
其
信
女
」
は
、
千
利
休
の
娘
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張

で
あ
る
。
そ
し
て
、

　

そ
れ
は
先
ず
慶
長
八
年
生
存
し
て
い
た
こ
と
の
明
ら
か
な
人
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
利
休
と
も
最
も
交
情
の
深
か
っ
た
娘
で
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
そ
う
考
え
て
来
る
時
、
何
ん
と
い
っ
て
も
先
ず
第
一
に
指
を

屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
は
、「
千
家
由
緒
書
」
に
も
そ
の
名
の
挙
げ

ら
れ
て
い
る
「
お
亀
」
そ
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
る
よ
う
で
、
ま

た
こ
れ
が
動
か
せ
な
い
所
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
判
断
し
て
い
る
。
お
亀
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
、

　

以
上
「
其
信
女
」　

「
利
休
の
娘
」
は
即
ち
お
亀
と
称
し
た
人
で
、
千

家
と
し
て
は
所
謂
嫡
男
の
道
庵マ
マ

を
差
置
い
て
二
代
を
継
い
だ
先
に
は
女
婿

で
あ
り
、
後
に
は
養
子
と
な
っ
た
少
庵
の
妻
、
ま
た
千
家
中
興
の
祖
に
し

て
佗
茶
の
完
成
者
千
宗
旦
そ
の
人
の
産
み
の
親
に
当
た
る
人
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
来
る
。

と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
表
千
家
蔵
「
文
禄
四
年
銘
同
春
屋
和
尚
賛
語
伝
長
谷
川
等
伯
筆
利

休
坐
像
」
に
あ
る
「
常
随
信
男
宗
慶
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
宗
慶
は
近
年
現
在

の
楽
家
の
先
祖
に
当
た
る
人
と
し
て
研
究
せ
ら
れ
て
い
る
。」
と
の
べ
、

か
り
に
宗
慶
を
利
休
の
子
と
し
て
文
禄
四
年
に
六
十
で
あ
っ
た
人
は
利
休

十
六
才
の
折
り
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
少
し
年
齢
が
若
い
思
い
も
あ

る
。

と
躊
躇
し
な
が
ら
も
、
楽
家
の
祖
で
あ
る
田
中
宗
慶
を
千
利
休
の
子
と
す
る
考

え
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
杉
本
捷
雄
は
、
自
説
を
補
強
し
、
批
判
に
答
え
る
た
め
、
昭
和
三

十
五
年
（
一
九
六
〇
）「
慶
長
八
年
利
休
像
補
遺
）
31
（

」、
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）

「
文
禄
、
慶
長
利
休
像
余
談
）
3（
（

」、
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）「
少
庵
内
室
の
こ
と

ど
も　

亀
女
礼
讃　
）
33
（

」
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
『
茶
道
雑
誌
』
に
論
文
を
発
表
し
た

の
で
あ
る
。

　

一
方
、
そ
の
時
点
ま
で
楽
焼
の
研
究
か
ら
楽
家
の
系
譜
を
調
べ
て
い
た
）
3（
（

磯
野

風
船
子
）
3（
（

は
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）、『
陶
説
』
に
「
楽
家
系
図
表
）
36
（

」
を
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発
表
し
た
。
こ
の
な
か
で
、
磯
野
風
船
子
は
、

　

田
中
宗
慶
が
利
休
の
子
だ
と
云
う
見
解
は
、
わ
た
く
し
が
唱
え
た
新
見

解
で
は
な
く
、
杉
本
捷
雄
氏
が
「
茶
道
雑
誌
」
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
号

に
発
表
さ
れ
た
見
解
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
杉
本
氏
の
意
見
が
正
し
い

と
思
つ
た
の
で
採
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

と
杉
本
捷
雄
の
説
に
賛
同
を
示
し
、

　

千
家
は
、
利
休
の
正
し
い
血
を
引
い
た
後
継
者
と
な
り
、
楽
家
も
利
休

の
堂
々
た
る
子
孫
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
の
べ
、
現
在
の
千
家
も
、
楽
家
も
、
と
も
に
千
利
休
の
血
脈
を
受
け
継
い
で

い
る
と
主
張
し
た
。

　

そ
し
て
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）「
佗
び
茶
の
誕
生
）
37
（

」、
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）「
少
庵
の
父
を
文
学
的
に
考
察
す
る
（
一
）」、「
少
庵
の
父
を
文
学

的
に
考
察
す
る
（
二
）」）

38
（

を
『
茶
道
雑
誌
』
に
発
表
し
て
、
杉
本
説
を
擁
護
し
、

井
口
海
仙
の
「
道
安
実
子
説
」
を
痛
烈
に
批
判
し
た
）
39
（

。

　
（
３
）
第
三
期
（
昭
和
四
十
年
〔
一
九
六
五
〕～
昭
和
四
十
六
年
〔
一
九
七
一
〕
四
月
）

　
　
　
　
　

あ
ら
た
な
論
者
た
ち
の
登
場　

　

杉
本
捷
雄
お
よ
び
磯
野
風
船
子
に
よ
る
一
連
の
論
文
発
表
は
、
昭
和
三
十
九

年
（
一
九
六
四
）
ま
で
に
一
段
落
し
、
し
ば
ら
く
『
茶
道
雑
誌
』
に
お
け
る
意

見
発
表
は
み
ら
れ
な
い
。
杉
本
捷
雄
は
、
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
自

説
の
集
大
成
と
し
て
『
千
利
休
と
そ
の
周
辺
』（
淡
交
社
、
な
お
、
昭
和
六
十
二

年
〔
一
九
八
七
〕
改
訂
再
版
）
を
刊
行
し
、
そ
の
年
他
界
す
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
両
説
と
も
に
あ
ら
た
な
論
者
が
登
場
す
る
。
昭
和
四
十
四
年

（
一
九
六
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
京
の
茶
家
』
の
な
か
で
林
屋
辰
三
郎
は
、

　

宗
旦
の
父
は
、（
略
）
利
休
の
後
妻
宗
恩
の
連
れ
子
の
少
庵
で
あ
っ
た

と
い
う
が
、
そ
れ
に
は
か
な
り
年
齢
上
の
無
理
が
あ
り
、
伝
記
類
の
つ
た

え
る
利
休
の
実
子
道
安
と
い
う
説
を
と
り
た
い
）
（0
（

。

と
「
道
安
実
子
説
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。「
年
齢
上
の
無
理
」
と
は
何
を

さ
す
の
か
、
林
屋
辰
三
郎
自
身
説
明
し
て
い
な
い
が
、
井
口
海
仙
も
「
道
安
実

子
説
」
の
根
拠
の
第
一
と
し
て
、

　

宗
恩
が
、
い
か
ほ
ど
利
休
の
気
に
入
つ
た
婦
人
で
あ
つ
た
か
ら
と
云
つ

て
、
息
子
夫
婦
に
孫
ま
で
連
れ
た
婦
人
を
、
後
妻
に
貰
う
と
い
う
こ
と
は
、

常
識
で
は
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
）
（1
（

。
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
再
婚
時
の
千
宗
恩
の
年
齢
が
高
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、「
利
休
娘
実
子
説
」
の
側
に
は
、
村
井
康
彦
が
あ
ら
わ
れ
る
。
昭

和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
千
利
休　

そ
の
生
涯
と
茶

湯
の
意
味
）
（（
（

』
の
な
か
で
村
井
康
彦
は
、

杉
本
氏
の
検
討
に
よ
っ
て
、
少
庵
の
妻
は
利
休
の
女
、
お
亀
（
お
ち
ゃ

う
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
は
っ
き
り
し
た
。

と
杉
本
説
を
承
認
す
る
。
そ
し
て
、

な
お
従
来
、
宗
旦
は
少
庵
の
子
で
あ
る
か
ら
そ
こ
で
利
休
の
血
が
断
絶
す

る
と
見
て
、
宗
旦
の
父
は
少
庵
で
は
な
く
、
初
め
紹
安
と
い
っ
て
い
た
道

安
（
利
休
実
子
）
と
混
同
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
議
論

が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
宗
旦
の
母
が
お
亀
と
す
れ
ば
断
絶
論
そ

の
も
の
が
消
滅
す
る
わ
け
で
あ
る
。

と
も
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
“
利
休
の
血
脈
”
が
焦
点
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
の
み
な
ら
ず
、「
宗
旦
が
道
安
の
実
子
で
あ
る
」
と
い
う
「
道
安
実

子
説
」
を
、「
道
安
と
混
同
さ
れ
て
い
た
」
と
内
容
を
読
み
替
え
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
第
二
期
の
論
者
で
あ
る
鈴
木
半
茶
、
杉
本
捷
雄
お
よ
び
磯
野
風

船
子
の
三
人
は
偶
然
に
も
、
み
な
陶
磁
器
の
研
究
者
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
千
利

休
へ
の
関
心
、
楽
家
へ
の
関
心
に
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

第
三
期
に
登
場
し
た
林
屋
辰
三
郎
（
大
正
三
年
〔
一
九
一
四
〕
～
平
成
十
年
〔
一

九
九
八
〕）
お
よ
び
村
井
康
彦
（
昭
和
五
年
〔
一
九
三
〇
〕
～
）
は
、
日
本
史
の

研
究
者
で
あ
り
、
こ
の
問
題
が
本
格
的
に
歴
史
学
の
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　　

（
４
）
第
四
期
（
昭
和
四
十
六
年
〔
一
九
七
一
〕
五
月
～
同
年
十
一
月
）

　
　
　
　
　

『
元
伯
宗
旦
文
書
』の
衝
撃
と「
道
安
実
子
説
」
の
一
時
的
復
活　

　

昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
五
月
、『
元
伯
宗
旦
文
書
）
（3
（

』
の
刊
行
に
よ
っ

て
、
表
千
家
に
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
数
多
く
の
千
宗
旦
の
手
紙
が
公
開
さ
れ
た
。

息
子
の
仕
官
の
た
め
に
武
家
に
も
積
極
的
に
接
触
す
る
千
宗
旦
の
姿
が
明
ら
か

と
な
り
、
生
涯
清
貧
に
徹
し
、
仕
官
を
拒
み
つ
づ
け
た
と
い
う
、
従
来
の
千
宗

旦
像
は
大
き
な
修
正
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
）
（（
（

。

　
「
利
休
血
脈
論
争
」
に
関
係
す
る
こ
と
で
は
、『
元
伯
宗
旦
文
書
』
に
収
録
さ

れ
た
千
少
庵
筆
「
云
置
き
」
の
文
言
が
問
題
と
な
っ
た
。
数
江
教
一
は
、「
宗

旦
の
父
親
」
と
題
す
る
資
料
紹
介
の
な
か
で
、
千
宗
旦
の
父
親
は
千
道
安
で
あ

る
と
い
う
可
能
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
千
利
休
の
実
子
千
道
安
が
家
を
継
が

ず
に
、
実
子
で
な
い
千
少
庵
が
継
い
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
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そ
こ
か
ら
二
つ
の
推
測

0

0

が
生
ま
れ
た
。
一
つ
は
少
庵
の
妻
は
利
休
の
娘
で

は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
他
は
宗
旦
は
道
安
の
実
子
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。（
略
）

　

そ
れ
が
こ
の
た
び
不
審
庵
の
文
書
の
な
か
か
ら
、
右
の
疑
問
を
と
く
手0

掛
り

0

0

に
な
る
と
思
わ
れ
る
貴
重
な
資
料
が
で
て
き
た
。
そ
れ
は
少
庵
が
亡

く
な
る
五
ケ
月
前
に
玉
室
宛
に
書
い
た
云
置
き
で
あ
る
。

（
略
）
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
は
、「
宗
旦
父
」
と
い
う
表
現
が
つ
か
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
少
庵
が
人
に
む
か
っ
て
自
分
の
こ
と
を
「
宗
旦
父
」

と
い
う
わ
け
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
「
宗
旦
父
」
は
す
で
に
鬼
籍
に
入
っ

て
い
る
道
安
と
考
え
る
余
地
も
生
ず
る
こ
と
に
な
る
）
（（
（

。

　

こ
の
数
江
教
一
の
控
え
め
な
主
張
に
よ
り
、
急
に
「
道
安
実
子
説
」
が
浮
上

す
る
。

　

井
口
海
仙
、
中
村
昌
生
は
、『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）

九
月
号
に
論
文
を
発
表
し
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
の
で
あ
る
。
井

口
海
仙
は
、

　
『
元
伯
宗
旦
文
書
』
の
巻
末
ち
か
く
に
、
貴
重
な
資
料
が
発
表
さ
れ
て
、

宗
旦
の
実
父
が
道
安
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
資
料
的
に
実
証

さ
れ
た
が
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
る
と
思
う

が
、
こ
れ
ま
で
宗
旦
は
道
安
の
子
で
あ
る
と
、
説
を
ま
げ
な
か
っ
た
私
は
、

な
に
か
ほ
っ
と
し
た
よ
う
な
、
心
の
や
す
ら
ぎ
が
感
じ
ら
れ
た
）
（6
（

。

　

ま
た
、
中
村
昌
生
は
、

　

宗
旦
は
道
安
の
子
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
、
は
や
く
か
ら
井
口
海
仙

宗
匠
が
唱
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
歴
史
学
の
林
屋
辰
三
郎
先
生
も
そ
の
説

を
採
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。（
略
）
今
度
、
表
千
家
の
宗
旦
文
書
の
大
き

な
副
産
物
と
し
て
、
少
庵
の
玉
室
和
尚
宛
書
状
（『
表
千
家
伝
来
宗
旦
文

書
』
九
二
頁
所
載
）
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
文
中
に
「
宗
旦
父
月
忌

候
ハ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
旦
の
父
は
少
庵
以
外
の

人
で
あ
る
と
考
え
う
る
可
能
性
が
著
し
く
高
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

（
略
）
宗
旦
は
道
安
の
子
で
あ
る
と
い
う
、
か
ね
て
か
ら
の
推
論
、
仮
説

が
、
ま
す
ま
す
捨
て
難
い
も
の
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
）
（7
（

。

　　

さ
ら
に
、
同
年
十
二
月
、
林
屋
辰
三
郎
も
別
の
と
こ
ろ
で
「
道
安
実
子
説
」

に
つ
い
て
、

　

宗
旦
の
父
は
利
休
の
後
妻
宗
恩
の
連
れ
子
で
あ
っ
た
少
庵
と
い
わ
れ
て

い
た
が
、
さ
い
き
ん
『
元
伯
宗
旦
文
書
』
の
研
究
に
つ
れ
て
、
利
休
の
実

子
道
安
の
子
と
い
う
説
が
有
力
と
な
っ
て
き
た
）
（8
（

。
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と
の
べ
た
の
で
あ
る
。

　

と
く
に
、
長
ら
く
き
び
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
井
口
海
仙
は
、「
道

安
実
子
説
」
に
つ
い
て
「
資
料
的
に
実
証
さ
れ
た
」
と
し
、「
説
を
ま
げ
な
か

っ
た
」
と
、
あ
た
か
も
勝
利
宣
言
と
も
い
え
る
発
言
を
す
る
の
で
あ
る
。

　

（
５
）
第
五
期
（
昭
和
四
十
六
年
〔
一
九
七
一
〕
十
二
月
～
昭
和
五
十
三
年
〔
一

九
七
八
〕
一
月
）

　
　
　
　
　

「
利
休
娘
実
子
説
」
の
新
展
開
あ
る
い
は
混
迷　

　

し
か
し
、「
道
安
実
子
説
」
が
盛
り
返
し
た
の
も
、
ほ
ん
の
一
時
の
こ
と
で

あ
っ
た
。「
利
休
娘
実
子
説
」
派
の
磯
野
風
船
子
は
、
突
然
荒
唐
無
�
な
説
を

主
張
し
は
じ
め
る
。
表
千
家
第
四
代
千
宗
左
（
江
岑
）
が
後
水
尾
天
皇
の
御
落

胤
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

江
岑
は
、
東
福
門
院
の
侍
女
と
い
わ
れ
て
い
る
宗
見
の
子
と
し
て
、
慶

長
十
八
年
・
一
六
一
三
年
、
東
福
門
院
が
七
歳
の
時
産
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
時
東
福
門
院
は
入
内
し
て
い
な
い
し
、
宗
旦
も
宮
中
に
は
出
入
し
て
い

な
い
。
と
す
る
と
宗
見
は
、
東
福
門
院
の
侍
女
で
は
な
く
、
後
水
尾
天
皇

の
女
官
か
、
女
官
の
誰
か
の
侍
女
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。（
略
）
東
福

門
院
が
入
内
し
た
時
、
宗
見
は
八
歳
の
子
供
を
抱
え
な
が
ら
侍
女
に
な
っ

て
い
た
。
こ
ん
な
こ
と
は
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
わ
た
く
し
は
江
岑

は
、
御マ
マ

水
尾
天
皇
の
皇
子
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
天
皇
の
お

子
さ
ん
な
ら
、
宮
中
か
ら
追
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。（
略
）
残
念
な
が

ら
、
江
岑
に
は
実
子
が
な
か
っ
た
か
ら
、
家
元
は
血
こ
そ
つ
な
が
っ
て
い

な
い
が
、
後
水
尾
天
皇
の
後
裔
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
）
（9
（

。

　

そ
も
そ
も
千
宗
旦
の
後
妻
宗
見
に
つ
い
て
、
明
ら
か
な
こ
と
は
少
な
い
）
（0
（

。
磯

野
風
船
子
の
推
論
は
、
根
拠
も
な
く
仮
定
の
上
に
仮
定
を
重
ね
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
磯
野
風
船
子
は
こ
の
説
を
く
り
返
し
主
張
す
る
の
で
あ

る
）
（1
（

。
そ
の
う
え
、

　

お
裏
の
有
力
な
老
宗
匠
の
お
話
だ
と
、
江
岑
が
後
水
尾
帝
の
お
子
さ
ん

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
公
然
た
る
秘
密
で
、
口
外
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
の

で
誰
も
話
を
し
な
い
で
い
る
の
だ
、
と
。
戦
後
民
主
化
さ
れ
た
現
在
で
は
、

そ
の
秘
密
を
守
る
必
要
は
な
い
）
（（
（

。

　

こ
れ
が
証
拠
と
さ
れ
て
は
、
ま
っ
た
く
議
論
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
ま
で
暴
走

さ
れ
る
と
、「
利
休
娘
実
子
説
」
側
に
と
っ
て
も
危
険
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
）
（3
（

。

　

そ
の
一
方
で
、「
利
休
娘
実
子
説
」
を
新
た
に
展
開
さ
せ
る
の
が
村
井
康
彦

で
あ
る
。
磯
野
風
船
子
が
「
利
休
娘
実
子
説
」
の
枠
を
越
え
て
暴
走
し
た
の
に

対
し
て
、
村
井
康
彦
は
、
す
で
に
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
の
『
千
利
休

　

そ
の
生
涯
と
茶
湯
の
意
味
』
の
な
か
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
歴
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史
学
者
ら
し
く
、
歴
史
的
事
実
の
整
合
を
は
か
る
議
論
を
展
開
し
た
。
昭
和
五

十
二
年
（
一
九
七
七
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
『
茶
道
雑
誌
』
に
連
載
さ
れ
た

「
少
庵
と
道
安
」（
そ
の
一
）
～
（
そ
の
六
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
従
来
か
ら
千
家
は
千
道
安
で
は
な
く
、
千
少
庵
が
相
続
し
た
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
千
道
安
へ
の
相
続
内
容
を

示
す
千
利
休
直
筆
の
書
置
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
）
（（
（

、
村
井
康
彦
は
、
千

道
安
が
相
続
し
た
堺
千
家
と
、
千
少
庵
が
た
て
た
京
千
家
と
の
併
存
説
を
と
な

え
た
。
す
な
わ
ち
、

実
子
の
道
安
に
は
堺
の
千
家
を
つ
が
せ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
点
で
の

利
休
の
気
持
ち
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
が
の
ち
に
千
家
が
京
千
家
と
堺

千
家
と
に
分
か
れ
）
（（
（

と
論
じ
て
千
道
安
が
千
利
休
の
あ
と
を
継
が
な
か
っ
た
と
い
う
考
え
方
を
修
正

し
た
。

　

ま
た
、
千
宗
恩
が
二
人
の
子
供
を
産
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
歴
史
資
料
か

ら
、　

再
婚
時
宗
恩
が
五
十
歳
前
後
と
い
う
の
で
は
、
そ
の
後
二
子
を
生
む
の

は
い
さ
さ
か
無
理
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
れ
を
、
利
休
と

宗
恩
と
の
“
交
渉
”
は
先
妻
の
生
存
中
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
見
れ
ば
、

以
上
の
不
自
然
さ
は
い
と
も
簡
単
に
解
消
さ
れ
る
し
、
そ
れ
が
真
相
で
あ

ろ
う
）
（6
（

。

と
推
測
し
た
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、『
元
伯
宗
旦
文
書
』
に
掲
載
さ
れ
た
数
江
教
一

「
宗
旦
の
父
親
」
に
関
す
る
反
論
で
あ
る
。
村
井
康
彦
は
、
川
口
恭
子
の
指
摘

に
よ
り
、「
宗
旦
父
月
忌
」
で
は
な
く
「
宗
旦
若
月
忌
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る

と
し
て
、

　

数
江
氏
の
提
出
さ
れ
た
「
宗
旦
父
」
論
は
川
口
さ
ん
の
指
摘
に
よ
っ
て

ほ
ぼ
完
全
に
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
）
（7
（

と
の
べ
、
千
宗
旦
の
父
は
千
少
庵
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
と
結
論
づ
け
た
の
で

あ
る
。

　

た
だ
し
、
千
宗
旦
の
還
俗
時
期
と
千
宗
旦
の
長
男
宗
拙
の
出
生
時
期
と
が
矛

盾
す
る
問
題
に
つ
い
て
、「
利
休
娘
実
子
説
」
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、
や
や
勇

み
足
の
議
論
も
あ
る
。
村
井
康
彦
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
千
宗
旦
は
少
な
く
と
も

文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
四
月
ま
で
は
大
徳
寺
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
（8
（

。
し
か

し
、
千
宗
旦
の
次
男
で
あ
る
千
宗
守
は
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
生
ま
れ
で
あ

り
）
（9
（

、
さ
ら
に
長
男
の
千
宗
拙
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
千
宗
旦
が
大
徳
寺
に
い
た

時
期
に
子
供
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。
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こ
の
矛
盾
に
対
し
て
の
村
井
康
彦
の
見
解
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

結
局
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
以
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
宗
旦
は
利
休
処
刑
後
（
略
）
も
し
ば
ら
く
は
大
徳
寺
に
あ
り
、
そ

の
間
喝
食
か
ら
蔵
主
に
も
昇
る
（
文
禄
二
年
～
三
年
の
間
）
一
方
、
寺
を

出
で
て
は
俗
人
と
し
て
の
時
間
を
ひ
そ
か
に
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
）
60
（

。（
傍
線
筆
者
）

　

村
井
康
彦
は
、
結
果
と
し
て
若
い
千
宗
旦
を
、“
破
戒
僧
”
に
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
千
利
休
の
娘
で
あ
る
千
宗
旦
の
母
が
推
し
進
め
た
こ
と

と
し
て
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
矛
盾
を
さ
き
に
指
摘
し
た

筒
井
紘
一
も
、

た
と
え
利
休
の
眷
族
で
あ
る
と
は
い
え
、
喝
食
で
あ
る
宗
旦
に
子
供
を
つ

く
る
機
会
は
与
え
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
）
61
（

。

と
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
第
五
期
に
お
け
る
村
井
康
彦
の
役
割
は
、
最
新
の
歴
史
学
的
研
究
成
果

を
『
茶
道
雑
誌
』
で
一
般
向
け
に
紹
介
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
好
意
的
に
解
釈

す
れ
ば
、
磯
野
風
船
子
に
よ
る
「
利
休
娘
実
子
説
」
の
暴
走
を
、
理
知
的
な
線

で
押
し
と
ど
め
よ
う
と
し
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
千
宗
旦
の
次

男
千
宗
守
（
一
翁
）
の
出
生
が
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

の
ち
に
新
資
料
の
発
見
で
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
）
6（
（

。
歴
史
の
後
知
恵
で

は
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
村
井
康
彦
の
議
論
は
「
利
休
娘
実
子
説
」
に
こ
だ
わ

る
あ
ま
り
、
や
は
り
無
理
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

歴
史
学
者
で
あ
る
村
井
康
彦
に
よ
っ
て
、「
利
休
娘
実
子
説
」
は
事
実
と
し
て

広
く
認
め
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

（
６
）
第
六
期
（
昭
和
五
十
三
年
〔
一
九
七
八
〕
二
月
以
降
、
現
在
ま
で
）

　
　
　
　
　

熱
意
の
う
す
れ
と
議
論
の
多
様
化　

　

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
議
論
が
学
問
的
に
な
る
一
方
で
、
強
硬
な
主
張
を
行

う
論
者
が
い
な
く
な
り
、
熱
が
冷
め
て
い
く
感
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、『
茶
道

雑
誌
』
を
舞
台
と
す
る
意
見
発
表
も
限
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
さ
す
が
に
「
道

安
実
子
説
」
を
主
張
す
る
論
者
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
反
面
、
三
種
類
の

議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
論
者
の
多
く
は
「
利
休
娘
実
子
説
」

を
当
然
の
前
提
と
し
て
議
論
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
こ
れ
が
多
数
説
と
い
え
よ

う
。
そ
の
一
方
で
、
無
理
の
あ
る
「
利
休
娘
実
子
説
」
に
対
し
て
、
別
の
視
点

か
ら
の
批
判
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
「
中
立
説
」
の
主
張
で
あ
る
。
こ

れ
は
有
力
な
反
対
説
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、「
直
系
実
子
説
」
と
い
う
少
数
説

も
み
ら
れ
た
。

　

ま
ず
、
こ
の
時
期
に
「
利
休
娘
実
子
説
」
に
よ
っ
た
研
究
者
と
し
て
は
、
小

松
茂
美
、
米
原
正
義
、
矢
部
誠
一
郎
ら
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
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「
利
休
娘
実
子
説
」
の
結
果
を
前
提
と
し
た
も
の
で
、
あ
ら
た
な
材
料
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
小
松
茂
美
は
、

諸
書
の
記
載
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
お
亀
は
、
宗
恩
が
利
休
に
再
嫁

し
た
際
、
す
で
に
少
庵
と
結
婚
し
て
い
た
義
理
の
娘
「
お
ち
や
う
」
と
同

一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
）
63
（

。

と
断
定
は
避
け
て
い
る
が
、
従
来
の
議
論
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
）
6（
（

。

　

米
原
正
義
は
、
利
休
年
譜
の
な
か
で
、

天
文
五
年　

田
中
宗
慶
生
ま
れ
る
。
父
は
一
説
に
利
休
と
い
う
。

天
正
六
年　

孫
の
宗
旦
生
ま
れ
る
。
父
は
少
庵
、
母
は
利
休
の
娘
お
亀
か

と
い
う
（
異
説
あ
り
）
6（
（

）。

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
説
の
主
張
と
い
う
よ
り
は
、
通
説
の
紹
介
で
あ

る
。

　

矢
部
誠
一
郎
も
、
通
説
を
整
理
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

利
休
の
妻
と
な
っ
た
女
性
は
三
人
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
先
妻
の
宝

心
妙
樹
、
後
妻
の
宗
恩
、
そ
し
て
今
一
人
姓
名
不
詳
の
人
物
で
あ
る
）
66
（

。

と
い
う
よ
う
に
、“
三
人
の
妻
”
と
い
う
当
然
の
帰
結
を
は
っ
き
り
と
表
現
し

た
こ
と
が
目
新
し
い
。

　

つ
い
で
、
こ
の
時
期
に
は
じ
ま
る
「
中
立
説
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
こ
の

考
え
方
に
よ
る
議
論
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
五
十
三
年
二

月
号
に
掲
載
さ
れ
た
清
瀬
ふ
さ
子
の
「
千
少
庵
筆
『
云
置
き
』
の
こ
と
」
で
あ

る
。
前
記
（
５
）
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
村
井
康
彦
は
、
数
江
教
一
「
宗
旦
の

父
親
」
を
批
判
し
て
「
宗
旦
若
」
と
い
う
読
み
方
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、『
元
伯
宗
旦
文
書
』
の
解
読
に
た
ず
さ
わ
っ
た
清
瀬
ふ
さ
子
が
そ
の
見
解

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
清
瀬
ふ
さ
子
は
、「
宗
旦
父
」
で
あ
る
の
か
「
宗
旦

若
」
で
あ
る
の
か
を
、「
筆
の
運
び
方
か
ら
見
て
も
気
持
は
『
父
』
の
方
へ
私

は
読
み
た
い
の
だ
が
）
67
（

」
と
い
い
つ
つ
も
、
慎
重
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
宗
旦

父
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
い
く
つ
か
の
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
比
較
検
討
し
て
、

結
局
は
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
宗
旦
の
父
親
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
道
安
と
も
少
庵
と

も
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
今
の
と
こ
ろ
、
私
に
と
っ
て
は
疑
問
の
ま
ま
で

あ
る
）
68
（

。

と
の
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
も
の
た
り
な
く
思
え
る
が
、
判
断
で
き
る
材

料
が
な
い
以
上
、
わ
か
ら
な
い
と
す
る
の
が
「
中
立
説
」
の
考
え
方
で
あ
る
。

　

同
じ
こ
ろ
、
芳
賀
幸
四
郎
は
『
わ
び
茶
の
研
究
）
69
（

』
の
な
か
で
、
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宗
旦
は
実
は
少
庵
の
子
で
な
く
利
休
の
実
子
道
安
の
子
で
あ
る
と
い
う

説
が
あ
り
、
ま
た
少
庵
が
母
宗
恩
と
と
も
に
千
家
に
は
い
る
以
前
に
、
す

で
に
利
休
の
女
の
亀
女
を
娶
り
、
そ
の
間
に
宗
旦
が
生
れ
た
の
で
あ
る
、

と
い
う
説
も
あ
る
。

と
、「
道
安
実
子
説
」
お
よ
び
「
利
休
娘
実
子
説
」
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
た
う

え
で
、こ

れ
を
決
定
的
に
否
定
す
る
だ
け
の
証
拠
も
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
説
は
ど

う
も
疑
わ
し
い
。
少
庵
が
宗
恩
と
宮
王
太
夫
（
一
説
に
は
松
永
久
秀
）
と

の
間
に
生
れ
た
子
で
あ
る
こ
と
が
た
し
か
で
あ
る
以
上
、
も
し
そ
の
妻
が

他
家
の
出
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
旦
に
は
利
休
の
血
が
流
れ
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
千
家
の
ど
こ
に
も
利
休
の
血
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
千
家
と
利
休
と
の
間
に
血
の
つ
な
が
り
を
つ
け
る
た
め
に
、

こ
れ
ら
の
二
説
が
作
為
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
喝
破
し
、

宗
旦
の
母
が
利
休
の
女
の
亀
女
だ
と
い
う
説
は
、
一
応
よ
く
で
き
て
い
る

が
、
江
岑
宗
左
が
不
明
な
こ
と
は
父
宗
旦
に
た
ず
ね
て
書
い
た
と
い
う

『
千
利
休
由
緒
書
』
に
は
、（
略
）
少
庵
に
嫁
し
た
と
い
う
亀
女
の
こ
と
は

全
く
で
て
こ
な
い
。
こ
の
『
由
緒
書
』
は
江
岑
宗
左
が
宗
旦
に
不
審
を
訊

し
て
書
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
宗
旦
の
母
が
利
休
の
女
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
を
逸
す
る
こ
と
は
あ
る
は
ず
も
な
い
。
故
意
に
作
為
さ
れ
た
説

だ
と
断
定
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

と
、
両
説
と
も
疑
わ
し
い
と
い
う
「
中
立
説
」
の
立
場
を
主
張
し
た
。
こ
の

「
中
立
説
」
の
流
れ
は
、
そ
の
後
中
村
修
也
）
70
（

、
熊
倉
功
夫
）
71
（

に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ

る
。

　

さ
ら
に
、
あ
ら
た
な
議
論
と
し
て
、「
直
系
実
子
説
」
が
登
場
す
る
。
こ
の

論
者
の
千
原
弘
臣
は
「
利
休
娘
実
子
説
」
を
批
判
し
て
、

少
庵
内
室
の
俗
名
は
「
お
ち
や
う
」
で
あ
る
。
少
庵
の
妻
を
利
休
息
女
お

亀
と
す
る
説
の
根
拠
は
明
ら
か
で
な
い
。
宗
旦
の
高
弟
山
田
宗
徧
は
お
亀

を
少
庵
の
妹
と
「
茶
道
要
録
」
に
書
き
、
江
岑
は
お
亀
を
万
代
屋
宗
安
室

と
す
る
（
千
利
休
由
緒
書
）
7（
（

）。

と
の
べ
、
資
料
解
釈
の
誤
り
を
指
摘
す
る
）
73
（

。

　

そ
の
一
方
で
、

　

少
庵
の
真
父
は
千
宗
易
で
あ
ろ
う
か
。



38

　

少
庵
は
利
休
の
血
縁
の
子
で
あ
っ
た
と
の
想
い
を
深
め
る
。

　

筆
者
は
少
庵
の
真
父
は
三
入
で
な
く
、
千
利
休
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と

の
推
測
を
ま
す
ま
す
強
め
る
。

　

少
庵
が
事
実
を
も
っ
て
利
休
の
茶
を
相
続
し
た
の
に
は
利
休
と
の
血
縁

の
存
在
を
想
わ
せ
る
。
少
庵
は
利
休
の
実
子
）
7（
（

。

と
い
う
よ
う
な
主
張
を
く
り
返
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
根
拠
は

あ
ま
り
明
確
な
も
の
で
は
な
い
）
7（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
現
在
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
利
休
娘

実
子
説
」
が
通
説
的
立
場
で
あ
り
、
千
少
庵
妻
は
千
利
休
娘
「
お
亀
」
で
あ
る

と
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
論
を
出
す
に
は
根
拠
が
不
十
分

と
い
う
「
中
立
説
」
の
考
え
方
も
歴
史
学
者
の
間
で
は
依
然
と
し
て
根
強
い
。

こ
の
た
め
、
Ⅰ
１
（
２
）
で
み
た
表
千
家
の
図
録
の
よ
う
に
、「
千
宗
旦
、
少

庵
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
母
は
利
休
の
娘
と
い
わ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な

あ
い
ま
い
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

　

２　

「
利
休
娘
実
子
説
」
の
構
造

　

（
１
）「
利
休
娘
実
子
説
」
に
肯
定
的
な
三
つ
の
資
料

　
「
中
立
説
」
お
よ
び
「
直
系
実
子
説
」
と
い
う
「
利
休
娘
実
子
説
」
を
批
判

す
る
考
え
方
の
登
場
を
み
た
と
こ
ろ
で
、「
利
休
娘
実
子
説
」
の
内
容
を
あ
ら

た
め
て
検
討
し
て
み
る
。

　

議
論
を
整
理
す
る
た
め
、「
利
休
娘
実
子
説
」
の
主
要
な
三
人
の
論
者
、
鈴

木
半
茶
、
杉
本
捷
雄
、
村
井
康
彦
の
主
張
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
表
３
の
と
お

り
と
な
る
。

　

こ
こ
で
焦
点
と
な
る
資
料
は
五
点
あ
る
。「
利
休
娘
実
子
説
」
に
と
っ
て
肯

定
的
な
資
料
が
三
点
、
否
定
的
な
資
料
が
二
点
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
利
休
娘
実
子
説
」
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
を
検

証
す
る
。

　

ま
ず
、
前
者
の
肯
定
的
な
三
つ
の
資
料
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
『
千
利
休
由
緒
書
』

　

表
千
家
第
四
代
千
宗
左
（
江
岑
）
に
よ
る
千
利
休
の
由
緒
お
よ
び
千
家
系
譜

の
覚
書
で
あ
る
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）、
幕
府
が
徳
川
家
康
の
年
譜
を
編

纂
す
る
に
あ
た
り
、
紀
州
徳
川
家
を
通
じ
て
千
利
休
に
関
す
る
事
柄
の
照
会
が

あ
り
、
千
宗
左
（
江
岑
）
が
千
宗
旦
と
相
談
の
う
え
、
口
頭
お
よ
び
文
書
で
回

答
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
写
本
が
表
千
家
）
76
（

、
内
閣
文
庫
）
77
（

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
な
か
で
、
千
宗
左
（
江
岑
）
は
、
千
利
休
が
京
都
か
ら
堺
に
追
放
に
な

る
際
の
こ
と
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
　

利
休
め
は
と
か
く
果
報
の
も
の
そ
か
し

　
　
　
　

菅
丞
相
に
な
る
と
お
も
へ
ハ

右
之
一
首
ヲ
竪
紙
ニ
書
テ
、
巻
納
メ
、
封
目
ヲ
付
、
上
書
ニ
お
亀
に
お
も
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ひ
置
利
休
と
書
て
、
お
亀
に
渡
候
へ
と
て
出
候
。
お
亀
ハ
利
休
娘
、
万
代

屋
宗
安
か
後
家
也
）
78
（

。

�
『
茶
道
要
録
』

　

千
宗
旦
の
弟
子
の
山
田
宗
徧
が
著
し
た
茶
書
で
あ
り
、
元
禄
四
年
（
一
六
九

一
）
版
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
利
休
伝
が
あ
り
、
上
記
と
同
じ

状
況
の
こ
と
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

利
休
メ
ハ
ト
カ
ク
果
報
ノ
者
ソ
カ
シ
カ
ン
シ
ヤ
ウ
セ
ウ
ニ
ナ
ル
ト
思

ヘ
ハ

ト
竪
紙
ニ
記
シ
テ
巻
テ
上
ニ
封
目
ヲ
付
テ
、
於
亀
ニ
思
置
利
休
ト
書
テ
、

於
亀
ニ
渡
候
ヘ
ト
テ
出
ル
、
於
亀
ト
云
ハ
居
士
カ
娘
少
庵
ガ
妹
ナ
リ
、
即

此
真
筆
我
ガ
四
方
庵
ニ
所
持
ス
ル
者
ナ
リ
）
79
（

�
『
敞
帚
記
補
』

　

松
尾
宗
二
（
松
尾
家
第
六
代
、
延
宝
五
年
〔
一
六
七
七
〕
～
宝
暦
二
年
〔
一
七
五

二
〕）
の
著
書
と
さ
れ
る
）
80
（

。
鈴
木
半
茶
が
そ
れ
ほ
ど
信
頼
で
き
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
Ⅱ
１
（
２
）
で
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
杉
本
捷

雄
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

庚
午
冬
（
寛
延
三
年
）
宗
室
ノ
口
切
か
け
物
ニ
、
少
庵
内
よ
り
ト
ア
ル

女
筆
ノ
文
也
。
是
ハ
千
家
ニ
テ
モ
利
休
ノ
娘
ト
云
フ
。
未
詳
ニ
テ
分
明
ニ

不
知
、
是
ハ
利
休
ノ
愛
女
ニ
テ
名
ハ
亀
ト
云
、
法
名
ハ
喜
室
宗
慶
ト
号
ス
。

少
庵
ノ
妻
也
。
是
人
ノ
不
知
事
也
）
81
（

。

　

こ
の
三
つ
の
資
料
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
表
４
に
整
理
す
る
。

　

�
か
ら
�
の
資
料
は
、
い
ず
れ
も
お
亀
が
千
利
休
の
娘
で
あ
る
と
の
べ
て
い

る
（
情
報
Ａ
）。
一
方
で
、
お
亀
に
つ
い
て
は
、「
万
代
屋
宗
安
か
後
家
」「
少

庵
ガ
妹
」「
少
庵
ノ
妻
」
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
（
情
報
Ｂ
）。

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。「
利
休
娘
実
子
説
」（
す

な
わ
ち
、「
お
亀
」
＝
「
千
利
休
娘
」
＝
「
千
少
庵
妻
」）
を
と
る
た
め
に
は
、「
少

庵
ノ
妻
」
を
正
し
い
と
し
て
、
他
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
時

代
が
下
が
る
資
料
ほ
ど
正
し
い
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
ま
さ
に
そ

の
と
お
り
の
主
張
を
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
千
利
休
由
緒
書
』
の
「
万
代
屋
宗
安
か
後
家
」
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

　

鈴
木
半
茶
は
、

お
亀
は
万
代
屋
宗
安
が
後
家
で
あ
る
と
は
誤
り
で
あ
る
ら
し
い
。

△
利
休
女
子
、
泉
州
堺
ニ
住
、
万
代
屋
宗
安
妻
お
三
。
母
ハ
利
休
先
妻
ノ

　

子
、
後
家
ト
ナ
リ
家
ニ
帰
ル
。
父
ニ
先
テ
自
殺
ス
。（
千
家
系
譜
）

と
あ
る
の
が
本
当
で
あ
ろ
う
）
8（
（

。
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否定的な資料

�『敞帚記補』　松尾宗二（松尾
家第六代、（（（（ ～ （（（（）著

�「おちやう宛の文」　天正十二
年（（（（（）

�『茶道四祖伝書』松屋久重編
　正保四年（（（（（）～慶安五年

（（（（（）成立か

「庚午冬（寛延三年）宗室ノ口切
かけ物ニ、少庵内よりトアル女
筆ノ文也。是ハ千家ニテモ利休
ノ娘ト云フ。未詳ニテ分明ニ不
知、是ハ利休ノ愛女ニテ名ハ亀
ト云、法名ハ喜室宗慶ト号ス。
少庵ノ妻也。是人ノ不知事也。」

「むらさきのせうあんよりきたり
候きんす壱まい参らせ候　已上
天正十二年十二月廿一日　そう
ゑき　花押　　おちやうへ　参
る」、千宗室（仙叟）の添書に「お
ちやうは少庵妻女也　後法名喜
室宗慶と申候」

「少庵も御成敗トノ儀也。（略）
此一乱ニ付宗旦ノ母其儘飛入て、
少庵ハにくけれども、宗旦同事
ニ果可申とて籠居けり。」

「少庵の妻は利休の娘お亀である
というのである。」（同論文 （（ 頁）

「この宛名のおちやうというの
は、少庵の妻であるならば、前
のお亀とは別人となるので解釈
に苦しむ」（同論文 （（ 頁）

「お亀であれば利休の娘であるの
で、一時離別のことは考えられ
ないし、少庵とは離別のお亀に
利休が書置のことも変な話であ
る。」（同論文 （（ 頁）

「少庵内室は、利休居士の娘で、
その俗名をお亀といった人で
あったことが分る。」（後者論文
（（ 頁）

「お亀の略字と平仮名書きとの混
乱ではないだろうかと思う」、「古
写に属するもので、本文の宛名
の『お亀』の略字と、『おちやう』
のそれが混乱を起したのではな
かろうか」（後者論文 （0 頁）

「時点は会津の蒲生氏郷に預けら
れた少庵の赦免直前頃の話」、「正
妻の腹ではなく、元々は千家の
籍にも入っていなかった人であ
ろう。」（後者論文 （（ 頁）

「 少 庵 内 室 は、 利 休 居 士 の 娘
で、その俗名をお亀といった人
であったことが分かる。」（同書
（（（ 頁）

「これをお亀の幼名でないかとい
う人もある。」、「この書簡が、利
休自筆のものであるかどうか、

（略）あるいは書き手の違う代筆
者鳴海の場合とすれば、これに
幼名『お長』を何気なく（略）
書いたとしても、あり得ないこ
とではない」（同書 （（（ ～ （（（ 頁）

「時点は会津の蒲生氏郷に預けら
れた少庵の赦免直前頃の話」、「正
妻の腹ではなく、もともとは千
家の籍にも入っていなかった人
であろう。」（同書 （（（ 頁）

「事実とすればお亀は利休の可愛
がっていた娘であり、少庵の妻
となり、法号を喜室宗慶（桂）
といったことが知られるのであ
る。」（前者論文 （（ 頁）

「『お亀』と『おちよう』とは同
一人物ということになる。後者
が早い時期の名であったのであ
ろうか。」（前者論文 （（ 頁）

「利休処刑時のこととすべきで
あって、少庵が赦免される時の
ことではあり得ない。」（前者論
文 （（ 頁）
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表３　「利休娘実子説」の主張比較表　　　

資料の評価 肯定的な資料

論者 出典

�『千利休由緒書』　千宗左
（江岑）、承応二年（（（（（）
成立か

�『茶道要録』　山田宗徧（千
宗旦門）著、元禄四年（（（（（）
版行

「利休めはとかく果報のもの
そかし菅丞相になるとおも
へハ
　右之一首ヲ竪紙ニ書テ、
巻納メ、封目ヲ付、上書ニ
お亀におもひ置利休と書て、
お亀に渡候へとて出候。お
亀ハ利休娘、万代屋宗安か
後家也。」

「利休メハトカク果報ノ者ソ
カシカンシヤウセウニナルト
思ヘハ
　ト竪紙ニ記シテ巻テ上ニ封
目ヲ付テ、於亀ニ思置利休ト
書テ、於亀ニ渡候ヘトテ出ル、
於亀ト云ハ居士カ娘少庵ガ妹
ナリ、即此真筆我ガ四方庵ニ
所持スル者ナリ」

鈴木半茶
「少庵伝小藁（その五）」
『茶道雑誌』昭和三十三年
（（（（（）九月号

「お亀は万代屋宗安が後家
であるとは誤りであるらし
い。」（同論文 （（ 頁）

「宗徧がお亀を少庵の妹と
いっているが、この外に誰の
妻とて明かしてない」（同論
文 （（ 頁）

杉本捷雄
（論文）

「慶長八年春屋宗園賛利休
坐像について」『茶道雑
誌』昭和三十四年（（（（（）
十一月号、「少庵内室の
ことども　亀女礼讃　」

『茶道雑誌』昭和三十八年
（（（（（）十一月号

「宗安妻については、『千家
系譜』に、利休女子、泉州
堺ニ住、万代屋宗安妻お三、
母ハ利休先妻ノ子、後家ト
ナリ家ニ帰ル。父ニ先チ自
殺ス。
とあって、お亀とお三の混
同を訂正してくれている。」

（前者論文８頁）

「『妹』の字は『言海』によれ
ば（略）大体男から見た妻で
あり、この例は『万葉集』相
聞之歌にも『妹（いも）』『吾
妹児（わぎもこ）』として随
所に実例を見る」（前者論文
８頁）

杉本捷雄
（単行本）

『千利休とその周辺』淡交 
社、昭和四十五年（（（（0）

「（万代屋云々は誤り）」（同
書 （（（ 頁）

「妹（いも、注、妻）」（同書
（（（ 頁）

村井康彦

「少庵と道安（その四）」
『茶道雑誌』昭和五十三年
（（（（（）一月号、「少庵と
道安（その五）」『茶道雑
誌』昭和五十三年（（（（（）
二月号

（記述なし）

「『茶道要録』の「少庵が妹」も、
義理の妹にもなるが妻の意と
した方がよいだろう。」（前者
論文 （（ 頁）
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と
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
杉
本
捷
雄
に
も
踏
襲
さ
れ
、

　

宗
安
妻
に
つ
い
て
は
、「
千
家
系
譜
」
に
利
休
女
子
、
泉
州
堺
ニ
住
、

万
代
屋
宗
安
妻
お
三
、
母
ハ
利
休
先
妻
ノ
子
、
後
家
ト
ナ
リ
家
ニ
帰
ル
。

　

父
ニ
先
チマ
マ

自
殺
ス
。

　

と
あ
っ
て
、
お
亀
と
お
三
の
混
同
を
訂
正
し
て
く
れ
て
い
る
）
83
（

。

と
判
断
し
、
同
じ
く
『
千
家
系
譜
）
8（
（

』
を
そ
の
根
拠
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
引
用
は
重
大
な
誤
解
を
ま
ね
き
か
ね
な
い
も
の
で
あ

る
。
杉
本
捷
雄
は
、「
利
休
女
子
、
泉
州
堺
ニ
住
、
万
代
屋
宗
安
妻
お
三
、
母

ハ
利
休
先
妻
ノ
子
、
後
家
ト
ナ
リ
家
ニ
帰
ル
。
父
ニ
先
チマ
マ

自
殺
ス
。」
と
一
連

の
記
述
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
原
典
に
よ
れ
ば
、「
利

休
女
子　

泉
州
堺
ニ
住　

万
代
屋
宗
安
妻
」
が
当
初
記
さ
れ
た
内
容
で
あ
り
、

そ
の
左
側
に
別
の
手
で
ご
く
小
さ
く
「
お
三
、
母
ハ
利
休
先
妻
ノ
子
、
後
家
ト

ナ
リ
家
ニ
帰
ル
、
父
ニ
先
テ
自
殺
ス
」
と
書
き
込
み
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
一
括
し
て
論
じ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、『
千
家
系
譜
』
と
は
、
十
九
世
紀
初
め
の
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
十
七
世
紀
中
頃
の
資
料
（『
千
利
休
由
緒
書
』）
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、『
千
利
休
由
緒
書
』
が
信
頼
で
き
な
い
資
料
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
も
あ
り
え
る
が
、
千
利
休
の
孫
と
曾
孫
と
が
相
談
し
て
残
し
た
資
料
が
、
そ

れ
よ
り
百
五
十
年
あ
と
の
資
料
よ
り
も
信
頼
で
き
な
い
と
は
、
常
識
的
に
は
考

え
に
く
い
。

　

な
お
、
村
井
康
彦
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。

　

つ
ぎ
は
、『
茶
道
要
録
』
の
「
少
庵
ガ
妹
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
妹
」
に
つ
い
て
、
鈴
木
半
茶
は
、

　

宗
旦
の
弟
子
宗
徧
が
お
亀
を
少
庵
の
妹
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
外
に

誰
の
妻
と
て
明
か
し
て
な
い
の
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
っ
た
）
8（
（

。

と
の
べ
て
、「
妹
」
を
素
直
に
女
兄
弟
の
意
味
に
理
解
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
杉
本
捷
雄
は
「
妹
＝
妻
」
の
解
釈
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
昭
和

　

表
４　
「
お
亀
」
に
か
か
る
情
報
と
評
価

資　

料　

名

『
千
利
休
由
緒
書
』

『
茶
道
要
録
』

『
敞
帚
記
補
』

資
料
の
成
立
時
期

十
七
世
紀
中
頃

十
七
世
紀
末

十
八
世
紀
中
頃

「
お
亀
」
に
つ

い
て

情
報
Ａ

利
休
娘

居
士
カ
娘

利
休
ノ
娘

情
報
Ｂ

万
代
屋
宗
安
か
後
家

少
庵
ガ
妹

少
庵
ノ
妻

情
報
Ｂ
に

対
す
る
評

価

鈴
木
半
茶

×
誤
り

？
妹
＝
女
兄
弟

○
正
し
い

杉
本
捷
雄

×
誤
り

△
妹
＝
妻

○
正
し
い

村
井
康
彦

（
言
及
な
し
）

△
妹
＝
妻

○
正
し
い
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三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
の
論
文
で
は
、

　
「
妹
」
の
字
は
「
言
海
」
に
よ
れ
ば
次
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
即
ち

そ
の
一
は
「
男
ヨ
リ
女
ヲ
親
ミ
呼
ブ
称
」
と
そ
の
二
は
「
イ
モ
ウ
ト
」。

前
者
は
大
体
男
か
ら
見
た
妻
で
あ
り
、
こ
の
例
は
「
万
葉
集
」
相
聞
之
歌

に
も
「
妹
（
い
も
）」「
吾
妹
児
（
わ
ぎ
も
こ
）」
と
し
て
随
所
に
そ
の
実
例

を
見
る
も
の
で
あ
る
）
86
（

。

と
、
い
ち
お
う
の
判
断
根
拠
を
示
し
て
い
る
が
、
の
ち
の
昭
和
四
十
五
年
（
一

九
七
〇
）
の
単
行
本
で
は
、
何
ら
検
討
す
る
こ
と
な
く
、

　
『
茶
道
要
録
』（
付
冊
の
利
休
伝
に
）

お
亀
と
い
う
は
居
士
が
娘
に
し
て
少
庵
が
妹
（
い
も
、
注
、
妻
）
な
り
）
87
（

。

と
引
用
文
中
に
「（
い
も
、
注
、
妻
）」
と
書
き
添
え
、
そ
れ
で
す
ま
せ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
村
井
康
彦
も
そ
の
結
論
を
追
認
す
る
。『
敞
帚
記
補
』
の
記
述
を

紹
介
し
、

　

事
実
と
す
れ
ば
お
亀
は
利
休
の
可
愛
が
っ
て
い
た
娘
で
あ
り
、
少
庵
の

妻
と
な
り
、
法
号
を
喜
室
宗
慶
（
桂
）
と
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
『
茶
道
要
録
』
の
「
少
庵
が
妹
」
も
、
義
理
の
妹
に
も

な
る
が
妻
の
意
と
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
）
88
（

。

と
の
べ
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
に
も
う
少
し
立
ち
入
る
こ
と
と
す
る
。
い
っ
た
い
『
言
海
』
に
は

ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
関
係
部
分
を
か
か
げ
る
と
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

｛
い
も
（
名
）
妹
（
一
）｛
男
ヨ
リ
女
ヲ
親
ミ
呼
ブ
称
。（
二
）
イ
モ
ウ
ト
。

い
も
う
と
（
名
）
妹
〔
妹イ
モ
ヒ
ト人
ノ
音
便
〕
女
ノ
子
ノ
後
ニ
生
レ
タ
ル
モ
ノ
。

イ
ロ
ト
。（
姉
ニ
対
ス
）
又
姉
ニ
モ
通
ジ
テ
イ
ヘ
リ
。（
妹イ
モ

ノ
条
ヲ
見
合
ハ
ス

ベ
シ
）
89
（

）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
杉
本
は
、「
い
も
う
と
」
で
は
な
く
、「
い
も
」
の
意
味
だ

け
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
「
妹
」
が
「
い
も
」
か
「
い
も
う
と
」
か
の
問
題
は
さ
て
お
き
、

検
討
す
べ
き
は
、「
妹
」
が
万
葉
集
の
時
代
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
初
期
に
ど

の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
か
で
あ
ろ
う
。
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
刊
行
さ

れ
た
『
邦
訳

日
葡
辞
書
』
に
は
つ
ぎ
の
と
お
り
あ
る
。

Ｉ
ｍ
ｏ
．
イ
モ
（
妹
）
詩
歌
語
．
す
な
わ
ち
、
女
・
妻
．　

※
い
も
：
女
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の
事
也
、
妹
（
い
も
）（
匠
材
集
、
一
）

Ｉ
ｍ
ｏ
ｔ
ｏ
．
イ
モ
ト
（
妹
）
妹
）
90
（

．

　

す
な
わ
ち
、
当
時
「
い
も
」
は
詩
歌
語
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
い
も

う
と
」
は
女
兄
弟
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

み
て
く
る
と
、「
少
庵
ガ
妹
」
は
、「
妻
」
と
解
す
る
よ
り
は
、
女
兄
弟
で
あ
る

「
妹
」、
こ
の
場
合
は
「
義
理
の
妹
」
の
意
味
と
な
る
が
、
そ
う
解
す
る
の
が
、

国
語
学
的
に
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
義
理
の
妹
と
解
釈
し
て
、
な
ん
ら
矛

盾
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
可
能
性
の
低
い
解
釈
を
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
利
休
娘
実
子
説
」
に
批
判
的
な
中
村
修
也
は
、

妹
（
イ
モ
）
に
は
妻
や
恋
人
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
男
性
か
ら
そ
の
対
象
の
女
性

を
さ
し
て
呼
ぶ
場
合
に
使
用
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
第
三
者
の
記
述
に
、
妻

や
恋
人
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
通
常
な
い
）
91
（

。

と
の
べ
る
が
、
も
っ
と
も
で
あ
る
。

　

（
２
）「
利
休
娘
実
子
説
」
に
否
定
的
な
資
料
（
一
）

　

そ
れ
で
は
、「
利
休
娘
実
子
説
」
に
否
定
的
な
資
料
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し

て
い
る
の
か
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

�
「
お
ち
や
う
宛
の
文
」　

天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）

　

こ
れ
は
、
吉
田
堯
文
が
、『
わ
び
』
昭
和
十
五
年
七
月
号
に
「
お
ち
や
う
宛

の
文
）
9（
（

」
と
し
て
紹
介
し
た
千
利
休
の
手
紙
で
あ
る
。
文
面
は
簡
単
で
、
つ
ぎ
の

と
お
り
で
あ
る
。

む
ら
さ
き
の
せ
う
あ
ん
よ
り
き
た
り
候
き
ん
す

壱
ま
い
参
ら
せ
候　
　

已
上

　

天
正
十
二
年
十
二
月
廿
一
日　

そ
う
ゑ
き　

花
押

　

お
ち
や
う
へ

　
　
　
　
　
　

参
る

　

な
お
、
こ
の
手
紙
に
は
、
家
原
自
仙
の
手
紙
が
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
裏
千
家
第
四
代
千
宗
室
（
仙
叟
）
は
、「
お
ち
や
う
は
少
庵
妻
女
也　

後
法

名
喜
室
宗
慶
と
申
候
」
と
書
き
入
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ

の
千
宗
室
（
仙
叟
）
の
添
書
に
「
お
ち
や
う
」
が
千
少
庵
の
妻
の
名
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

鈴
木
半
茶
は
、
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こ
の
宛
名
の
お
ち
や
う
と
い
う
の
は
、
少
庵
の
妻
で
あ
る
な
ら
ば
、
前

の
お
亀
と
は
別
人
と
な
る
の
で
解
釈
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
お
ち
や
う
が

ど
ん
な
関
係
の
婦
人
か
、
ま
た
は
お
亀
の
別
名
で
あ
っ
た
の
か
、
全
く
知

る
由
も
な
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
）
93
（

。

と
率
直
に
語
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
杉
本
捷
雄
は
、
昭
和
三
十
年
代
の
論
文
に
お
い
て
、

　
「
お
ち
や
う
」
に
つ
い
て
は
、
本
歌
を
た
し
か
め
る
す
べ
が
今
な
い
の

で
、
こ
れ
は
「
ち
や
う
」
の
字
を
「
亀
」
の
平
仮
名
と
読
み
間
違
え
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
量
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
）
9（
（

。

と
端
か
ら
否
定
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
の
ち
に
図
版
を
掲
載
し
た
う
え
で
、

　
「
わ
び
」
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
版
は
、
こ
れ
を
よ
く
見
れ
ば
み
る

ほ
ど
、
文
字
と
し
て
は
、
や
は
り
「
お
ち
や
う
」
と
読
む
の
が
正
し
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
お
亀
の
略
字
と
平
仮
名
書
き
と
の
混
乱
で
は

な
か
ろ
う
か
と
思
う
私
の
考
え
は
依
然
と
し
て
変
ら
な
い
）
9（
（

。

と
あ
く
ま
で
も
自
説
に
固
執
し
、
つ
づ
け
て
、

　

お
ち
や
う
の
本
字
は
、（
略
）
女
性
の
俗
字
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
っ

と
も
穏
当
な
字
は
、
や
は
り
「
お
蝶
」
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
そ

こ
で
、
少
庵
の
「
少
」
を
「
せ
う
」
と
平
仮
名
で
書
き
、
宗
易
の
「
宗
」

を
「
そ
う
」
と
正
し
い
旧
仮
名
遣
い
で
書
い
て
い
る
宗
易
の
平
仮
名
と
し

て
は
、
お
蝶
の
「
蝶
」
の
字
は
「
て
ふ
」
と
書
か
れ
る
べ
き
で
、「
ち
や

う
」
と
は
書
け
な
い
筈
で
あ
る
。

と
、
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
議
論
を
展
開
し
て
、
結
論
と
し
て
、

　

私
は
や
は
り
本
書
簡
が
、
あ
る
い
は
利
休
の
書
簡
に
少
な
く
な
い
と
さ

れ
る
古
写
に
属
す
る
も
の
で
、
本
文
の
宛
名
の
「
お
亀
」
の
略
字
と
、

「
お
ち
や
う
」
の
そ
れ
が
混
乱
を
起
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ

て
仕
方
な
い
の
で
あ
る
。

と
、
こ
の
書
簡
が
“
写
し
”
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
の
単
行
本
で
は
、「
お
ち
や

う
」
が
何
ら
か
の
誤
り
と
い
う
結
論
は
同
じ
な
が
ら
、
主
張
の
内
容
は
大
幅
に

変
更
さ
れ
て
い
る
。

　
「
お
ち
や
う
」
の
本
字
は
「
お
長
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、（
略
）
こ
れ
を

お
亀
の
幼
名
で
は
な
い
か
と
い
う
人
も
あ
る
）
96
（

。
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と
「
お
蝶
」
説
を
「
お
長
」
説
に
あ
ら
た
め
）
97
（

、
さ
ら
に
他
人
の
説
と
称
し
て

“
幼
名
”
説
）
98
（

を
も
ち
だ
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
簡
が
、
利
休
自
筆
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、（
略
）
あ
る
い

は
書
き
手
の
違
う
代
筆
者
鳴
海
の
場
合
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
幼
名
「
お

長
」
を
何
気
な
く
天
正
十
二
年
に
思
い
出
す
ま
ま
書
い
た
と
し
て
も
、
あ

り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
、“
写
し
”
と
い
う
説
明
か
ら
“
右
筆
書
き
”
と
い
う
説
明
に
変
更
し
て
い

る
）
99
（

。

　

な
お
、
杉
本
捷
雄
は
、
古
写
で
あ
る
と
か
、
鳴
海
の
代
筆
と
か
、
千
利
休
自

筆
で
な
い
可
能
性
を
強
調
す
る
が
、
小
松
茂
美
は
、『
利
休
の
手
紙
』
の
な
か

で
こ
の
手
紙
を
、「
利
休
の
最
も
確
か
な
筆
跡
の
基
準
と
な
る
）
（00
（

。」
と
評
価
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

で
は
、
村
井
康
彦
は
、
こ
の
「
お
ち
や
う
宛
の
文
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
「
お
亀
」
と
「
お
ち
や
う
」
と
は
同
一
人
物
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
後
者
が
早
い
時
期
の
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
（0（
（

。

と
、
と
く
に
根
拠
を
示
す
こ
と
も
な
く
、
杉
本
捷
雄
の
説
明
を
受
け
入
れ
て
い

る
。

　

長
々
と
議
論
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
「
お
亀
」
と
「
お
ち
や
う
」
と
は
、
同

一
人
物
で
あ
る
と
す
る
強
引
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
た
い
が
た

め
で
あ
る
。「
利
休
娘
実
子
説
」
を
と
っ
た
他
の
論
者
も
こ
の
こ
と
を
真
摯
に

検
討
し
た
と
は
い
い
が
た
い
）
（0（
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
、
女
性
の
改
名
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
）
（0（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
安
易
に
“
幼
名
”
と
推
測
す
る
こ
と
に

対
し
て
、
一
般
的
に
は
可
能
性
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

（
３
）「
利
休
娘
実
子
説
」
に
否
定
的
な
資
料
（
二
）

　

も
う
ひ
と
つ
の
「
利
休
娘
実
子
説
」
に
否
定
的
な
資
料
を
検
討
す
る
。

�
『
茶
道
四
祖
伝
書
』
の
記
事

　
『
松
屋
日
記
』
あ
る
い
は
『
松
屋
筆
記
』
と
も
題
さ
れ
、
現
在
で
は
『
茶
道

四
祖
伝
書
』
と
よ
ば
れ
る
奈
良
の
松
屋
の
記
録
の
な
か
に
、「
利
休
居
士
伝

書
」
が
あ
る
。
こ
の
書
物
自
体
は
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
か
ら
慶
安
五
年

（
一
六
五
二
）
の
間
に
松
屋
久
重
に
よ
っ
て
順
次
整
理
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
）
（0（
（

。
百
数
十
年
に
お
よ
ぶ
『
松
屋
会
記
』
を
残
し
た
松
屋
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
同
時
代
の
記
録
も
編
集
材
料
と
し
て
用
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
利
休
居
士
伝
書
」
に
は
、「
慶
安
二
（
己
）
丑
年
卯
月
五
日
従
千
宗
旦
伝
授

之
）
（0（
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
内
容
も
か
な
り
信
頼
度
が
高
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
な
か
に
千
利
休
自
刃
に
つ
い
て
記
し
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

　

少
庵
も
御
成
敗
ト
ノ
儀
也
。
少
庵
ノ
内
方
宗
旦
の
母
ハ
、
何
事
も
沙
汰

無
之
以
前
ニ
去
ら
れ
た
り
。
少
も
か
ま
ひ
ハ
無
之
候
へ
ど
も
、
此
一
乱
ニ

付
宗
旦
ノ
母
其
儘
飛
入
て
、
少
庵
ハ
に
く
け
れ
ど
も
、
宗
旦
同
事
ニ
果
可

申
と
て
籠
居
け
り
。
然
処
ニ
少
庵
御
免
被
成
相
済
候
也
。
女
ノ
処
存
無
比

類
事
と
世
上
ニ
云
り
。
自
一
期
被
居
候
な
り
）
（0（
（

。

　

ど
う
い
う
訳
か
、
こ
の
と
き
、
千
宗
旦
の
母
親
は
千
少
庵
と
別
居
状
態
で
、

子
の
千
宗
旦
と
も
離
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
千
利
休
に
連
座
し
て
千
少
庵
も

処
罰
さ
れ
る
と
聞
い
て
、
家
を
出
て
い
た
千
少
庵
の
妻
で
千
宗
旦
の
母
は
、
あ

わ
て
て
千
家
に
帰
っ
て
き
て
、
千
宗
旦
と
家
に
立
て
籠
も
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

中
村
修
也
は
、
こ
の
記
録
を
当
然
に
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
千
利
休
自

刃
時
の
で
き
ご
と
と
し
た
上
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

少
庵
と
別
居
し
て
い
た
宗
旦
の
母
を
、
こ
れ
ま
で
無
条
件
で
利
休
の
娘

と
考
え
て
き
た
が
、
い
さ
さ
か
疑
問
が
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
、
少
庵
と
別

居
し
た
利
休
の
娘
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。

　

も
し
、
こ
の
宗
旦
の
母
が
利
休
の
娘
な
ら
ば
、
少
庵
と
離
縁
し
た
後
は
、

実
家
で
あ
る
堺
の
利
休
屋
敷
に
住
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

利
休
が
秀
吉
の
命
で
堺
に
蟄
居
し
た
際
に
、
い
ろ
い
ろ
と
千
家
内
で
相
談

が
あ
り
、
事
態
に
対
す
る
対
応
策
や
利
休
の
覚
悟
な
ど
も
、
充
分
理
解
し

て
い
た
は
ず
で
、「
此
一
乱
ニ
付
宗
旦
ノ
母
其
儘
飛
入
」
と
い
う
よ
う
な
、

無
分
別
な
行
動
に
は
で
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。（
略
）

　

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
宗
旦
の
母
と
さ
れ
る
女
性
が
他
所
に
い
て
、

「
少
庵
も
御
成
敗
」
の
噂
を
聞
き
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
女
性
が
利
休
の
娘
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
）
（0（
（

。

　

鈴
木
半
茶
も
、
同
様
の
疑
問
を
感
じ
た
ら
し
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る
。　

そ
の
人
が
お
亀
で
あ
る
か
、
お
亀
で
あ
れ
ば
利
休
の
娘
で
あ
る
の
で
、

一
時
離
別
の
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
少
庵
と
は
離
別
の
お
亀
に
利
休

が
書
置
の
こ
と
（
筆
者
注
：
�
の
「
お
亀
に
お
も
ひ
置
」
の
文
）
も
変
な
話

で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
よ
い
も
の
か
、
判マ
マ談

に
苦
し
む
の
で
あ
る
）
（0（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
杉
本
捷
雄
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
状
況
の
話
と
し
て
理
解
し
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て
い
る
。

　

時
点
は
会
津
の
蒲
生
氏
郷
に
預
け
ら
れ
た
少
庵
の
赦
免
直
前
頃
の
話
で
、

少
庵
赦
免
状
が
で
た
の
が
文
禄
三
年
（
筆
者
注
：
一
五
九
四
）
十
一
月
十

三
日
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
直
前
で
あ
る
。
少
庵
の
内
方
宗
旦
の
母
は
す
な

わ
ち
利
休
娘
お
亀
そ
の
人
で
、
少
庵
に
嫁
し
、
後
（
天
正
十
年
）
に
宗
恩

が
利
休
の
後
妻
に
入
っ
た
折
に
、
養
子
に
入
っ
た
少
庵
と
と
も
に
千
家
に

帰
っ
た
人
で
、
利
休
処
刑
の
こ
と
の
あ
っ
た
以
前
に
去
ら
れ
た
と
い
う
の

は
、
正
妻
の
腹
で
は
な
く
、
元
々
は
千
家
の
籍
に
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た

人
で
あ
ろ
う
。
宗
旦
は
天
正
十
六
年
後
半
頃
、
十
一
歳
の
折
、
大
徳
寺
に

入
っ
て
春
屋
和
尚
の
膝
下
に
あ
っ
て
、
す
で
に
文
禄
三
年
に
は
十
七
歳
、

僧
籍
も
喝
食
か
ら
蔵
局
（
主
）
に
ま
で
進
ん
で
い
た
が
（
一
黙
稿
）
こ
れ

も
危
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
噂
に
、
母
お
亀
が
本
法
寺
前
少
庵
屋
敷
に

飛
入
り
、
そ
し
て
こ
れ
を
呼
び
戻
し
て
、
守
り
籠
っ
て
い
た
と
い
う
の
で

あ
る
）
（0（
（

。

　

原
文
の
切
迫
し
た
緊
張
感
に
比
べ
、「
飛
入
」
と
い
う
必
然
性
も
理
解
で
き

な
い
し
、
な
ん
と
も
間
延
び
し
た
印
象
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
解
釈
で
あ
る
。

　

さ
て
、
村
井
康
彦
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
利
休
処
刑
時
の
こ
と
と
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
少
庵
が
赦
免
さ
れ
る
時
の
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
）
（（0
（

。」
と
杉

本
捷
雄
の
理
解
を
否
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
茶
道
四
祖
伝
書
』
の
記
事

に
対
し
て
何
ら
疑
問
も
矛
盾
も
指
摘
し
て
い
な
い
。

　

（
４
）「
利
休
娘
実
子
説
」
の
根
拠
の
脆
弱
性

　
「
利
休
娘
実
子
説
」
の
内
容
を
検
討
す
る
た
め
、
鈴
木
半
茶
、
杉
本
捷
雄
、

村
井
康
彦
の
三
人
の
議
論
を
整
理
し
て
比
較
検
討
し
て
み
た
。「
お
亀
」
＝

「
千
利
休
娘
」
＝
「
千
少
庵
妻
」
の
仮
説
が
、
強
引
な
推
論
で
あ
る
こ
と
は
十

分
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
利
休
娘
実
子
説
」
は
、
現
在
で
は
通
説
的
理
解
で
あ
り
、
茶
の
湯
あ
る
い

は
歴
史
学
の
研
究
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
大
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
こ

と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。「
お
亀
」
＝
「
千
利
休
娘
」
＝
「
千
少
庵

妻
」
の
仮
説
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
し
、
再
検
討

し
て
い
る
場
合
）
（（（
（

で
も
、
通
説
で
あ
る
と
い
う
理
解
か
ら
、
是
認
し
が
ち
な
傾
向

に
あ
る
。
前
提
と
な
る
議
論
に
こ
の
よ
う
な
疑
義
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
上
に

い
く
ら
精
緻
な
議
論
を
積
み
重
ね
て
み
て
も
、
砂
上
の
楼
閣
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
た
な
一
次
資
料
が
発
見
さ
れ
て
、
こ
の
仮
説
が
立
証
さ

れ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

Ⅲ　
「
利
休
血
脈
論
争
」
の
意
味
と
評
価

　

１　

議
論
の
混
乱
の
原
因　

近
世
に
お
け
る
千
家
関
連
資
料
の
潤
色

　

（
１
）
近
世
に
お
け
る
千
家
関
連
資
料

　

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
ら
わ
れ
、
議
論
が
混
乱
し
た
原
因
に
つ
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

い
て
考
え
る
。「
利
休
娘
実
子
説
」
に
し
て
も
、「
道
安
実
子
説
」
に
し
て
も
、

「
直
系
実
子
説
」
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
近
世
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
見

解
で
あ
る
。
そ
れ
を
反
映
し
た
資
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
論
者
が
発
見
す
る
な
り
、

分
析
す
る
な
り
し
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
資
料
自
体
に
矛
盾
が
あ

る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
千
家
に
伝
来
す
る
資
料
、
千
家
の
人
物
ま
た
は
千
家
に
関
係
の
深

い
人
物
の
手
に
な
る
資
料
に
お
い
て
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
千
利
休
の
家
族
に

関
す
る
情
報
が
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
お
む
ね
年
代
順

に
整
理
し
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
表
５
の
と
お
り
と
な
る
。
以
下
、
資
料
を
順

に
説
明
す
る
。

�
『
茶
道
四
祖
伝
書
）
（（（
（

』

　

松
屋
久
重
編　

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
～
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
成
立

か
　

Ⅱ
２
（
３
）
�
で
紹
介
し
た
と
お
り
、『
松
屋
会
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
多

く
の
記
録
が
松
屋
に
伝
来
し
、
し
か
も
、
千
宗
旦
か
ら
直
接
聞
い
た
と
さ
れ
る

情
報
を
ふ
く
め
て
、
松
屋
久
重
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
か

な
り
信
頼
度
の
高
い
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。

�
『
千
利
休
由
緒
書
』

　

表
千
家
第
四
代
千
宗
左
（
江
岑
）
述
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
成
立
か

　

Ⅱ
２
（
１
）
�
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
承
応
二
年
の
表
千
家
第
四
代
千
宗
左

（
江
岑
）
に
よ
る
千
利
休
の
由
緒
お
よ
び
千
家
の
系
譜
の
覚
書
で
あ
る
。
本
文

は
、「
御
尋
」
に
対
し
て
回
答
し
て
い
る
部
分
が
承
応
二
年
、「
逢
原
（
源
）
斎

口
上
ニ
而
」
か
ら
「
右
是
迄
古
宗
左
老
物
語
」
ま
で
の
部
分
は
、
遅
れ
て
寛
文

六
年
（
一
六
六
六
）
に
成
立
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
）
（（（
（

。

　

ま
た
、
内
閣
文
庫
本
）
（（（
（

と
表
千
家
本
）
（（（
（

と
で
は
若
干
内
容
が
異
な
る
。
表
５
で
は

両
方
の
内
容
を
示
す
が
、「
内
閣
文
庫
本
の
方
が
ウ
ブ
な
印
象
で
あ
る
）
（（（
（

」
と
さ

れ
る
の
で
、
そ
れ
を
先
行
す
る
も
の
と
し
て
併
記
す
る
。
大
き
な
相
違
点
と
し

て
は
、
内
閣
文
庫
本
は
、「
逢
源
斎
口
上
ニ
テ
）
（（（
（

」
以
下
の
お
亀
の
文
を
含
む
千

利
休
自
刃
の
際
の
話
、「
利
休
系
図　

此
系
図
ハ
鴨
居
善
兵
衛
方
よ
り
写
ス
」

お
よ
び
「
秀
頼
公
御
小
姓
組
古
田
九
郎
八
直
談
十
市
縫
殿
助
物
語
」
を
欠
い
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

�
随
流
斎
『
寛
文
八
年
本
）
（（（
（

』

　

表
千
家
第
五
代
千
宗
佐
（
随
流
斎
）
の
筆
に
な
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
茶
書
。

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
成
立
。
千
宗
佐
（
随
流
斎
）
は
当
時
十
九
歳
で
あ
る
。

原
本
は
表
千
家
所
蔵
。

�
『
随
流
斎
延
紙
ノ
書
）
（（（
（

』

　

同
じ
く
表
千
家
第
五
代
千
宗
佐
（
随
流
斎
）
が
晩
年
に
書
き
残
し
た
も
の
。

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
以
降
に
成
立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
原
本
は
表

千
家
所
蔵
。

�
『
茶
祖
的
伝
）
（（0
（

』

　

表
千
家
第
八
代
千
宗
左
（
啐
啄
斎
）
門
下
で
あ
る
稲
垣
休
叟
（
明
和
七
年

〔
一
七
七
〇
〕
～
文
政
二
年
〔
一
八
一
九
〕）
が
著
し
た
も
の
で
、
写
本
が
伝
わ
る
。
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　　　　　　　　　千利休の子供の説明
備考

石橋良叱妻 万代屋宗安妻 千紹二妻 円乗坊妻 清蔵主 お亀

女子� 女子� 女子� 女子� ×
×

（狂歌のみ記
載）

松 屋 久 重 編　 正 保 四
年（（（（（）～慶安五年

（（（（（）成立か

女子� 女子� 女子� × × ×
表千家第四代千宗左 

（ 江 岑 ）、 承 応 二 年
（（（（（）成立か。子供
の順番について、内閣
文庫本は本文中、表千
家本は利休系図によ
る。

女子� 女子� 女子� × ×

お亀の文「お
亀 ハ 利 休 娘、
万代屋宗安か
後家也」

？ ？ ？ ？ ？ ？

表千家第五代千宗佐
（随流斎）、寛文八年
（（（（（）成立
（ 一 部 の 情 報 し か な
い。）

× × × × × ×

表千家第五代千宗佐
（随流斎）著、貞享三
年（（（（（）以降成
立

女子�

女子�
「幼名を
お三とい
ふ。」

女子� 女子�
「別腹の
隠子也」

お亀の文「居
士の息女にし
て少庵の妹
也」

表千家第八代千宗左
啐啄斎）門下の稲垣
休叟（明和七年〔（（（0〕
～ 文 政 二 年〔（（（（〕）
著

女子� 女子� × × × ×
表千家第九代千宗左

（了々斎）、文化元年
（（（0（）成立

「 吟 子、 母
ハ先妻」

「お三」、
「先妻ノ子」

「 利 休 ノ
女、 別 腹
ノ 子、 此
譜ニ不載」

×
「別腹ノ
子」

「又お亀ト云
女ハ少□□
（庵妻？）」

表千家第九代千宗左
（了々斎）没（文政八
年〔（（（（〕）後成立
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

表５　千家関連資料にみる千利休家族の変遷　

資料名 千利休妻について 千少庵について 千宗旦について
千道安 千少庵

『茶道四祖伝書』
「利休内方ハ宮王
太夫ノ後家也」

「少庵ハ宮王ノ子
也」、「宗易ノ養
子」

「少庵ノ子ナリ」 男子�
「 宗 易 ノ
養子」

『千利休
由緒書』

内閣文庫本 「利休妻女宗恩」 「二男」、「次男」

「少庵か世忰ニ
而利休孫」、「利
休孫」、「少庵か
子之由」

「嫡子」、
「利休嫡
子」

「二男」、
「次男」

 表千家本 同上 同上

同上。くわえて
利休系図に「宗
淳－宗旦」とあ
る。

同上
男子�

同上
男子�

 随流斎『寛文八年本』 ？
「少庵本親ハ三入
と申也」

「 ち ん ば か 子 」
「女ならはまこ
むこニならず物
を」

？ ？

『随流斎延紙ノ書』 ×
「少庵居士、松永
タンセウ真父也」

× × ×

『茶祖的伝』

内室「宮尾道三の
女也」、後妻宗恩

「北条美濃守氏規
の女也。初ハ松永
弾正久秀に嫁す。」

「少安ハ仮子也。
実 ハ 久 秀 の 胤
也」、「実ハ松永
氏 の 胤 に し て、
母宗恩の仮子也」

「道安の実子ハ
元 伯 宗 旦 也 」、

「宗旦ハ少庵の
義子、実ハ道安
の子也。則利休
居士の嫡孫たる
により、家を継
しむ。」

「利休居
士の嫡子
也」

「 利 休 居
士の第二
子也」

『千家系
譜』

本文 × 「宗易実子総領」 「少庵実子総領」
「利休二
男」
男子�

男子�

書き込み

「妻堺宮尾道三ノ
女」、「後妻ハ松永
弾正ノ妻久秀歿後
嫁宗恩ト云」

「 母 ハ 宗 恩 □ 子
也」

×
「 長 子 母
ハ先妻」

「母は宗恩
□子也」

男子�、女子�の丸数字は、説明文による出生の順番、あるいは系図に記載されている順番を示す。
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筒
井
紘
一
は
、
こ
の
特
徴
を
、

　

稲
垣
休
叟
が
表
千
家
啐
啄
斎
の
門
下
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

茶
祖
的
伝
の
最
大
の
特
徴
は
表
千
家
所
蔵
の
文
書
類
に
原
史
料
を
よ
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
と
に
利
休
に
関
す
る
記
述
は
、
近
年
公
開
さ

れ
た
「
利
休
由
緒
書
」（『
表
千
家
』）
を
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
写
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
至
る
と
こ
ろ
に
表
千
家
文
書
の
引
用
と
明
ら

か
に
思
え
る
も
の
が
多
い
）
（（（
（

。

と
評
価
し
て
い
る
。

�
『
千
家
系
譜
）
（（（
（

』

　

Ⅱ
２
（
１
）
で
も
ふ
れ
た
が
、
紀
州
徳
川
家
伝
来
の
資
料
で
あ
り
、
表
千
家

第
九
代
千
宗
左
（
了
々
斎
）
ま
で
の
系
譜
を
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
筆

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
別
人
の
書
込
み
が
あ
り
、
そ
れ
は
千
宗
左
（
了
々
斎
）

没
（
文
政
八
年
〔
一
八
二
五
〕）
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
２
）
千
家
関
連
資
料
に
み
る
内
容
の
変
遷

　

こ
れ
ら
の
資
料
を
年
代
順
に
並
べ
て
整
理
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
ず
、
千
少
庵
の
実
父
に
つ
い
て
、
松
永
久
秀
と
い
う
千
家
の
言
い
伝
え
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
王
三
入
で
あ
る
こ
と
が
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
の
資

料
紹
介
で
明
ら
か
と
な
り
、
現
在
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
Ⅰ
２

（
１
）
で
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
表
５
で
み
る
と
、『
千
利
休
由

緒
書
』
に
は
記
載
が
な
い
も
の
の
、『
茶
道
四
祖
伝
書
』
に
は
「
宮
王
太
夫
）
（（（
（

」

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
千
宗
佐
（
随
流
斎
）
は
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の

段
階
で
は
宮
王
三
入
と
は
っ
き
り
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
王
太
夫
は
宮

王
道
三
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
や
や
不
正
確
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ

の
時
期
は
比
較
的
正
し
い
認
識
が
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
後
、
千
宗
佐
（
随
流
斎
）
は
、
松
永
久
秀
で
あ
る
と
は
じ
め
て
記
し
、
そ

れ
以
降
は
、『
茶
祖
的
伝
』、『
千
家
系
譜
』
に
も
こ
の
説
が
受
け
継
が
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
千
少
庵
の
実
父
に
つ
い
て
は
、
十
七
世
紀
中
頃
に
は
少
な
く
と
も

宮
王
家
の
人
物
と
知
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
七
世
紀
後
半
の
あ
る

時
期
に
“
松
永
久
秀
”
と
い
う
説
が
生
み
出
さ
れ
、
さ
ら
に
、
十
九
世
紀
に
は

そ
れ
が
流
布
し
、
近
代
に
至
っ
た
と
い
う
経
緯
が
う
か
が
え
る
。

　

同
様
の
事
例
と
し
て
、
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
話
な
の
で
、
さ
す
が
に
あ
ま

り
流
布
は
し
て
い
な
い
が
、
千
宗
恩
が
北
条
美
濃
守
氏
規
の
娘
と
い
う
説
）
（（（
（

は
、

『
茶
祖
的
伝
』
に
は
じ
め
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
十
七
世
紀
中
頃

に
は
存
在
し
た
と
は
思
え
な
い
説
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
十
九
世
紀
初
期
ま
で

に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

千
利
休
の
子
供
の
場
合
に
も
、
そ
れ
が
あ
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、
子
供
の

数
で
あ
る
が
、『
茶
道
四
祖
伝
書
』
と
『
千
利
休
由
緒
書
』
と
で
は
一
人
違
い

だ
け
だ
が
、
そ
の
後
、『
茶
祖
的
伝
』、『
千
家
系
譜
』
書
込
み
で
は
、
さ
ら
に
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

清
蔵
主
と
い
う
子
供
が
増
え
て
い
る
。

　

千
宗
旦
の
出
自
に
関
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、「
道
安
実
子
説
」
は
、

『
茶
祖
的
伝
』
に
お
い
て
、「
宗
旦
ハ
少
庵
の
義
子
、
実
ハ
道
安
の
子
也
。
則
利

休
居
士
の
嫡
孫
た
る
に
よ
り
、
家
を
継
し
む
）
（（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
千
宗
旦
は
千
利
休
の
直
系
で
あ
る
と
い
う
「
直
系
実
子
説
」
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
『
千
利
休
由
緒
書
』
に
お
い
て
も
千
少
庵
を
千
利
休
の
「
二

男
」「
次
男
）
（（（
（

」
と
だ
け
表
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
子
で
あ
る
か
の
よ
う
な
説

明
が
あ
る
が
、『
千
家
系
譜
』
の
本
文
で
は
、「
宗
易
実
子
総
領
）
（（（
（

」
と
、
千
少
庵

が
千
利
休
の
実
子
で
あ
る
と
明
言
し
て
お
り
、「
直
系
実
子
説
」
が
あ
ら
わ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
問
題
の
「
利
休
娘
実
子
説
」
に
つ
い
て
は
、「
お
亀
」
が
問
題
と
な

る
。
い
わ
ゆ
る
お
亀
の
文
の
狂
歌
は
、『
茶
道
四
祖
伝
書
』
に
は
記
さ
れ
る
が
、

お
亀
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
こ
の
狂
歌
と
千
利
休
娘
お
亀
が
結
び
つ
く
の
は
、

表
千
家
本
『
千
利
休
由
緒
書
』
か
ら
で
あ
り
、
古
い
形
と
さ
れ
る
内
閣
文
庫
本

『
千
利
休
由
緒
書
』
に
は
、
そ
の
部
分
の
記
載
は
な
い
。
そ
し
て
、
表
千
家
本

『
千
利
休
由
緒
書
』
に
は
じ
ま
る
内
容
が
、『
茶
祖
的
伝
』『
千
家
系
譜
』
書
き

込
み
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
千
少
庵
の
実
父
に
関
す
る
言
説
の
変
遷
ほ
ど
は
明

ら
か
で
な
い
に
し
て
も
、“
千
利
休
娘
お
亀
の
逸
話
”
が
後
世
に
生
み
出
さ
れ
、

展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
考
え
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

（
３
）
千
家
関
連
資
料
の
潤
色
の
可
能
性

　

千
家
の
人
間
が
千
家
の
こ
と
に
つ
い
て
記
し
、
そ
れ
が
千
家
に
大
切
に
伝
蔵

さ
れ
て
き
た
な
ら
ば
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
存
在
と
し
て
疑
う
余
地
の
な
い
千
家
伝
来
の
資
料
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
内
容
が
潤
色
を
免
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

　
『
千
利
休
由
緒
書
』
は
、
千
家
の
人
間
が
、
体
系
的
に
千
家
に
つ
い
て
記
し
、

千
家
に
伝
蔵
さ
れ
て
き
た
も
っ
と
も
古
い
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
内
容
に
も
、
何
人
か
の
研
究
者
が
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
）
（（（
（

。

　

芳
賀
幸
四
郎
は
、

　
『
千
利
休
由
緒
書
』
は
、
利
休
の
追
放
に
つ
い
て
「
天
正
十
八
年
霜
月

よ
り
御
勘
当
、
翌
十
九
年
正
月
十
三
日
に
堺
え
追
下
さ
れ
、
閉
門
仰
せ
付

け
ら
る
」
と
、
明
白
な
誤
り
を
犯
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
史
料
と
し
て
の

信
憑
性
も
疑
わ
れ
る
）
（（（
（

。

と
指
摘
し
、「
こ
の
『
千
利
休
由
緒
書
』
は
そ
の
成
立
の
経
緯
上
、
千
家
と
家

康
と
の
関
係
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
傾
向
が
強
く
）
（（0
（

」
と
そ
の
性
格
を
評
価
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
西
山
松
之
助
は
、『
千
利
休
由
緒
書
』
を
文
化
史
的
に
権
威
化
の
象

徴
と
し
て
位
置
づ
け
、
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各
流
の
流
儀
集
団
す
な
わ
ち
家
元
側
に
お
い
て
も
自
己
の
流
儀
の
正
統
性

や
権
威
を
、
客
観
的
に
根
拠
づ
け
る
証
拠
物
件
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
要
求
に
応
え
て
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
大
名
仕
官
の
茶
道
諸

流
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
流
儀
の
系
統
図
な
ら
び
に
、
そ
の
極
秘
の
技
術

秘
伝
書
が
集
大
成
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
権
威
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
が
個
人
々
々
に
と
っ
て
は
、
各
人
の
茶
の
履
歴
書
と
い

っ
た
も
の
に
集
約
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
『
南
紀
徳
川
史
』
に

み
え
る
ご
と
く
、
表
千
家
の
宗
左
が
紀
州
徳
川
の
茶
道
に
決
定
す
る
に
当

っ
て
、
彼
が
紀
州
侯
に
「
千
家
由
緒
書
」
を
奉
っ
た
こ
と
な
ど
は
そ
の
好

例
と
い
え
よ
う
）
（（（
（

。

と
の
べ
て
い
る
）
（（（
（

。
そ
う
し
た
目
的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
潤
色

が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
家
系
に
つ
い
て
は
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
不
た
し
か
と
な
り
、
時

と
し
て
は
作
為
の
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
直
ち
に
信
じ
が
た
い
こ

と
は
他
に
例
の
多
い
こ
と
で
、
そ
れ
は
千
家
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
）
（（（
（

。

と
、
村
井
康
彦
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
神
津
朝
夫
は
、
そ
の
経
緯
を
、

お
そ
ら
く
江
岑
の
時
代
に
「
家
伝
」
を
創
作
す
る
た
め
い
く
つ
か
の
資
料

が
集
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
（（（
（

。

と
推
測
し
て
い
る
。
千
利
休
没
後
約
六
十
年
の
『
千
利
休
由
緒
書
』
で
す
ら
、

こ
の
よ
う
に
潤
色
の
お
そ
れ
が
あ
る
な
ら
ば
、
よ
り
後
世
の
資
料
で
あ
る
『
茶

道
要
録
』、『
敞
帚
記
補
』、『
茶
祖
的
伝
』、『
千
家
系
譜
』
な
ど
が
、
よ
り
正
確

な
ど
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
を
非
難
す
る
の
は
少
々
的
は
ず
れ
で
あ
る
。
表
千
家
第

五
代
千
宗
佐
（
随
流
斎
）
が
、
千
少
庵
の
父
親
に
関
し
て
み
ず
か
ら
異
な
る
内

容
を
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
も
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
）
（（（
（

う
。

そ
こ
に
は
、
千
家
自
身
の
意
図
の
み
な
ら
ず
、
幕
府
や
紀
州
藩
な
ど
の
封
建
領

主
と
い
う
上
か
ら
の
圧
力
、
さ
ら
に
は
弟
子
た
ち
の
下
か
ら
の
要
求
）
（（（
（

が
あ
っ
た

と
い
う
、
当
時
の
事
情
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

２　

「
利
休
血
脈
論
争
」
の
意
義

　

（
１
）「
利
休
血
脈
論
争
」
の
特
徴

　
「
利
休
血
脈
論
争
」
は
、
最
終
的
に
は
「
利
休
娘
実
子
説
」
が
優
位
に
立
ち

な
が
ら
も
、
決
定
的
な
材
料
に
欠
け
て
い
る
た
め
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
学
的
に
は
、「
千
少
庵
の
妻
は
千
利
休

の
娘
お
亀
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
以
上
の
表
現
は
で
き
な
い
が
、
一
般
に
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は
、
そ
れ
は
確
定
的
な
事
実
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

「
利
休
娘
実
子
説
」
陣
営
は
一
応
の
目
的
を
達
成
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
こ
の
「
利
休
血
脈
論
争
」
を
ふ
り
返
っ
て
、
そ
の
特
徴
と
意
義
を
考
察

す
る
。

　

こ
の
論
争
の
特
徴
と
し
て
、
三
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

�
千
家
家
元
自
身
の
主
張
は
と
く
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
。

　

論
争
の
関
係
者
を
み
る
と
、
裏
千
家
家
元
の
実
弟
で
あ
る
井
口
海
仙
を
別
に

す
る
と
、
千
家
家
元
や
そ
の
密
接
な
関
係
者
が
積
極
的
な
発
言
を
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。
ど
ち
ら
か
い
う
と
若
干
の
距
離
が
あ
る
家
元
周
辺
の
人
々
が
主

導
し
た
論
争
で
あ
る
と
い
え
る
。
表
千
家
の
機
関
誌
で
あ
る
『
茶
道
雑
誌
』
に

お
い
て
主
に
行
わ
れ
た
論
争
で
あ
る
の
で
、
必
然
的
に
表
千
家
の
家
元
や
宗
匠

が
、
そ
れ
に
ふ
れ
る
発
言
を
行
っ
て
い
る
が
、
終
始
と
ま
ど
い
を
禁
じ
え
な
い

と
い
う
印
象
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
利
休
娘
実
子
説
」
の
議
論
が
急
に
盛
ん
に
な
っ
た
昭
和
三
十
八

年
（
一
九
六
三
）
は
少
庵
三
百
五
十
年
忌
に
あ
た
る
。
そ
の
年
に
、
表
千
家
第

十
三
代
千
宗
左
（
即
中
斎
）
は
、「
利
休
娘
実
子
説
」
の
議
論
を
認
識
し
つ
つ

も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
率
直
な
思
い
を
の
べ
て
い
る
。

　

少
庵
が
利
休
の
実
子
で
な
く
、
千
家
二
代
を
つ
い
だ
こ
と
。
宗
旦
の
父

で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
く
、
従
来
の
通
説
通
り
で
よ
い
も
の
と
思
い

た
い
で
す
）
（（（
（

。

　

そ
も
そ
も
、
み
ず
か
ら
の
家
の
祖
先
を
め
ぐ
っ
て
他
者
が
論
争
し
て
い
る
こ

と
が
、
こ
こ
ろ
よ
い
は
ず
は
な
い
。「
利
休
血
脈
論
争
」
と
は
、
そ
れ
に
先
行

す
る
千
少
庵
実
父
が
宮
王
三
入
で
あ
る
と
い
う
説
を
ふ
く
め
て
、
千
家
に
し
て

み
れ
ば
、
我
が
家
の
先
祖
を
他
人
に
書
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

千
家
の
当
主
と
し
て
は
、「
少
庵
さ
ん
を
、
そ
っ
と
こ
の
ま
ま
伝
説
の
ま
ま
に

し
て
お
き
た
い
と
、
な
ぜ
か
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
）
（（（
（

」
と
い
う
の
が
い
つ
わ
ら
ざ

る
本
音
で
あ
ろ
う
）
（（（
（

。

�
千
家
の
意
を
体
し
、
あ
る
い
は
体
し
て
い
る
と
意
識
し
た
議
論
で
あ
る
こ
と
。

　

し
か
し
、
当
事
者
た
ち
は
、
千
家
の
た
め
に
と
考
え
て
論
争
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

　

少
庵
が
利
休
さ
ん
の
養
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
千
家
の
血
筋
を
思
う

人
々
が
少
庵
の
妻
女
が
誰
で
あ
っ
た
か
を
、
い
ろ
い
ろ
の
材
料
に
よ
っ
て

合
理
づ
け
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
）
（（0
（

。

と
い
う
千
宗
左
（
即
中
斎
）
の
発
言
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
両
陣
容
と
も
見
え

隠
れ
す
る
本
音
は
、
な
ん
と
か
し
て
現
在
の
千
家
が
千
利
休
以
来
の
血
脈
を
維

持
し
て
い
る
と
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の

思
い
が
論
争
を
大
き
く
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
杉
本
捷
雄
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
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宗
旦
を
利
休
の
血
脈
と
す
る
た
め
に
道
庵マ
マ

の
子
と
す
る
よ
う
な
無
理
な

事
を
せ
な
く
て
も
、
宗
旦
は
利
休
の
娘
少
庵
室
お
亀
の
子
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
血
統
も
明
ら
か
な
わ
け
で
あ
る
）
（（（
（

。

　　

磯
野
風
船
子
に
至
っ
て
は
、
千
少
庵
の
実
父
に
関
す
る
議
論
で
、

　

わ
た
く
し
は
、
宗
恩
が
、
松
永
久
秀
の
妻
で
あ
っ
た
と
い
う
説
に
荷
担

し
た
い
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

　

第
一
に
、
宗
恩
が
宮
王
三
郎
の
妻
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
三
千
家
は
、

能
楽
の
本
家
で
な
く
、
脇
筋
の
子
孫
、
し
か
も
さ
ら
に
そ
の
分
家
の
子
孫

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
甚
だ
み
す
ぼ
ら
し
く
な
る
。

と
の
べ
、

　

少
庵
を
松
永
久
秀
の
子
に
し
、
少
庵
の
妻
を
利
休
の
娘
に
し
て
、
三
千

家
を
、
利
休
の
立
派
な
後
裔
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
し
か
し
わ

た
く
し
の
主
張
は
非
常
に
文
学
的
に
な
る
の
で
あ
る
）
（（（
（

。

な
ど
と
、
論
理
的
で
な
い
こ
と
を
自
認
し
つ
つ
、
利
休
血
脈
だ
け
で
な
く
、
松

永
久
秀
の
子
孫
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
挙
げ
句
の
果
て
は
、
後
水
尾

天
皇
の
御
落
胤
説
ま
で
主
張
し
て
、
千
家
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
、
最
終
局
面
に
は
、
千
原
弘
臣
に
よ
っ
て
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ

“
願
望
”
で
あ
る
「
直
系
実
子
説
」
ま
で
が
再
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

�
歴
史
資
料
批
判
に
問
題
が
あ
る
こ
と
。

　

結
論
あ
り
き
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
論
争
で
あ
り
、
歴
史
資
料
批
判
も
せ
ず
に
、

自
己
の
都
合
の
よ
い
証
拠
を
よ
せ
あ
つ
め
、
強
引
な
議
論
を
展
開
し
た
も
の
で

あ
る
。
初
期
の
論
者
で
あ
る
井
口
海
仙
は
、
い
わ
ば
筆
は
立
つ
が
茶
人
で
あ
り
、

鈴
木
半
茶
、
杉
本
捷
雄
、
磯
野
風
船
子
は
、
も
と
も
と
陶
磁
器
の
研
究
者
で
あ

る
の
で
、
多
少
や
む
を
え
な
い
面
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
林
屋
辰
三
郎
、

村
井
康
彦
な
ど
の
歴
史
学
者
ま
で
が
、
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（
二
重
の
基

準
）
的
な
態
度
で
、
茶
の
湯
研
究
の
場
で
は
安
易
な
主
張
を
し
た
の
は
問
題
で

あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
は
っ
き
り
と
し
た
結
論
が
出
な
い
原
因
は
、
歴
史
資
料
自
体
に

バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
資
料

批
判
的
な
認
識
が
希
薄
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
意
識
的
に
軽
視
し
た
の

か
、
そ
れ
も
こ
の
論
争
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　

（
２
）「
利
休
血
脈
論
争
」
の
時
代
背
景

　

ど
ち
ら
の
説
も
根
拠
は
弱
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
錚
々
た
る
研
究
者
が
関
わ

り
な
が
ら
、
や
や
無
理
が
目
立
つ
議
論
が
行
わ
れ
た
の
は
、
当
時
は
、
こ
の
問



57

千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

題
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

む
ろ
ん
問
題
は
茶
の
伝
統
に
あ
り
血
脈
で
は
な
い
が
、
血
脈
の
連
続
・

非
連
続
が
千
家
に
と
っ
て
の
重
大
問
題
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
は

な
い
）
（（（
（

。

と
歴
史
学
者
で
あ
る
村
井
康
彦
で
す
ら
、
千
家
の
血
脈
の
連
続
性
が
こ
の
論
争

の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
な
い
の
は
、
時
代
が
そ
れ
を
求
め
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
う
や
む
や
の
ま
ま
に
お
わ
っ
た
の
は
、
時
代

が
推
移
し
た
結
果
、
初
期
の
人
々
が
熱
心
で
あ
っ
た
理
由
が
失
わ
れ
、
議
論
の

実
益
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
両
説
の
鋭
い
対
立
の
背
景

に
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
時
期
に
家
元
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

従
来
の
通
説
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
近
世
初
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在

し
て
い
た
家
元
が
、「
完
全
相
伝
」
と
い
う
、
相
伝
権
ま
で
を
弟
子
に
譲
渡
し

て
し
ま
う
シ
ス
テ
ム
か
ら
、「
不
完
全
相
伝
」
と
い
う
、
す
べ
て
の
相
伝
権
を

家
元
が
独
占
し
て
、
教
授
権
だ
け
を
弟
子
に
与
え
る
シ
ス
テ
ム
に
変
化
す
る
の

は
近
世
中
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
家
元
を
頂
点
に
し
て
、
階
層
的
な

中
間
教
授
層
を
組
織
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
「
家
元
制
度
」
が
成
立
す
る
と
説

明
さ
れ
て
い
る
）
（（（
（

。
こ
う
し
た
体
制
の
整
備
を
行
っ
た
千
家
流
の
茶
の
湯
は
、
江

戸
、
京
、
大
坂
、
名
古
屋
を
は
じ
め
、
各
地
の
町
人
層
に
歓
迎
さ
れ
、
受
け
入

れ
ら
れ
た
の
で
あ
）
（（（
（

る
。
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
「
家
元
制
度
」
が
紆
余
曲
折

を
へ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
発
展
の
歴
史
は
、
明
治
維
新
で
大
き
く
挫
折
す
る
こ
と
と
な

る
。
茶
の
湯
自
体
が
衰
退
期
を
迎
え
、
家
元
も
雌
伏
の
時
期
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
財
閥
・
貴
紳
ら
の
近
代
数

寄
者
が
活
躍
す
る
、
茶
道
具
の
収
集
や
鑑
賞
を
主
眼
と
す
る
茶
の
湯
の
興
隆
が

み
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、
徐
々
に
家
元
を
中
心
と
す
る
茶
の
湯
も
復
興
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
「
女
性
の
進
出
と
家
元
の
復
権
」
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
）
（（（
（

。
こ
れ
は
茶
の
湯
の
受
容
層
が
男
性
中
心
か
ら
女
性
中
心
に
変

化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
茶
の
湯
に
お
け
る
指
導
者
と
し
て
家
元
が
台
頭
す
る

こ
と
、
こ
の
二
重
の
意
味
で
茶
の
湯
の
担
い
手
の
交
代
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
昭
和
戦
前
期
に
は
、
近
代
数
寄
者
よ
り
も
家
元
の
方
が
茶
の
湯
の
世
界

で
は
実
力
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
状
況
に
つ
い
て
、
熊
倉
功

夫
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

戦
争
に
よ
る
崩
壊
を
ま
た
ず
と
も
、
茶
道
界
は
財
界
の
数
寄
者
の
手
を

離
れ
て
い
た
。
も
は
や
茶
道
界
に
と
っ
て
の
支
持
者
は
、
財
界
で
は
な
く

大
衆
で
あ
り
、
大
衆
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
茶
の
宗
匠
で
は
な
く
、
こ
こ

に
は
大
衆
を
指
導
す
る
宗
匠
の
姿
が
あ
っ
た
）
（（（
（

。
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そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
昭
和
二
十
年
代
に
は
、
家
元
を
中
心
と
す

る
流
儀
の
茶
の
湯
は
、
今
ま
で
に
な
い
、
特
殊
な
状
況
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
の
状
況
と
は
、
二
つ
の
相
反
す
る
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
一
つ

は
、
戦
前
の
旧
体
制
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
戦
前
期
か
ら
進
行
し
て

い
た
状
況
が
一
気
に
表
面
化
し
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
封
建
領
主
に
由
来
す
る

大
名
華
族
も
、
近
代
に
経
済
力
を
身
に
つ
け
た
財
閥
の
近
代
数
寄
者
も
社
会
的
、

経
済
的
地
位
を
喪
失
し
た
。
家
元
は
、
み
ず
か
ら
の
力
で
茶
の
湯
の
世
界
を
先

導
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
が
可
能
な
唯
一
の
存
在
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
う
一
つ
の
状
況
と
し
て
、
家
元
も
、
旧
体
制

批
判
、
封
建
制
批
判
の
一
環
と
し
て
、
き
び
し
い
批
判
を
受
け
た
の
で
あ
る
）
（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
家
元
を
中
心
と
す
る
流
儀
の
茶
の
湯
は
、

ま
ず
、
封
建
制
批
判
に
対
抗
し
つ
つ
、
新
た
な
社
会
状
況
を
奇
貨
と
し
て
、
自

己
を
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
、
今
ま
で
に
な
い
広
範
な
大
衆
層
に
立
脚
し
た
現

代
家
元
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
家
元
に
と
っ
て
、
も
う
一
つ
の
幸
運
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
昭
和
三

十
、
四
十
年
代
に
か
け
て
の
高
度
経
済
成
長
）
（（（
（

で
あ
る
。
熊
倉
功
夫
は
、
千
利
休

三
百
五
十
年
遠
忌
の
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
以
降
を
、「
家
元
の
時
代
」

と
認
識
し
つ
つ
、

　

私
は
従
来
、
茶
の
湯
の
近
代
を
、
衰
退
、
数
寄
者
、
家
元
の
三
つ
の
時

代
に
区
分
し
て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
昭
和
十
五
年
よ
り
今
日
ま
で
、

す
で
に
五
十
年
を
経
過
し
て
、
そ
の
内
容
も
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
略
）
昭
和
三
十
年
代
よ
り
四
十
年
代
、

す
な
わ
ち
日
本
の
高
度
経
済
成
長
期
に
茶
の
湯
の
あ
り
方
が
変
化
し
た
と

考
え
て
よ
い
か
と
思
え
た
）
（（0
（

。

と
の
べ
、
茶
の
湯
の
歴
史
に
お
い
て
高
度
経
済
成
長
期
の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
る
）
（（（
（

。

　

（
３
）
現
代
家
元
シ
ス
テ
ム
へ
の
道
程

　

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
勘
案
す
る
と
、
本
稿
で
論
じ
た
「
利
休
血
脈
論

争
」
は
、
年
代
的
に
は
厳
し
い
家
元
制
度
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
昭
和
二
十
年
代

の
状
況
に
対
抗
し
て
、
家
元
の
文
化
的
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
家
元
周
辺

の
動
き
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
千
利
休
の
血
脈

上
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
自
己
し
か
よ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い
家
元
自

身
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
有
効
な
正
統
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

　

戦
前
か
ら
の
茶
の
湯
愛
好
者
に
と
っ
て
、
千
家
の
家
元
の
権
威
は
当
然
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
高
度
経
済
成
長
期
に
あ
ら
た
に
茶
の
湯
の
世
界
に
参
入
し
た

多
数
の
門
弟
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
家
元
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
理
解
さ
せ

る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
説
明
が
“
利
休
血
脈
”
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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こ
の
「
利
休
血
脈
論
争
」
に
対
し
て
、
表
千
家
家
元
は
と
ま
ど
い
を
感
じ
て

い
た
と
指
摘
し
た
。
家
元
に
と
っ
て
、
千
家
が
茶
の
湯
の
家
元
で
あ
る
こ
と
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
何
代
に
も
わ
た
っ
て
当
た
り
前
で
あ
る
こ
と
を
、
な
ぜ

論
争
ま
で
し
て
あ
ら
た
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
う
い
う
思

い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

こ
の
状
況
に
お
け
る
対
応
を
適
切
に
認
識
し
て
い
た
の
は
、
裏
千
家
の
方
で

あ
ろ
う
。
裏
千
家
第
十
五
代
千
宗
室
（
鵬
雲
斎
）
は
、
茶
の
湯
の
家
に
生
ま
れ

た
こ
と
を
、

　

私
は
い
つ
も
み
ん
な
に
い
う
の
で
す
。（
略
）
私
は
緑
の
血
を
持
っ
て

い
る
の
だ
、
と
）
（（（
（

。

と
表
現
す
る
。
そ
の
真
意
は
、「
母
親
の
胎
内
か
ら
お
茶
を
飲
ん
で
こ
の
世
に

出
て
き
た
）
（（（
（

」
な
ど
と
い
う
皮
相
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
発
言
は
、
千
利
休

以
来
の
血
脈
に
対
す
る
誇
り
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
聞
く
人

は
だ
れ
で
も
“
利
休
血
脈
”
の
こ
と
と
、
即
座
に
理
解
す
る
だ
ろ
う
。

　

昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
一
月
、
当
時
は
千
宗
興
若
宗
匠
で
あ
っ
た
千
宗

室
（
鵬
雲
斎
）
の
結
婚
を
伝
え
る
『
淡
交
』
昭
和
三
十
年
三
月
号
）
（（（
（

は
、
巻
頭
に

「
祖
堂
婚
儀
の
意
義
」
を
か
か
げ
、
つ
ぎ
の
と
お
り
血
脈
相
承
の
意
義
を
説
明

し
て
い
る
。

　

一
子
相
伝
と
言
わ
れ
、
こ
と
の
奥
儀
に
関
す
る
こ
と
は
、
全
て
第
三
者

の
介
入
を
許
さ
ず
、
血
か
ら
血
へ
と
、
そ
の
純
粋
さ
を
維
持
せ
し
め
て
行

こ
う
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
秘
事
な
る
が
故
に
一
子
に
相
伝
せ
し
め
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
真
実
の
純
粋
さ
を
保
持
せ
ん
が
為
に
、
む
し
ろ
第
三
者

の
介
入
を
許
さ
ず
、
一
子
に
相
伝
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
こ
に
血
統
的

な
裏
づ
け
を
な
さ
し
め
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

　

仏
教
各
派
の
中
に
も
こ
の
血
脈
の
相
承
を
本
来
と
す
る
宗
派
の
多
く
見

ま
す
の
も
、
又
芸
道
に
於
て
こ
れ
ら
の
形
式
を
見
ま
す
の
も
、
こ
の
血
統

的
な
も
の
に
よ
つ
て
、
か
へ
つ
て
祖
の
精
神
の
純
粋
な
維
持
発
展
を
祈
念

し
た
も
の
に
外
あ
り
ま
せ
ん
。

　

血
す
じ
が
貴
い
と
言
う
こ
と
は
、
そ
の
血
す
じ
な
る
が
故
に
、
又
そ
の

血
す
じ
な
れ
ば
こ
そ
、
純
粋
な
精
神
の
存
続
を
乞
い
願
う
、
人
間
一
般
の

心
情
の
発
露
に
他
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
裏
千
家
は
、
家
元
の
正
統
性
と
し
て
の
利
休
血
脈
の
イ

メ
ー
ジ
を
伝
え
広
め
る
こ
と
に
努
力
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
元
側
か

ら
だ
け
の
一
方
的
な
情
報
発
信
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
数
多
く
の
門
弟

が
家
元
に
対
し
て
求
め
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
化
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
。
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
と
い
う
早
い
時
期
で
、
こ
の
よ
う
な
的
確
な

方
向
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
裏
千
家
の
そ
の
後
の
発
展
に
大
き
く
寄
与

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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「
利
休
血
脈
論
争
」
は
、
一
見
、
家
元
自
身
の
権
威
を
そ
こ
な
う
行
為
で
あ

る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
と
い
う
時
代
背
景
に
あ
っ
て
、

家
元
の
正
統
性
に
関
す
る
議
論
が
過
熱
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
が
き

び
し
い
対
立
状
況
を
示
し
た
時
期
の
中
心
を
な
す
杉
本
捷
雄
の
論
文
発
表
が
昭

和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
り
、
そ
の
承
認
と
し
て
の
村
井
康
彦
『
千
利

休　

そ
の
生
涯
と
茶
湯
の
意
味
』
の
刊
行
が
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
社
会
の
変
容
を
反
映
し

て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
家
元
の
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
れ
、
こ
の
一
連
の
で
き
ご
と
は
、
高
度
経
済
成
長
期
に
出
現
す
る
大
衆

層
を
基
盤
と
す
る
巨
大
な
現
代
家
元
シ
ス
テ
ム
へ
至
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て

も
通
ら
ざ
る
を
え
な
い
道
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注＊　

引
用
文
中
の
漢
字
は
原
則
と
し
て
通
用
の
も
の
に
あ
ら
た
め
た
。
ル
ビ
・
送

り
仮
名
な
ど
省
略
し
た
も
の
も
あ
る
。

（
１
）　

本
稿
で
は
、
組
織
体
と
し
て
の
家
元
や
制
度
と
し
て
の
家
元
の
意
味
で

「
家
元
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
不
完
全
相
伝
制
に
移
行
し
た
後

の
家
元
の
こ
と
を
「
家
元
制
度
」
と
限
定
的
に
用
い
る
考
え
方
が
あ
る
の
で
、

一
般
的
な
「
家
元
制
度
」
と
い
う
表
現
を
避
け
る
こ
と
と
し
た
。

（
２
）　

千
利
休
娘
と
さ
れ
る
「
お
亀
」
の
名
は
、「
亀
」、「
亀
女
」、「
お
か
め
」

な
ど
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
引
用
文
中
で
は
出
典
に
従
う
こ
と
と

し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
お
亀
で
統
一
す
る
。

（
３
）　

表
千
家
は
、
特
別
展
「
三
百
五
十
年
遠
忌
記
念　

元
伯
宗
旦
展　

残
さ
れ

た
手
紙
に
み
る
生
涯
と
茶
の
湯　

」
表
千
家
北
山
会
館
、
平
成
十
九
年
（
二
〇

〇
七
）
十
月
六
日
～
十
二
月
二
十
日
開
催
。
裏
千
家
は
、
宗
旦
三
百
五
十
年
忌

記
念　

秋
季
特
別
展
「
千
宗
旦
」
茶
道
資
料
館
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）

十
月
七
日
～
十
二
月
十
九
日
開
催
。

（
４
）　

特
別
展
「
三
百
五
十
年
遠
忌
記
念　

元
伯
宗
旦
展　

残
さ
れ
た
手
紙
に
み

る
生
涯
と
茶
の
湯　

」
図
録
、
不
審
菴
文
庫
編
集
、
表
千
家
北
山
会
館
発
行
、

平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）、
六
一
頁
。

（
５
）　

宗
旦
三
百
五
十
年
忌
記
念　

秋
季
特
別
展
「
千
宗
旦
」
図
録
、
茶
道
資
料

館
編
集
発
行
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）、
二
三
四
頁
。

（
６
）　

前
掲
、
特
別
展
「
三
百
五
十
年
遠
忌
記
念　

元
伯
宗
旦
展　

残
さ
れ
た
手

紙
に
み
る
生
涯
と
茶
の
湯　

」
図
録
、
六
二
頁
。

（
７
）　

村
井
康
彦
『
千
利
休
追
跡
』
角
川
書
店
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）、
四

一
頁
。

（
８
）　

大
河
内
風
船
子
『
長
次
郎　

楽
代
々
』
日
本
陶
磁
大
系
第
十
七
巻
、
平
凡

社
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）、
八
八
頁
。

（
９
）　

米
原
正
義
『
天
下
一
名
人　

千
利
休
』
淡
交
社
、
平
成
五
年
（
一
九
九

三
）、
三
〇
四
頁
。

（
10
）　

田
中
秀
隆
は
、「
昭
和
初
年
の
茶
道
の
特
質
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界

と
茶
道
と
の
交
流
に
求
め
ら
れ
て
い
る
」（『
近
代
茶
道
の
歴
史
社
会
学
』
思
文

閣
出
版
、
平
成
十
九
年
〔
二
〇
〇
七
〕、
一
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
。

（
11
）　

大
岡
山
書
店
発
行
。
ま
え
が
き
に
あ
た
る
例
言
で
、
高
橋
龍
雄
は
「
日
本

文
化
史
の
立
場
か
ら
見
た
茶
道
を
略
述
す
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
熊
倉
功
夫
は

こ
の
書
を
「
明
治
以
来
は
じ
め
て
完
備
し
た
概
説
書
」（『
近
代
茶
道
史
の
研
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究
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和
五
十
五
年
〔
一
九
八
〇
〕、
二
三
頁
）
と
評

価
し
て
い
る
。
な
お
、
同
じ
年
、
岡
倉
天
心
の
英
文
著
作 

T
h
e 

B
ook

 
of 

T
ea

 

の
翻
訳
『
茶
の
本
』
が
岩
波
文
庫
に
お
さ
め
ら
れ
、
広
く
知
識
人
に
そ

の
内
容
が
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
1（
）　

創
元
社
発
行
。
内
容
は
玉
石
混
淆
の
感
も
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
茶
の
湯

研
究
の
高
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
13
）　

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
二
月
以
降
『
茶
道
雑
誌
』
と
改
題
し
、
今
日

に
至
っ
て
い
る
。

（
1（
）　

樫
廼
舎
「
巻
頭
言
『
わ
び
』
の
弁
」『
わ
び
』
創
刊
号
、
昭
和
十
二
年

（
一
九
三
七
）、
わ
び
社
、
一
頁
。

（
1（
）　
『
わ
び
』
創
刊
号
の
目
次
に
よ
る
と
、
巻
頭
言
の
あ
と
、「
佗
数
寄
に
就

て
」（
渡
邊
虹
衣
）、「
�
園
の
忠
盛
燈
籠
」（
川
勝
政
太
郎
）、「
普
斎
の
で
か

な
」（
西
堀
一
三
）
と
続
く
が
、
表
千
家
に
直
接
関
係
す
る
も
の
は
、
巻
末
の

方
に
「
茶
道
講
座
（
表
千
家
流
）」（
吉
田
堯
文
）、「
発
刊
を
祝
す
」（
表
千
家

　

千
覚
二
郎
）
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、「
千
覚
二
郎
」
と
は
襲
名
前
の

表
千
家
第
十
三
代
千
宗
左
（
即
中
斎
）
で
あ
る
。

（
16
）　

片
山
九
郎
右
衛
門
「
少
庵
の
実
父
」『
茶
道
月
報
』
昭
和
十
九
年
（
一
九

四
四
）
六
月
号
、
茶
道
月
報
社
、
七
～
九
頁
。

　
『
四
座
役
者
目
録
』
の
記
事
に
つ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

三
郎　

こ
れ
が
問
題
の
人
物
で
あ
る
。

　
　
　
　

宮
王
三
郎
鑑
氏

　
　
　
　
　

道
三
ノ
弟
ナ
リ
。（
略
）
三
郎
、
一
調
鼓
（
略
）
良
ク
打
ツ
。
後
、

手
叶
ハ
ズ
シ
テ
、
三
入
ト
云
ヒ
テ
三
好
殿
「
近
作
」（
不
詳
）
伽
ヲ

ス
ル
。
茶
湯
者
ノ
少
庵
ハ
三
入
ノ
子
ナ
リ
。
三
入
ノ
後
家
ノ
千
利
休

ヘ
行
ク
。
今
ノ
宗
旦
ハ
本
ハ
三
郎
孫
ナ
リ
。
竹
田
ト
モ
名
字
ヲ
云
フ
。

（
竹
田
は
金
春
の
本
姓
）

　
　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宮
王
太
夫
宗
竹
の
三
男
、
三
郎
鑑
氏
、
後
に
三
入
と
い

ふ
小
鼓
打
の
女
房
が
、
三
入
死
去
の
後
、
そ
の
子
を
連
れ
子
し
て
、
千
利

休
の
も
と
へ
嫁
し
た
こ
と
に
な
る
。（
九
頁
）

（
17
）　

近
世
初
期
の
大
名
木
下
延
俊
の
日
記
に
千
少
庵
が
登
場
す
る
が
、
能
楽
の

小
鼓
方
の
観
世
道
叱
と
一
緒
の
こ
と
が
た
び
た
び
あ
る
こ
と
も
、
宮
王
三
入
の

子
で
あ
る
と
考
え
る
と
容
易
に
理
解
で
き
る
（
二
木
謙
一
・
荘
美
知
子
校
訂

『
木
下
延
俊
慶
長
日
記
』
新
人
物
往
来
社
、
平
成
二
年
〔
一
九
九
〇
〕、
一
〇
二
、

一
〇
三
、
一
一
九
、
一
三
九
頁
）。
ち
な
み
に
『
四
座
役
者
目
録
』
は
、
観
世

道
叱
の
子
観
世
元
信
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

な
お
、
二
木
謙
一
は
、
六
月
十
三
日
の
条
に
「
少
庵
参
ら
れ
候
て
、
夜
ノ
初

夜
時
分
ま
で
仕
ら
れ
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
千
少
庵
が
「
茶
湯
を
仕
っ
た
と

解
せ
ら
れ
る
の
で
、
や
は
り
茶
湯
を
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
」
と
推
測
し
て
い
る
（
二
木
謙
一
『
慶
長
大
名
物
語　

日
出
藩
主
木
下
延
俊

の
一
年　

』
角
川
書
店
、
平
成
二
年
〔
一
九
九
〇
〕、
一
四
一
頁
）。
し
か
し
、

前
掲
『
木
下
延
俊
慶
長
日
記
』
の
翻
刻
（
一
三
六
頁
）
で
も
、
原
文
（
二
七
五

頁
）
を
み
て
も
、「
仕
ら
れ
」
で
は
な
く
「
咄
さ
れ
」
で
あ
る
。
千
少
庵
が
千

家
第
二
代
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
先
入
観
で
誤
読
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
木
下
延

俊
の
日
記
に
は
二
十
回
登
場
し
、
ひ
じ
ょ
う
に
親
し
い
関
係
の
「
少
庵
」
で
あ

る
が
、
茶
壺
の
記
事
（
四
月
十
四
日
の
条
）
が
あ
る
ほ
か
は
、
茶
会
に
招
い
た
、

ま
た
は
招
か
れ
た
と
い
う
記
事
は
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
ず
、
か
え
っ
て
能
楽
と

の
深
い
関
係
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
18
）　

明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
『
今
日
庵
月
報
』
と
し
て
創
刊
さ
れ
、
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大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
『
茶
道
月
報
』
と
改
称
す
る
。

（
19
）　

井
口
海
仙
「
道
安
と
少
庵
（
下
）」『
茶
道
月
報
』
昭
和
二
十
九
年
（
一
九

五
四
）
二
月
号
、
一
一
頁
。

（
（0
）　

た
と
え
ば
、
井
口
海
仙
は
こ
の
時
期
に
以
下
の
発
言
を
し
て
い
る
。「
私

は
、
宗
旦
が
、
道
安
の
実
子
で
あ
る
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。」（「
千
宗
旦
略

伝
」『
茶
道
月
報
』
昭
和
三
十
一
年
〔
一
九
五
六
〕
十
二
月
号
、
四
頁
）、「
私

は
、
利
休
の
実
子
道
安
の
子
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。」（「
元
伯
宗
旦
伝
」『
淡

交
増
刊
号　

宗
旦
と
そ
の
時
代　

』
昭
和
三
十
二
年
〔
一
九
五
七
〕
十
月
、
四

〇
頁
）

（
（1
）　

千
道
安
の
記
述
中
に
「
道
安
の
実
子
ハ
元
伯
宗
旦
也
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

千
少
庵
の
記
述
中
に
、「
宗
旦
ハ
少
庵
の
義
子
、
実
ハ
道
安
の
子
也
。
則
利
休

居
士
の
嫡
孫
た
る
に
よ
り
、
家
を
継
し
む
」
と
あ
る
（「
茶
祖
的
伝
」
木
芽
文

庫
編
『
茶
湯
』
六
号
、
昭
和
四
十
八
年
〔
一
九
七
三
〕）、
思
文
閣
出
版
、
五
〇

頁
、
五
二
頁
。
詳
細
は
本
文
後
述
）。

（
（（
）　
「
宗
旦
は
少
庵
の
子
で
は
な
く
、
道
安
の
子
で
、
少
庵
は
之
を
義
子
と
し

た
と
の
異
説
も
あ
る
。」
吉
田
堯
文
「
千
家
の
伝
統
」『
茶
道
全
集
』
第
九
巻
、

創
元
社
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、
一
三
八
頁
。

（
（3
）　
「
宗
旦
は
、
実
は
少
庵
の
子
で
は
な
く
、
道
安
の
子
で
あ
つ
た
と
さ
れ
る

事
で
あ
り
ま
す
。」
西
堀
一
三
『
千
利
休
』
河
原
書
店
、
昭
和
十
五
年
（
一
九

四
〇
）、
一
一
四
頁
。

（
（（
）　

鈴
木
半
茶
「
利
休
と
宗
音
（
三
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
二
年
（
一
九

五
七
）
十
月
号
、
四
四
頁
。

（
（（
）　

吉
田
堯
文
「
元
伯
宗
旦
の
一
生
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
二
年
（
一
九

五
七
）
十
一
月
号
、
五
〇
頁
。

（
（6
）　

鈴
木
半
茶
「
少
庵
伝
小
藁
（
そ
の
五
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
九
月
号
、
五
四
～
五
五
頁
。

（
（7
）　

鈴
木
半
茶
「
少
庵
伝
小
藁
（
そ
の
六
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
十
月
号
、
一
一
頁
。

（
（8
）　

鈴
木
半
茶
は
、『
敞
帚
記
補
』
を
松
尾
流
第
六
代
の
松
尾
宗
二
（
宝
暦
二

年
〔
一
七
五
二
〕
没
）
の
茶
書
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
（「
少
庵
伝
小
藁

（
そ
の
四
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
三
年
〔
一
九
五
八
〕
八
月
号
、
五
〇
頁
）。

　
　
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
普
及
版
（
角
川
書
店
、
平
成
十
四
年
〔
二
〇
〇
二
〕、

一
二
一
三
頁
）
に
は
、「
敞
帚
記
」
の
項
目
で
記
載
が
あ
り
、「
松
尾
流
茶
法
の

伝
書
。
松
尾
宗
二
著
。
写
本
六
巻
、
付
録
一
巻
七
冊
。
享
保
七
年
（
一
七
二

二
）
成
立
。
茶
会
の
式
法
、
茶
事
の
形
式
、
棚
の
扱
い
、
各
種
点
前
作
法
を
図

解
し
て
い
る
。
松
尾
流
茶
法
の
根
本
資
料
と
い
え
る
。
今
日
庵
文
庫
蔵
」
と
筒

井
紘
一
は
解
説
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
敞
帚
記
補
』
に
は
、
寛
延
三
年
（
一

七
五
〇
）
と
さ
れ
る
「
庚
午
冬
」
の
記
事
が
あ
り
、『
敞
帚
記
補
』
の
成
立
は
、

松
尾
宗
二
（
一
六
七
七
～
一
七
五
二
）
の
最
晩
年
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（9
）　

鈴
木
半
茶
は
、
こ
の
こ
ろ
他
に
二
つ
の
『
敞
帚
記
補
』
の
記
事
を
紹
介
し

て
い
る
。

　
　

一
つ
は
、
表
１
に
示
し
た
千
少
庵
が
木
下
長
嘯
子
の
子
で
あ
る
と
い
う
説
で

あ
り
、
鈴
木
半
茶
自
身
「
事
実
少
庵
は
天
文
十
五
年
出
生
で
あ
る
の
で
長
嘯
よ

り
廿
五
年
も
前
に
生
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
考
え
る
に
こ
れ
は
少
庵
の
非
凡

の
人
為
か
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
偉
い
父
親
を
配
さ
な
い
で
は
都
合
が
悪
い

と
い
う
、
さ
か
し
ら
な
作
意
を
や
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
証
左

が
こ
の
文
献
な
の
で
あ
る
」
と
、
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
（
鈴
木
半
茶
「
少

庵
伝
小
藁
〔
そ
の
四
〕」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
三
年
〔
一
九
五
八
〕
八
月
号
、
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五
〇
頁
）。

　
　

も
う
一
つ
は
、
千
宗
恩
の
出
自
に
関
し
て
、「
モ
ト
乳
守
ノ
遊
女
ナ
リ
シ
ヲ

道
三
妻
ト
ス
。
道
三
没
利
休
ニ
嫁
ス
ト
ゾ
（
敞
帚
記
補
九
巻
、
雑
談
一
）」
と

い
う
説
で
あ
り
、
鈴
木
半
茶
は
、「
こ
れ
は
ま
た
珍
説
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い

る
（
鈴
木
半
茶
、
前
掲
「
少
庵
伝
小
藁
〔
そ
の
五
〕」
五
三
頁
）。

　
　

ち
な
み
に
、
千
宗
恩
の
出
自
は
、
昭
和
初
期
に
は
関
心
が
持
た
れ
た
問
題
で

あ
る
。
そ
の
諸
説
を
あ
げ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
�
北
条
美
濃
守
氏
規

（
一
五
四
五
～
一
六
〇
〇
）
の
娘
：
出
典
『
茶
祖
的
伝
』、
�
宮
尾
道
三
の
娘
：

出
典
『
堺
鑑
』（『
続
々
群
書
類
従
』
第
八
、
国
書
刊
行
会
、
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）、
六
五
六
頁
）。
な
お
、『
茶
祖
的
伝
』
で
は
先
妻
の
こ
と
と
す
る
。

�
三
好
長
慶
（
一
五
二
二
～
一
五
六
四
）
の
娘
：
出
典
不
詳
。
吉
田
堯
文
『
茶

塵
抄
』
河
原
書
店
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、
三
一
頁
（「
三
好
長
慶
の
女
と

も
称
さ
れ
る
が
、
実
は
堺
の
宮
尾
道
三
の
女
」）。
な
お
、
こ
れ
を
先
妻
の
こ
と

と
す
る
説
は
、
井
口
海
仙
「
道
安
と
少
庵
」『
茶
道
全
集
』
第
九
巻
、
創
元
社
、

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、
四
九
頁
。
竹
内
尉
『
千
利
休
』
創
元
社
、
昭
和
十

四
年
（
一
九
三
九
）、
一
六
一
頁
。
�
平
野
道
桂
の
姉
：
松
山
米
太
郎
『
註
解

茶
道
四
祖
伝
書
』
秋
豊
園
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）、
四
二
頁
。

（
30
）　
『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
十
一
月
号
、
六
～
一
二
頁
。

引
用
は
七
、
八
、
一
一
、
一
二
頁
。

（
31
）　
『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
十
月
号
、
八
～
一
三
頁
。

（
3（
）　
『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
八
月
号
、
五
四
～
五
九
頁
。

（
33
）　
『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
十
一
月
号
、
八
七
～
九
四

頁
。

（
3（
）　

杉
本
捷
雄
の
仮
説
発
表
に
さ
き
だ
ち
、
磯
野
風
船
子
は
、「
利
休
像
の
筆

者
は
等
伯
」（『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
四
年
〔
一
九
五
九
〕
八
月
号
）
に
お
い

て
、
当
該
表
千
家
蔵
伝
長
谷
川
等
伯
筆
利
休
坐
像
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
と
お
り

の
べ
て
い
る
。

　
　
　

何
故
に
わ
た
く
し
が
、
等
伯
筆
に
拘
泥
す
る
か
と
い
え
ば
、
筆
者
不
明

の
画
像
よ
り
、
等
伯
と
断
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
依
頼
者
の
宗
慶
の

地
位
が
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
。（
二
五
頁
）

　
　
　

宗
慶
は
、
長
谷
川
等
伯
に
肖
像
画
を
描
い
て
貰
い
、
春
屋
に
賛
を
し
て

貰
っ
て
、
利
休
の
回
向
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
陶
器
の
職
人
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
時
と
し
て
は
、
相
当
な
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
九
頁
）

（
3（
）　

磯
野
風
船
子
（
明
治
三
十
五
年
〔
一
九
〇
二
〕
～
平
成
二
年
〔
一
九
九

〇
〕）
は
、
理
化
学
研
究
所
所
長
、
理
研
産
業
団
（
理
研
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
）
の

指
導
者
で
あ
る
子
爵
大
河
内
正
敏
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
本
名
信
威
。
昭

和
五
年
廃
嫡
。
の
ち
に
大
河
内
に
復
姓
す
る
。

（
36
）　
『
陶
説
』
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
六
月
号
、
日
本
陶
磁
協
会
、
五

三
～
五
七
頁
。
引
用
は
五
三
、
五
七
頁
。

（
37
）　
『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
三
月
号
、
一
五
～
二
〇
頁
。

（
38
）　
『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
一
月
号
、
三
六
～
四
三
頁
。

『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
二
月
号
、
五
一
～
五
五
頁
。

（
39
）　

た
と
え
ば
、「
井
口
氏
の
説
に
よ
る
と
、（
略
）
こ
れ
は
何
に
よ
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
御
教
示
を
賜
り
た
い
。（
略
）
こ
れ
の
書
い
て
あ
る
文
献
を
教

え
て
頂
き
た
い
。（
略
）
こ
れ
ら
の
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
、
記
事
の
確
実
性
が

実
証
さ
れ
な
い
限
り
は
、
総
て
は
た
だ
、
蜃
気
楼
的
憶
測
に
な
っ
て
し
ま
う
」

（
磯
野
風
船
子
「
少
庵
の
父
を
文
学
的
に
考
察
す
る
（
二
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
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和
三
十
九
年
〔
一
九
六
四
〕
二
月
号
、
五
五
頁
）
と
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
批

判
し
て
い
る
。

（
（0
）　

林
屋
辰
三
郎
「
京
の
茶
家　

そ
の
成
立
と
背
景　

」
井
口
海
仙
ほ
か
編

『
京
の
茶
家
』
墨
水
書
房
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）、
三
一
頁
。

（
（1
）　

井
口
海
仙
「
道
安
と
少
庵
（
下
）」『
茶
道
月
報
』
昭
和
二
十
九
年
（
一
九

五
四
）
二
月
号
、
一
一
頁
。

（
（（
）　

村
井
康
彦
『
千
利
休　

そ
の
生
涯
と
茶
湯
の
意
味
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）、
一
一
八
、
一
一
九
～
一
二
〇
頁
。

（
（3
）　

千
宗
左
（
即
中
斎
）
編
『
元
伯
宗
旦
文
書
』
茶
と
美
舎
、
昭
和
四
十
六
年

（
一
九
七
一
）。
な
お
、
千
宗
左
（
而
妙
斎
）
監
修
、
千
宗
員
編
『
新
編
元
伯
宗

旦
文
書
』（
表
千
家
不
審
菴
文
庫
）
が
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

（
（（
）　

元
伯
宗
旦
文
書
の
内
容
に
対
し
て
、
本
質
的
な
議
論
は
い
ま
だ
行
わ
れ
て

い
な
い
。
子
供
の
仕
官
に
奔
走
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
千
宗
旦
は
自
分

自
身
が
仕
官
し
な
か
っ
た
の
か
。
子
供
の
仕
官
に
千
宗
旦
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
苦

労
し
た
の
か
、
後
世
こ
の
よ
う
な
事
実
が
ま
っ
た
く
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は

な
ぜ
か
な
ど
の
問
題
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
考
察
の
対
象
と
な
っ

て
い
な
い
。

（
（（
）　

数
江
教
一
「
宗
旦
の
父
親
」
前
掲
『
元
伯
宗
旦
文
書
』
解
説
九
三
頁
。
な

お
、
明
ら
か
な
誤
植
は
訂
正
し
た
。

（
（6
）　

井
口
海
仙
「
道
安
と
宗
旦
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七

一
）
九
月
号
、
二
四
頁
。

（
（7
）　

中
村
昌
生
「
宗
旦
の
茶
室
補
遺
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
四
十
六
年
（
一
九

七
一
）
九
月
号
、
三
三
頁
。

（
（8
）　

林
屋
辰
三
郎
「
茶
書
の
歴
史
」
林
屋
辰
三
郎
ほ
か
編
注
『
日
本
の
茶
書

１
』
平
凡
社
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）、
四
九
～
五
〇
頁
。

（
（9
）　

磯
野
風
船
子
「
江
岑
に
つ
い
て
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
四
十
六
年
（
一
九

七
一
）
十
二
月
号
、
二
四
～
二
五
頁
。

（
（0
）　

熊
倉
功
夫
に
よ
れ
ば
、「
ほ
と
ん
ど
史
料
ら
し
き
も
の
が
な
く
、
た
だ
寛

文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
八
月
二
十
四
日
に
没
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

享
年
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
。（
略
）
ま
た
東
福
門
院
の
侍
女
と
い
う
伝
承
も

あ
る
が
、
史
料
的
に
証
明
す
る
も
の
は
な
い
。」（
熊
倉
功
夫
「
真
巌
宗
見
文
書

に
つ
い
て
」
前
掲
『
新
編
元
伯
宗
旦
文
書
』
五
一
一
頁
）

（
（1
）　

磯
野
風
船
子
「
茶
の
湯
同
好
会
七
周
年
記
念
茶
会　

三
千
家
誕
生
の
由
来

　

」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
二
月
号
、
八
九
頁
。
磯
野

風
船
子
「
三
千
家
成
立
の
時
期
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七

八
）
二
月
号
、
七
三
頁
。
磯
野
風
船
子
「
少
庵
、
宗
拙
、
一
翁
」『
茶
道
雑

誌
』
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
四
月
号
、
九
一
頁
。

（
（（
）　

磯
野
風
船
子
「
三
千
家
誕
生
の
由
来
補
訂
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
五
十
二

年
（
一
九
七
七
）
四
月
号
、
三
七
頁
。

（
（3
）　

事
実
、
磯
野
風
船
子
は
そ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
否
定
し
て
、
千
少
庵
が

松
永
久
秀
の
子
で
あ
る
こ
と
を
強
硬
に
主
張
し
つ
づ
け
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の

と
お
り
独
自
の
見
解
を
の
べ
て
い
る
。

　
　
　

少
庵
は
、
利
休
の
娘
お
亀
と
結
婚
し
た
天
正
五
年
ま
で
、
松
永
久
秀
の

子
と
し
て
、
武
士
道
と
武
士
の
茶
の
湯
の
指
導
を
受
け
た
人
で
あ
る
。
天

正
十
五
年
ご
ろ
ま
で
の
十
年
間
で
、
利
休
の
侘
び
茶
が
理
解
出
来
る
筈
が

な
い
。
利
休
の
町
人
思
想
は
、
武
士
思
想
と
完
全
に
相
反
す
る
も
の
で
あ

る
。
少
庵
を
利
休
の
後
継
者
に
し
た
の
は
、
徳
川
家
康
と
蒲
生
氏
郷
で
あ
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

っ
て
、
利
休
で
は
な
い
、
家
康
と
氏
郷
が
少
庵
を
推
薦
し
た
の
は
、
松
永

久
秀
の
子
で
あ
っ
て
、
武
士
の
支
配
と
武
士
の
茶
の
湯
に
協
力
し
て
く
れ

る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
大
河
内
風
船
子
「
再
三
待
庵
に
つ

い
て
（
一
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
十
月
号
、
七

五
頁
）

　
　
　

こ
れ
で
は
、
千
利
休
以
来
の
わ
び
茶
を
継
承
し
て
き
た
と
い
う
千
家
の
自
己

認
識
と
矛
盾
す
る
。

（
（（
）　

資
料
の
発
表
は
、
桑
田
忠
親
『
千
利
休
』
青
磁
社
、
昭
和
十
七
年
（
一
九

四
二
）、
一
六
五
頁
。
そ
の
経
緯
は
、
桑
田
忠
親
『
千
利
休
研
究
』
東
京
堂
出

版
、
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）、
二
六
七
頁
に
詳
し
い
。

（
（（
）　

村
井
康
彦
「
少
庵
と
道
安
（
そ
の
一
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
五
十
二
年

（
一
九
七
七
）
十
月
号
、
一
九
頁
。

（
（6
）　

村
井
康
彦
、
同
右
論
文
、
一
八
頁
。

（
（7
）　

村
井
康
彦
、「
少
庵
と
道
安
（
そ
の
三
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
五
十
二
年

（
一
九
七
七
）
十
二
月
号
、
二
一
頁
。

（
（8
）　
「『
一
黙
稿
』
に
は
春
屋
和
尚
が
宗
旦
の
詩
に
和
し
た
「
和
旦
少
年
試
春

韵
」
が
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
正
月
、「
漫
依
旦
公
蔵
局
追
悼
竹
渓
宗
安
禅

人
韵
末
」
が
文
禄
三
年
四
月
と
あ
り
、
こ
の
時
期
ま
で
は
大
徳
寺
に
あ
っ
た
と

考
え
る
の
が
一
般
的
な
理
解
と
な
っ
て
い
る
。」
村
井
康
彦
「
少
庵
と
道
安

（
そ
の
四
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
一
月
号
、
九
四
頁
。

（
（9
）　

村
井
康
彦
、
同
右
論
文
、
九
五
頁
。
な
お
、
千
宗
守
の
生
年
の
根
拠
は

「
延
宝
三
年
十
二
月
十
九
日
没
、
行
年
八
十
三
歳
か
ら
逆
算
」
と
し
て
い
る
。

（
60
）　

村
井
康
彦
、
同
右
論
文
、
九
五
頁
。

（
61
）　

筒
井
紘
一
「
宗
拙
作
『
打
く
も
り
』
茶
杓
と
三
宅
亡
羊
画
像　

千
家
再
興

遺
聞　

」『
淡
交
』
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
十
二
月
号
、
一
七
三
頁
。

（
6（
）　
「
慧
光
寺
の
過
去
帳
に
よ
る
と
、
一
翁
の
生
年
は
こ
れ
ま
で
の
説
を
十
一

年
繰
り
上
げ
て
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
と
な
り
、
宗
旦
が
二
十
八
歳
の
時
の

子
と
な
り
ま
す
。」
大
江
崇
之
「
智
照
山
墓
所
石
碑
配
当
之
図
と
智
照
山
慧
光

寺
過
去
帳
」『
起
風
』
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）
秋
季
号
、
官
休
庵
、
八
〇

頁
。

（
63
）　

小
松
茂
美
『
利
休
の
死
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）、

二
七
九
頁
。　

（
6（
）　

た
だ
し
、
小
松
茂
美
は
、
お
亀
に
つ
い
て
、「『
お
亀
と
い
ふ
は
、
居
士

（
利
休
）
が
娘
に
し
て
、
少
庵
が
妹
な
り
』
と
い
う
。
と
な
る
と
、
こ
の
記
載

を
信
ず
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
母
は
宗
恩
。
お
そ
ら
く
は
、
宗
恩
が
利
休

の
家
に
再
嫁
す
る
以
前
に
、
利
休
と
の
間
に
出
産
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」（
小
松
茂
美
、
同
右
書
、
二
七
七
頁
）
と
の
べ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
お

亀
と
千
少
庵
と
は
異
父
同
母
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
6（
）　

前
掲
、
米
原
正
義
『
天
下
一
名
人　

千
利
休
』
巻
末
資
料
。

（
66
）　

矢
部
誠
一
郎
「
利
休
の
家
族
」
米
原
正
義
編
『
千
利
休
の
す
べ
て
』
新
人

物
往
来
社
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）、
二
七
頁
。

（
67
）　

清
瀬
ふ
さ
子
「
千
少
庵
筆
『
云
置
き
』
の
こ
と
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
五

十
三
年
（
一
九
七
八
）
二
月
号
、
六
六
頁
。

（
68
）　

清
瀬
ふ
さ
子
、
同
右
論
文
、
六
七
頁
。

（
69
）　

芳
賀
幸
四
郎
『
わ
び
茶
の
研
究
』
淡
交
社
、
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七

八
）、
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
。

（
70
）　
「
そ
も
そ
も
少
庵
に
嫁
し
た
と
い
う
利
休
の
娘
に
関
す
る
史
料
は
存
在
し

な
い
。」
中
村
修
也
「
千
少
庵
論
」
熊
倉
功
夫
編
『
茶
人
と
茶
の
湯
の
研
究
』、
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思
文
閣
出
版
、
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）、
六
三
頁
。

（
71
）　
「
宗
旦
は
、
少
庵
と
妻
の
お
ち
ょ
う
と
の
間
に
生
ま
れ
た
。
少
庵
は
宗
恩

と
能
役
者
宮
王
三
郎
三
入
と
の
間
に
生
ま
れ
、
利
休
の
養
子
と
な
っ
た
人
物
で

あ
る
が
、
お
ち
ょ
う
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。（
略
）
こ
れ
ま
で
お
ち

ょ
う
と
い
う
人
は
利
休
の
娘
の
亀
で
あ
る
と
さ
れ
、
少
庵
は
養
子
で
あ
っ
た
が

利
休
の
娘
と
結
婚
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
亀
は
万
代
屋
宗
安
の
妻
で
あ
る

こ
と
が
『
利
休
由
緒
書
』
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
説
の
可
能
性
が
低
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
。」
熊
倉
功
夫
「
千
宗
旦
の
生
涯　

第
一
回　

利
休
と
宗
旦
」

『
茶
湯
』
三
七
五
号
、
茶
の
湯
同
好
会
、
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）、
一
頁
。

（
7（
）　

千
原
弘
臣
『
利
休
の
年
譜
』
淡
交
社
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）、

三
三
六
頁
。

（
73
）　

千
原
弘
臣
は
、「
何
故
か
江
岑
と
宗
徧
の
こ
の
記
述
は
見
逃
さ
れ
、
お
亀

は
少
庵
の
妻
と
誤
ら
れ
て
い
る
。
お
亀
は
宗
安
没
後
、
万
代
屋
の
後
家
と
し
て

千
家
一
族
に
知
ら
れ
て
い
た
」（
千
原
弘
臣
『
元
伯
宗
旦
』
淡
交
社
、
平
成
元

年
〔
一
九
八
九
〕、
二
四
頁
）
と
も
の
べ
て
い
る
。

（
7（
）　

千
原
弘
臣
、
前
掲
『
利
休
の
年
譜
』
三
六
六
、
三
四
四
、
三
三
三
頁
、
三

九
〇
頁
。

（
7（
）　

千
原
弘
臣
は
、「
宗
旦
が
少
庵
を
利
休
の
せ
が
れ
と
書
い
た
注
目
す
べ
き

書
状
」
を
も
っ
て
「
宗
旦
の
父
が
少
庵
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
利

休
・
少
庵
・
宗
旦
・
江
岑
の
茶
の
系
譜
を
も
表
わ
す
」
と
主
張
す
る
が
、
飛
躍

が
過
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
引
用
は
、
千
原
弘
臣
、
前
掲
『
元
伯
宗

旦
』
一
三
頁
）。

（
76
）　

表
千
家
本
の
翻
刻
は
、
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
数
江
教
一
「
千
利
休

由
緒
書
に
つ
い
て
」
千
宗
左
（
即
中
斎
）
編
『
表
千
家
』
角
川
書
店
、
昭
和
四

十
年
（
一
九
六
五
）、
六
三
～
七
〇
頁
。『
利
休
大
事
典
』
淡
交
社
、
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）、
六
五
二
～
六
五
九
頁
。
な
お
、
杉
本
捷
雄
は
、
高
木
文
編
著

『
茶
聖
利
休
居
士
記
録
』
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
所
収
の
養
翠
亭
蔵
本
と

表
千
家
本
と
を
校
合
翻
刻
し
て
い
る
（
杉
本
捷
雄
『
千
利
休
と
そ
の
周
辺
』

（
淡
交
社
、
昭
和
四
十
五
年
〔
一
九
七
〇
〕）
三
二
一
～
三
三
一
頁
）。

（
77
）　

内
閣
文
庫
本
の
翻
刻
は
、
熊
倉
功
夫
・
氏
家
幹
人
「
千
利
休
伝
記
」『
茶

道
聚
錦
』
第
三
巻
、
小
学
館
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）、
二
九
八
～
三

〇
四
頁
。

（
78
）　

数
江
教
一
、
前
掲
「
千
利
休
由
緒
書
に
つ
い
て
」
六
九
頁
。
な
お
、
当
該

部
分
は
内
閣
文
庫
本
に
は
な
い
（
熊
倉
功
夫
・
氏
家
幹
人
、
前
掲
「
千
利
休
伝

記
」
三
〇
三
～
三
〇
四
頁
）。

（
79
）　

前
掲
『
利
休
大
事
典
』
六
六
二
頁
。

（
80
）　

注
（8
に
お
い
て
の
べ
た
と
お
り
。
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
。
杉
本
捷
雄
の

引
用
文
の
内
容
か
ら
判
断
す
れ
ば
、『
敞
帚
記
補
』
は
『
敞
帚
記
』
成
立
後
に

著
さ
れ
、
性
格
も
異
な
る
書
物
の
よ
う
に
思
え
る
。

（
81
）　

杉
本
捷
雄
、
前
掲
『
千
利
休
と
そ
の
周
辺
』
一
三
六
頁
。

（
8（
）　

鈴
木
半
茶
、
前
掲
「
少
庵
伝
小
藁
（
そ
の
五
）」
五
五
頁
。

（
83
）　

杉
本
捷
雄
、
前
掲
「
慶
長
八
年
春
屋
宗
園
賛
利
休
坐
像
に
つ
い
て
」
八
頁
。

（
8（
）　

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
成
立
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

高
木
文
編
著
『
茶
聖
利
休
居
士
記
録
』
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
写
真
版

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
杉
本
捷
雄
が
前
掲
『
千
利
休
と
そ
の
周
辺
』

三
〇
三
～
三
二
一
頁
に
翻
刻
、
掲
載
し
て
い
る
。

（
8（
）　

鈴
木
半
茶
、
前
掲
「
少
庵
伝
小
藁
（
そ
の
五
）」
五
五
頁
。

（
86
）　

杉
本
捷
雄
、
前
掲
「
慶
長
八
年
春
屋
宗
園
賛
利
休
坐
像
に
つ
い
て
」
八
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

頁
。 

（
87
）　

杉
本
捷
雄
、
前
掲
『
千
利
休
と
そ
の
周
辺
』
一
三
六
頁
。

（
88
）　

村
井
康
彦
、
前
掲
「
少
庵
と
道
安
」（
そ
の
四
）
九
七
頁
。

（
89
）　

引
用
は
、『
言
海
』
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）、
六
二
八
版
を
復
刻
し
た

『
言
海
』
筑
摩
書
房
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）、
二
二
九
頁
に
よ
る
。

（
90
）　

土
井
忠
生
ほ
か
編
訳
『
邦
訳

日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
五
年

（
一
九
八
〇
）、
三
三
三
頁
。

（
91
）　

中
村
修
也
、
前
掲
「
千
少
庵
論
」
六
四
頁
。

（
9（
）　

吉
田
堯
文
「
お
ち
や
う
宛
の
文
」『
わ
び
』
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）

七
月
号
、
口
絵
お
よ
び
一
三
～
一
四
頁
。
引
用
は
、
一
三
、
一
四
頁
。

（
93
）　

鈴
木
半
茶
、
前
掲
「
少
庵
伝
小
藁
（
そ
の
五
）」
五
六
頁
。

（
9（
）　

杉
本
捷
雄
「
文
禄
、
慶
長
利
休
像
余
談
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
六
年

（
一
九
六
一
）
八
月
号
、
五
六
頁
。

（
9（
）　

杉
本
捷
雄
「
少
庵
内
室
の
こ
と
ど
も　

亀
女
礼
讃　

」『
茶
道
雑
誌
』
昭

和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
十
一
月
号
、
八
九
～
九
〇
頁
。
な
お
、
つ
ぎ
の
二

つ
の
引
用
は
、
九
〇
頁
。

（
96
）　

杉
本
捷
雄
、
前
掲
『
千
利
休
と
そ
の
周
辺
』
一
三
八
頁
。
つ
ぎ
の
引
用
は
、

一
三
八
～
一
三
九
頁
。

（
97
）　
「
お
ち
や
う
」
を
「
お
蝶
」
と
の
べ
た
杉
本
捷
雄
が
「
お
長
」
に
見
解
を

変
更
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
角
田
文
衞
『
日
本
の
女
性
名
』
国
書
刊
行
会
、
平

成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
に
よ
る
と
、
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
前
期
に

「（
お
）
ち
や
う
」（
二
四
〇
、
二
六
二
、
二
七
九
、
二
八
三
、
二
九
〇
頁
）
あ

る
い
は
「
長
」（
二
八
一
、
二
九
〇
頁
）
と
い
う
名
前
の
実
例
は
、
い
く
つ
か

み
ら
れ
る
が
、「
て
ふ
」
あ
る
い
は
「
蝶
」
と
い
う
名
前
の
実
例
は
見
当
た
ら

な
い
。
結
局
、
杉
本
捷
雄
が
「
女
性
の
俗
字
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
っ
と
も
穏

当
な
字
は
、
や
は
り
『
お
蝶
』
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
ま
い
」
と
断
定
的
に
の

べ
た
こ
と
は
、
何
ら
根
拠
も
な
い
誤
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
98
）　
“
幼
名
”
で
あ
る
と
い
う
説
明
に
つ
い
て
、
村
井
康
彦
も
否
定
は
し
な
い

が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
史
研
究
か
ら
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

　
　
　

男
性
は
成
人
す
る
と
幼
名
か
ら
成
人
名
に
改
め
、
当
主
に
な
る
と
家
名

を
襲
名
す
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
女
性
は
、
嫁
ぎ
先
で
同
名
の
女
性

が
い
る
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
出
生
時
に
つ
け
ら
れ
た
名
前
を
大
人
に
な

っ
て
か
ら
も
変
え
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。（
大
藤
修
「
小
経
営
・
家
・

共
同
体
」『
日
本
史
講
座
第
六
巻　

近
世
社
会
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、

平
成
十
七
年
〔
二
〇
〇
五
〕、
二
〇
頁
）

　
　

身
分
制
が
厳
格
と
な
っ
た
江
戸
時
代
と
、
安
土
桃
山
時
代
と
で
は
、
違
い
は

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
つ
の
判
断
材
料
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

（
99
）　

昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
の
杉
本
捷
雄
、
前
掲
『
千
利
休
と
そ
の
周

辺
』
に
は
、「
少
庵
内
室
の
こ
と
ど
も　

亀
女
礼
讃　

」
と
し
て
、『
茶
道
雑

誌
』
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
十
一
月
号
に
発
表
し
た
論
文
と
同
じ
表
題

の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
一
三
五
～
一
四
五
頁
）。
内
容
は
、
お
お
む
ね

表
現
の
修
正
程
度
で
あ
る
が
、「
お
ち
や
う
」
と
「
お
亀
」
と
の
名
前
の
違
い

に
関
す
る
部
分
（
一
三
八
～
一
三
九
頁
）
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
書
き
あ
ら

た
め
ら
れ
て
い
る
。

（
100
）　

小
松
茂
美
『
利
休
の
手
紙
』
小
学
館
、
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）、
三

四
五
頁
。

（
101
）　

村
井
康
彦
、
前
掲
「
少
庵
と
道
安
」（
そ
の
四
）
九
七
頁
。

（
10（
）　

こ
の
問
題
に
一
応
の
検
討
を
く
わ
え
た
の
は
、
山
田
無
庵
『
キ
リ
シ
タ
ン
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千
利
休　

賜
死
事
件
の
謎
を
解
く
』（
河
出
書
房
新
社
、
平
成
七
年
〔
一
九
九

五
〕）
で
あ
る
。
長
く
な
る
が
当
該
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　
　
「
お
亀
」
と
「
お
ち
よ
う
」
の
二
つ
の
呼
び
名
に
つ
い
て
す
こ
し
一
般

的
な
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。
角
田
文
衞
『
日
本
の
女
性
名
（
中
）』
に

よ
れ
ば
、
室
町
時
代
の
公
家
・
武
士
の
社
会
で
は
男
子
は
五
、
六
歳
こ
ろ

か
ら
二
十
歳
く
ら
い
の
間
に
元
服
の
式
を
行
い
、
幼
名
な
い
し
通
称
を
改

め
て
諱
（
名
乗
）
を
つ
け
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。
女
性
に
つ
い

て
は
元
服
に
対
す
る
裳
着
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
諱
は
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
裳
着
の
前
後
、
ま
た
は
結
婚
の
前
、

あ
る
い
は
宮
仕
え
の
際
に
、
諱
、
す
な
わ
ち
実
名
が
定
め
ら
れ
た
、
と
い

う
（
七
七
頁
）。
桃
山
時
代
に
も
武
将
の
娘
の
名
前
が
変
え
ら
れ
る
こ
と

は
角
田
『
日
本
の
女
性
名
』
に
実
例
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
普
通
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
利
休
の
場
合
、
武
士
で
は
な
い
の
で
、
女
子
の
場

合
に
幼
児
名
と
実
名
を
も
つ
こ
と
が
一
般
的
な
も
の
か
ど
う
か
判
断
で
き

な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は

な
い
よ
う
に
思
う
。（
七
〇
～
七
一
頁
）

　
　

こ
の
引
用
は
い
か
に
も
不
適
切
で
あ
る
。
引
用
文
の
最
後
の
「
す
な
わ
ち
実

名
が
定
め
ら
れ
た
」
に
つ
づ
く
角
田
文
衞
の
つ
ぎ
の
文
章
を
紹
介
す
れ
ば
、
そ

の
結
論
は
逆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
　
　

と
こ
ろ
が
、
南
北
朝
時
代
か
ら
乱
世
に
つ
づ
き
、
公
家
社
会
が
衰
微
す

る
と
、
女
子
の
裳
着
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
実
名
も
与
え
ら
れ
な
く
な
っ

た
。
し
た
が
っ
て
叙
位
さ
れ
た
り
、
女
房
と
し
て
参
仕
す
る
一
握
り
の
婦

人
を
除
け
ば
、
女
性
は
童
名
や
愛
称
を
そ
の
ま
ま
持
ち
つ
づ
け
、
結
婚
し

て
も
そ
れ
を
変
更
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。（
角
田
文
衞
、
前
掲
書
、
二

〇
五
頁
）

　
　

そ
も
そ
も
、
こ
の
記
述
は
、
室
町
時
代
の
「
貴
族
女
性
の
通
常
名
」
の
一
部

で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
実
名
と
は
、「
伝
統
的
か
つ
古
典
的
な
×
子
型
の
女
性

名
」（
角
田
文
衞
、
前
掲
書
、
二
〇
五
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
お
亀
」
と
か

「
お
ち
や
う
」
と
か
の
類
で
は
な
い
。
山
田
無
庵
は
、「
桃
山
時
代
に
も
武
将
の

娘
の
名
前
が
変
え
ら
れ
る
こ
と
は
角
田
『
日
本
の
女
性
名
』
に
実
例
が
あ
げ
ら

れ
て
お
り
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
の
べ
る
が
、
叙
位
を
受
け

る
な
ど
の
き
わ
め
て
特
殊
な
事
例
で
あ
る
（
角
田
文
衞
、
前
掲
書
、
二
三
七

頁
）。
さ
ら
に
、
山
田
無
庵
は
、「
利
休
の
場
合
、（
略
）
判
断
で
き
な
い
」
と

の
べ
つ
つ
も
、
何
ら
根
拠
も
な
く
「
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
」
と
結
論
付

け
て
い
る
。

　
　

も
う
一
点
指
摘
し
て
お
く
。
山
田
無
庵
は
、
前
述
の
引
用
文
の
あ
と
に
つ
ぎ

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
　
　

角
田
『
日
本
の
女
性
名
』
の
記
述
か
ら
判
断
す
る
と
、「
お
か
め
ひ
ょ

っ
と
こ
」
の
「
お
か
め
」
が
醜
女
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
と
し
て
使
用
さ

れ
る
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
、
利

休
の
時
代
に
も
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
あ
り
、
そ
ん
な
に
美
人
で
は
な

か
っ
た
「
お
ち
よ
う
」
を
お
亀
と
利
休
が
愛
称
で
呼
ん
で
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
　

し
か
し
、
こ
の
引
用
も
曲
解
に
満
ち
た
無
責
任
な
も
の
で
あ
る
。
角
田
文
衞

が
の
べ
て
い
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　
　
　
「
お
か
め
」
と
い
う
名
の
女
性
の
存
在
は
、
そ
れ
が
ま
だ
醜
女
を
意
味

す
る
普
通
名
詞
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
証
し
て
い
る
。
か
め
0

0

（
龜
）
と
い
う
名
は
、
こ
の
時
代
に
は
最
も
あ
り
ふ
れ
た
女
性
名
で
あ
っ
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

て
、
家
康
の
側
室
の
志
水
お
か
め
、
家
康
の
娘
の
龜
姫
と
か
（
略
）
な
ど

は
、
容
易
に
念
頭
に
う
か
ぶ
名
で
あ
る
。（
角
田
文
衞
、
前
掲
書
、
二
四

五
～
二
四
六
頁
）

（
103
）　

小
松
重
男
『
旗
本
の
経
済
学
』（
新
潮
社
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
））
に

女
子
改
名
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
（
川
村
修
富
）
の
妻
も
改
名

し
て
い
る
（
一
六
六
頁
）
が
、
長
女
は
二
回
改
名
し
て
い
る
（
九
九
頁
、
一
〇

五
頁
）。

（
10（
）　

松
山
吟
松
庵
校
註
・
熊
倉
功
夫
補
訂
『
茶
道
四
祖
伝
書
』
思
文
閣
出
版
、

昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）、
三
四
三
頁
。

（
10（
）　

松
山
吟
松
庵
・
熊
倉
功
夫
、
前
掲
『
茶
道
四
祖
伝
書
』
六
〇
頁
。

（
106
）　

松
山
吟
松
庵
・
熊
倉
功
夫
、
前
掲
『
茶
道
四
祖
伝
書
』
二
二
頁
。

（
107
）　

中
村
修
也
、
前
掲
「
千
少
庵
論
」
六
二
～
六
三
頁
。

（
108
）　

鈴
木
半
茶
、
前
掲
「
少
庵
伝
小
藁
（
そ
の
五
）」
五
六
頁
。

（
109
）　

杉
本
捷
雄
、
前
掲
「
少
庵
内
室
の
こ
と
ど
も　

亀
女
礼
讃　

」
九
三
頁
。

（
110
）　

村
井
康
彦
、
前
掲
「
少
庵
と
道
安
（
そ
の
四
）」
九
五
頁
。

（
111
）　

山
田
無
庵
、
前
掲
書
第
三
章
参
照
。

（
11（
）　

松
山
吟
松
庵
・
熊
倉
功
夫
、
前
掲
『
茶
道
四
祖
伝
書
』。

（
113
）　

数
江
教
一
、
前
掲
「
千
利
休
由
緒
書
」
六
四
頁
参
照
。
杉
本
捷
雄
、
前
掲

『
千
利
休
と
の
そ
の
周
辺
』
三
二
一
～
三
二
二
頁
。
そ
れ
に
対
し
て
、
否
定
的

な
考
え
方
は
、
前
掲
『
利
休
大
事
典
』
六
五
九
頁
。

（
11（
）　

熊
倉
功
夫
・
氏
家
幹
人
、
前
掲
「
千
利
休
伝
記
」
二
九
八
～
三
〇
四
頁
。

（
11（
）　

数
江
教
一
、
前
掲
「
千
利
休
由
緒
書
に
つ
い
て
」
六
三
～
七
〇
頁
。
杉
本

捷
雄
、
前
掲
『
千
利
休
と
の
そ
の
周
辺
』
三
二
一
～
三
三
一
頁
。
前
掲
『
利
休

大
事
典
』
六
五
二
～
六
五
九
頁
。

（
116
）　

熊
倉
功
夫
・
氏
家
幹
人
、
前
掲
「
千
利
休
伝
記
」
二
九
八
頁
。

（
117
）　

当
該
資
料
中
に
「
逢
原
（
源
）
斎
口
上
ニ
而
」
と
「
逢
源
斎
口
上
ニ
テ
」

の
二
カ
所
が
あ
る
。
本
文
前
述
は
前
者
の
方
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
者
の
方

を
さ
す
。

（
118
）　
『
茶
道
雑
誌
』
に
四
回
連
載
さ
れ
た
千
芳
紀
「
江
岑
宗
左
と
随
流
斎　

新

出
史
料
の
紹
介
と
検
討　

」（
一
）
～
（
四
）
に
そ
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

掲
載
場
所
は
以
下
の
と
お
り
。
第
一
回
同
誌
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
十
一
月

号
二
二
～
三
〇
頁
、
第
二
回
同
誌
同
年
十
二
月
号
二
二
～
二
九
頁
、
第
三
回
同

誌
平
成
六
年
一
月
号
三
二
～
三
七
頁
、
第
四
回
同
誌
同
年
二
月
号
二
二
～
二
九

頁
。
成
立
の
経
緯
は
、
第
一
回
の
二
九
頁
に
紹
介
が
あ
る
。

（
119
）　
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
十
巻
、
淡
交
新
社
、
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）、

一
〇
五
～
一
三
〇
頁
。
成
立
は
一
三
〇
頁
に
紹
介
が
あ
る
。

（
1（0
）　

前
掲
「
茶
祖
的
伝
」『
茶
湯
』
六
号
、
三
七
～
五
九
頁
。

（
1（1
）　

前
掲
「
茶
祖
的
伝
」『
茶
湯
』
六
号
、
三
九
頁
。
解
題
は
筒
井
紘
一
。

（
1（（
）　

注
8（
に
お
い
て
の
べ
た
と
お
り
。
成
立
の
経
緯
は
、
杉
本
捷
雄
、
前
掲

『
千
利
休
と
そ
の
周
辺
』
三
〇
四
頁
。

（
1（3
）　

松
山
吟
松
庵
・
熊
倉
功
夫
、
前
掲
『
茶
道
四
祖
伝
書
』
二
二
頁
。

（
1（（
）　

北
条
氏
規
は
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
に
生
ま
れ
、
慶
長
五
年
（
一
六

〇
〇
）
に
死
去
し
て
い
る
。
そ
の
娘
が
松
永
久
秀
（
天
正
五
年
〔
一
五
七
七
〕

没
）
に
嫁
す
の
は
、
年
齢
的
に
無
理
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
娘
が
千
少
庵

（
天
文
十
五
年
〔
一
五
四
六
〕
生
）
を
産
む
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。

（
1（（
）　

前
掲
「
茶
祖
的
伝
」『
茶
湯
』
六
号
、
五
二
頁
。
ま
た
、
五
〇
頁
に
は

「
道
安
の
実
子
ハ
元
伯
宗
旦
也
」
と
あ
る
。

（
1（6
）　

数
江
教
一
、
前
掲
「
千
利
休
由
緒
書
に
つ
い
て
」
六
七
、
六
八
頁
。
杉
本
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捷
雄
、
前
掲
『
千
利
休
と
の
そ
の
周
辺
』
三
二
五
、
三
二
七
頁
。
前
掲
『
利
休

大
事
典
』
六
五
五
、
六
五
六
頁
。
熊
倉
功
夫
・
氏
家
幹
人
、
前
掲
「
千
利
休
伝

記
」
三
〇
一
、
三
〇
三
頁
。

（
1（7
）　

杉
本
捷
雄
、
前
掲
『
千
利
休
と
そ
の
周
辺
』
三
〇
六
頁
。

（
1（8
）　

本
文
で
紹
介
し
た
以
外
に
、
熊
倉
功
夫
「
若
き
日
の
千
利
休
『
千
利
休
由

緒
書
』」『
茶
道
雑
誌
』
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
二
月
号
に
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
指
摘
が
あ
る
。

　
　
　

こ
れ
が
千
家
で
公
表
し
た
由
緒
で
す
。（
略
）
た
だ
し
、
こ
の
時
代
は

大
名
か
ら
庶
民
ま
で
、
家
の
由
緒
と
か
系
図
と
か
を
こ
し
ら
え
る
の
が
大

流
行
し
た
の
で
す
か
ら
、
由
緒
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
鵜
飲
み
に
す

る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
一
つ
の
伝
承
と
し
て
読
む
べ
き
で
し
ょ
う
。

（
五
六
頁
）

（
1（9
）　

芳
賀
幸
四
郎
『
千
利
休
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）

初
版
、
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
新
装
版
、
二
六
五
頁
。

（
130
）　

芳
賀
幸
四
郎
、
同
右
書
、
二
七
一
頁
。

（
131
）　

西
山
松
之
助
「
家
元
の
研
究
」『
西
山
松
之
助
著
作
集
』
第
一
巻
、
吉
川

弘
文
館
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）、
三
四
五
頁
。

（
13（
）　

西
山
松
之
助
は
、
茶
の
湯
に
お
け
る
こ
の
現
象
を
「
寛
文
・
延
宝
か
ら
元

禄
に
い
た
る
十
七
世
紀
末
」（
西
山
、
同
右
書
、
三
四
五
頁
）
の
時
期
の
問
題

と
し
て
論
じ
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
の
『
千
利

休
由
緒
書
』
は
年
代
的
に
先
行
す
る
し
、
そ
の
内
容
も
萌
芽
的
な
印
象
が
あ
る
。

（
133
）　

村
井
康
彦
、
前
掲
『
千
利
休　

そ
の
生
涯
と
茶
湯
の
意
味
』
五
一
～
五
二

頁
。

（
13（
）　

神
津
朝
夫
『
千
利
休
の
「
わ
び
」
と
は
な
に
か
』
角
川
学
芸
出
版
、
平
成

十
七
年
（
二
〇
〇
五
）、
六
三
頁
。

（
13（
）　

熊
倉
功
夫
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
宮
王
三
入
の
お
か
げ
で
難
を
の
が
れ
た

松
永
久
秀
が
、
宮
王
三
入
の
後
家
を
養
女
と
し
て
、
千
利
休
に
嫁
が
せ
た
と
い

う
解
釈
を
試
み
て
い
る
（
熊
倉
功
夫
「
千
少
庵
伝
断
章
」『
禅
文
化
研
究
所
紀

要
』
第
二
十
六
号
、
禅
文
化
研
究
所
、
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）、
二
二
五

頁
）。
筆
者
は
、
北
条
氏
規
の
女
説
な
ど
を
考
え
る
と
、
千
家
に
な
ん
ら
か
の

関
係
（
こ
の
場
合
は
資
料
に
名
前
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
）
が
あ
っ
た
著
名
人

の
名
前
が
、
弟
子
な
ど
の
周
辺
の
人
々
に
よ
っ
て
も
て
は
や
さ
れ
て
尾
鰭
が
つ

い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

（
136
）　

表
千
家
の
弟
子
で
あ
る
稲
垣
休
叟
が
著
し
た
『
茶
祖
的
伝
』
に
北
条
美
濃

守
氏
規
の
女
と
か
、
道
安
実
子
説
と
か
、
表
５
の
上
で
も
格
段
に
“
一
線
を
越

え
る
”
内
容
で
あ
る
の
は
、
弟
子
た
ち
が
千
家
に
対
し
て
「
か
く
あ
れ
か
し
」

と
念
願
し
た
こ
と
が
直
截
に
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
と
理
解
で
き
る
。

（
137
）　

千
宗
左
（
即
中
斎
）「
少
庵
三
百
五
十
年
忌
に
語
る
」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和

三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
十
一
月
号
、
二
八
頁
。

（
138
）　

千
宗
左
（
即
中
斎
）、
同
右
論
文
、
三
一
頁
。

（
139
）　

そ
の
後
、
表
千
家
第
十
四
代
千
宗
左
（
而
妙
斎
）
は
、
少
々
不
思
議
な
発

言
を
し
て
い
る
。
著
書
の
『
茶
の
湯
随
想
』（
主
婦
の
友
社
、
平
成
十
三
年

〔
二
〇
〇
一
〕、
二
二
七
頁
）
に
お
い
て
、

　
　
　

利
休
の
辞
世
と
は
別
に
、
妻
宗
恩
あ
て
の
一
首
と
し
て
、

　
　
　
　

利
休
め
は
と
か
く
み
よ
う
か
（
冥
加
）
の
も
の
ぞ
か
し

　
　
　
　

か
ん
せ
う
し
や
う
（
菅
丞
相
）
に
な
る
と
お
も
へ
は

　
　
　

の
狂
歌
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。（
傍
線
筆
者
）

　

と
紹
介
し
て
い
る
。「
利
休
血
脈
論
争
」
の
な
か
で
は
、
こ
の
狂
歌
は
、
千
利
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千宗旦の出自をめぐる「利休血脈論争」について

休
娘
か
つ
千
少
庵
妻
で
あ
る
お
亀
宛
の
も
の
と
さ
れ
、「
利
休
娘
実
子
説
」
の

も
っ
と
も
重
要
な
根
拠
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
妻
宗
恩

あ
て
」
と
い
う
解
釈
を
示
す
こ
と
は
、「
お
亀
」
＝
「
千
利
休
娘
」
＝
「
千
少

庵
妻
」
の
構
図
を
く
ず
す
も
の
で
あ
り
、「
お
亀
」
の
存
在
自
体
の
否
定
に
至

る
こ
と
と
な
る
。

（
1（0
）　

千
宗
左
（
即
中
斎
）、
前
掲
、
二
七
頁
。

（
1（1
）　

杉
本
捷
雄
、
前
掲
「
文
禄
、
慶
長
利
休
像
余
談
」
五
四
頁
。

（
1（（
）　

二
つ
の
引
用
は
、
磯
野
風
船
子
「
少
庵
の
父
を
文
学
的
に
考
察
す
る

（
一
）」『
茶
道
雑
誌
』
昭
和
三
十
九
年（
一
九
六
四
）一
月
号
、
三
六
、
三
七
頁
。

（
1（3
）　

村
井
康
彦
、
前
掲
「
少
庵
と
道
安
（
そ
の
四
）」
九
八
頁
。 

（
1（（
）　

西
山
松
之
助
、
前
掲
「
家
元
の
研
究
」
二
一
頁
ほ
か
。

（
1（（
）　

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
西
山
松
之
助
、
前
掲
「
家
元
の
研
究
」
三
五
六

～
三
六
四
頁
参
照
。

（
1（6
）　

谷
晃
『
わ
か
り
や
す
い
茶
の
湯
の
文
化
』（
淡
交
社
、
平
成
十
七
年
（
二

〇
〇
五
））
第
三
章
茶
の
湯
の
歴
史
に
お
い
て
、
近
代
数
寄
者
の
活
躍
の
時
代

の
つ
ぎ
の
時
代
区
分
は
「
９　

女
性
の
進
出
と
家
元
の
復
権
」
と
し
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

（
1（7
）　

熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和
五
十
五

年
（
一
九
八
〇
）、
三
二
五
頁
。

（
1（8
）　

第
二
次
世
界
大
戦
直
後
に
封
建
制
批
判
の
観
点
か
ら
、
家
元
に
対
す
る
学

問
的
研
究
が
い
く
つ
か
行
わ
れ
た
。
主
な
論
者
と
し
て
、
川
島
武
宜
（「
家
元

制
度
」
思
想
の
科
学
研
究
会
編
『
芽
』
第
四
号
、
建
民
社
、
昭
和
二
十
八
年

（
一
九
五
三
））、
林
屋
辰
三
郎
（「
家
元
制
度
の
確
立
」
同
『
芽
』
第
四
号
）
ら

が
あ
げ
ら
れ
る
。
家
元
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
じ
ま
る

と
考
え
ら
れ
る
。

（
1（9
）　

昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
の
、
有
史
以
来
の
好
景
気
と
い
う
意
味
の

「
神
武
景
気
」
に
は
じ
ま
り
、
日
本
経
済
は
高
度
成
長
状
況
を
継
続
し
た
。
経

済
成
長
率
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
伸
び
率
）
は
実
質
７
～
８
％
に
お
よ
び
、「
奇
跡
の
復

興
」
と
呼
ば
れ
、
世
界
経
済
の
な
か
で
も
際
立
っ
た
存
在
だ
っ
た
。
こ
の
状
況

は
、
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
で
終
焉
を
む
か
え
た
。

（
1（0
）　

熊
倉
功
夫
「
日
本
茶
道
全
史
の
構
想
」
木
芽
文
庫
編
『
茶
湯
』
二
十
三
号
、

思
文
閣
出
版
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）、
一
一
頁
。

（
1（1
）　

経
済
史
家
で
あ
る
戸
上
一
は
、
人
々
の
意
識
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
こ

の
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
日
本
社
会
の
変
容
を
重
視
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の

べ
て
い
る
。

　
　
　

事
態
を
一
変
さ
せ
た
の
は
、
日
本
経
済
の
高
度
経
済
成
長
と
テ
レ
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
の
普
及
で
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
一
億
総
中
流
化
が
す

す
み
、
小
金
を
蓄
え
た
大
衆
が
、
何
ら
か
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
を

も
と
め
て
蠢
動
し
は
じ
め
る
。
そ
う
し
た
大
衆
の
文
化
的
欲
求
を
巧
み
に

受
け
と
め
た
芸
能
が
茶
道
で
あ
っ
た
。
宗
匠
た
ち
は
、
個
の
面
貌
を
も
た

ぬ
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
大
衆
向
け
出
版
物
を
、
従
属
を
必
要
と
せ
ぬ
新
た

な
庇
護
者
と
し
て
、
自
立
と
繁
栄
へ
の
途
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
危
険
で
、

気
紛
れ
な
権
力
者
は
、
疾
く
姿
を
消
し
、
茶
の
湯
者
・
宗
匠
が
文
字
通
り

茶
室
の
亭
主
に
お
さ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
上
、
ま
こ
と
に

希
有
な
現
象
で
あ
っ
た
。（
戸
上
一
『
千
利
休　

ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
』

刀
水
書
房
、
平
成
十
年
〔
一
九
九
八
〕、
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
）

（
1（（
）　

千
宗
室
（
鵬
雲
斎
）『
茶
の
心
』
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九

七
一
）、
七
頁
。
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（
1（3
）　

前
注
の
引
用
文
の
省
略
部
分
。

（
1（（
）　
『
淡
交
』
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
三
月
号
、
淡
交
社
、
巻
頭
折
込
の

裏
面
。
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は
じ
め
に

　

近
世
は
、
街
道
の
整
備
と
庶
民
生
活
の
経
済
的
向
上
に
と
も
な
い
、
単
純
な

移
動
で
は
な
い
、
楽
し
む
旅
が
大
衆
化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
（
（
（

武
士
は
公
務
の
合

間
に
名
所
に
出
か
け
（
（
（

、
農
民
は
講
を
作
っ
て
農
閑
期
に
寺
社
参
詣
に
繰
り
出
し

た
（
（
（

。
町
人
も
「
心
の
儘
に
物
見
遊
山
に
出
」
か
け
る
の
が
遊
楽
で
あ
っ
た
（
（
（

。
旅

の
大
衆
化
に
関
す
る
具
体
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
伊
勢
へ
の
お
蔭

参
り
で
あ
る
。
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
（・
明
和
八
年
（
一
七
七
一
（・
文
政
十

三
年
（
一
八
三
〇
（
に
は
、
大
規
模
な
お
蔭
参
り
が
発
生
し
、
三
百
万
～
五
百

万
人
も
の
老
若
男
女
が
伊
勢
を
訪
れ
た
と
い
う
（
（
（

。
信
仰
の
旅
か
、
遊
楽
の
旅
か
、

問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
自
発
的
な
行
動
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
双
方
が
あ
い
ま
っ
て
、
独
特
の
旅
文
化
が
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
旅
人
が
訪
れ
る
名
所
旧
跡
側
も
、
こ
の
動
き
に
積
極
的
に
参
画
し
て

い
た
。
京
都
の
寺
社
で
は
、
近
世
初
期
か
ら
遠
忌
・
開
帳
を
盛
ん
に
催
し
て
客

の
誘
致
に
つ
と
め
て
お
り
（
（
（

、
恐
山
菩
提
寺
で
も
同
様
の
理
由
で
「
賽
の
河
原
」

や
「
血
の
池
」
と
い
う
見
所
を
新
た
に
作
っ
て
い
る
（
（
（

。
ま
た
、
京
都
の
東
寺
で

は
、
賽
銭
の
分
配
に
関
す
る
紛
争
が
（
（
（

、
富
士
山
の
麓
で
は
、
参
道
や
「
定
宿
こ

れ
無
き
導
者
」
の
奪
い
合
い
が
起
き
て
い
る
な
ど
（
（
（

、
旅
人
の
来
訪
に
よ
る
経
済

効
果
は
、
無
視
で
き
な
い
水
準
に
ま
で
達
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を

収
め
た
案
内
記
が
登
場
し
た
（
（（
（

。
そ
れ
は
、
定
め
ら
れ
た
基
点
か
ら
出
発
し
て
、

道
な
り
の
名
所
を
順
覧
し
、
基
点
に
戻
る
と
い
う
コ
ー
ス
が
複
数
収
録
さ
れ
た

も
の
で
、「
第
一
日
」「
第
二
日
」
の
よ
う
に
日
割
に
な
っ
て
い
る
場
合
と
、

「
東
北
の
方
」「
西
南
の
方
」
な
ど
と
地
区
・
方
角
別
に
組
ま
れ
る
場
合
が
あ
っ

た
。
コ
ー
ス
を
軸
に
、
立
項
さ
れ
た
名
所
旧
跡
へ
の
行
き
方
と
距
離
、
そ
の
名

近
世
案
内
記
に
お
け
る
観
光
モ
デ
ル
コ
ー
ス
の
登
場

　
　
　

貝
原
益
軒
著
『
京
城
勝
覧
』
か
ら
見
え
る
も
の

金　
　

 

廷　

 

恩　
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所
に
関
す
る
簡
単
な
説
明
が
付
さ
れ
る
。
大
き
さ
も
分
量
も
、
コ
ン
パ
ク
ト
に

ま
と
め
ら
れ
た
小
型
案
内
記
が
一
般
的
で
、「
こ
れ
を
た
づ
さ
へ
て
、
其
所
に

ゆ
き
、
其
名
を
尋
ね
見
（
（（
（

」
ら
れ
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
実
用
書
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
案
内
記
は
、
名
所
旧
跡
の
歴
史
・
沿
革
・
宝
物
な
ど
の
情
報
に

重
点
を
置
い
て
い
た
が
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
収
録
の
本
は
、
そ
の
名
所
の
位
置
や

そ
こ
へ
の
行
き
方
、
つ
ま
り
ア
ク
セ
ス
に
力
を
入
れ
た
も
の
に
な
る
。
増
え
行

く
旅
人
の
中
に
は
、
費
用
な
ど
の
問
題
か
ら
、
案
内
人
を
雇
わ
ず
に
名
所
を
め

ぐ
り
た
い
人
も
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
、
名
所
に
は
参
道
が
整
備
さ
れ
、
幕

藩
体
制
下
の
治
安
の
向
上
で
旅
の
安
全
が
保
障
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
た
め
の
環

境
も
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
名
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
広
い
需
要
の
あ
る
情

報
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
当
時
は
徒
歩
旅
行
が
基
本
で
あ
っ
た
た

め
、
い
ち
い
ち
名
所
ご
と
に
ア
ク
セ
ス
を
示
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

コ
ー
ス
を
設
定
し
て
、
道
な
り
の
名
所
か
ら
次
の
名
所
へ
、
そ
の
行
き
方
と
距

離
を
記
す
方
法
が
流
行
し
、
一
般
的
に
な
っ
た
。

　
「
京
」「
大
和
」
な
ど
、
あ
る
範
囲
の
地
域
に
限
定
し
、
そ
の
名
所
ご
と
の
解

説
と
ア
ク
セ
ス
、
そ
し
て
、
主
要
名
所
を
め
ぐ
る
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
掲
載
す
る

と
い
う
形
態
は
、
今
で
言
う
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

特
に
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
提
示
す
る
点
は
、
現
在
の
ワ
ン
デ
ー
プ
ラ
ン
や
周
遊
モ

デ
ル
コ
ー
ス
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
か
り
や
す
い
観
光
案
内
の
原
型
と

言
え
よ
う
。
後
述
す
る
が
、
な
か
に
は
目
録
や
凡
例
か
ら
そ
の
趣
向
を
前
面
に

打
ち
出
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
観
光
文
化
の
確
か
な
普
及
を
示
し
て
く
れ

て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
は
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
名
所
記
や
道
中
記
を
体

系
づ
け
て
い
く
中
で
、
多
様
化
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
書
名
す
ら
言
及
さ
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
（
（（
（

。
そ
れ
は
、
小
型
で
あ
る
が

故
に
、
内
容
が
簡
潔
す
ぎ
、
文
学
性
に
欠
け
、
あ
る
い
は
地
理
学
的
史
料
に
も

適
さ
な
い
と
い
う
点
に
起
因
し
よ
う
。
運
よ
く
叢
書
や
集
成
に
組
み
込
ま
れ
た

も
の
に
関
し
て
は
、
そ
の
「
解
説
」
が
一
番
詳
し
い
参
考
文
献
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
重
版
や
改
刻
、
改
題
本
が
横
行
し
て
い
る
た
め
か
、

書
誌
学
的
整
理
も
進
ん
で
い
な
い
。

　

モ
デ
ル
コ
ー
ス
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
趣
向
に
つ
い
て
も
、
山
近
博

義
氏
の
研
究
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
ほ
ぼ
唯
一
の
言
及
で
あ
る
（
（（
（

。
特
に

「
﹁
京
都
も
の
﹂
小
型
案
内
記
に
み
ら
れ
る
実
用
性
」
と
題
さ
れ
た
論
稿
は
、
扱

う
案
内
記
が
本
稿
と
重
な
る
部
分
が
あ
り
、
筆
者
も
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
（
（（
（

。

一
部
「
京
都
も
の
」
に
お
け
る
実
用
的
記
述
や
名
所
の
配
列
方
法
を
分
析
し
た

上
で
、
概
ね
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
よ
り
実
用
的
に
整
理
さ
れ
て
い
く
こ
と

が
検
証
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
氏
の
論
稿
は
、
お
お
ま
か
な
流
れ
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
案
内

記
間
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
同
じ
京
都
を
対
象
地
域
と
し
、

モ
デ
ル
コ
ー
ス
の
設
定
と
い
う
同
じ
趣
向
を
採
っ
て
い
る
案
内
記
間
に
お
い
て
、

後
続
の
も
の
が
先
行
の
も
の
を
参
照
し
て
い
な
い
は
ず
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
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て
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
実
用
性
を
検
証
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
本

文
の
実
用
的
記
述
の
用
例
や
構
成
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
読
者
に
よ
る
実

際
の
使
用
例
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
収
め
る

案
内
記
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
発
展
・
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
貝
原
益

軒
著
『
京
城
勝
覧
』
を
中
心
に
し
て
、
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
た

め
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
嚆
矢
と
な
る
作
品
が
『
京
城
勝

覧
』
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
次
い
で
、
後
続
案
内
記
も
含
め
て
概
要
を
示
し
た

い
。
そ
の
上
で
、
益
軒
の
日
記
や
蔵
書
目
録
等
を
参
考
に
し
て
『
京
城
勝
覧
』

の
成
立
過
程
を
分
析
し
、『
京
城
勝
覧
』
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
案
内
記
が
後

続
の
本
に
利
用
さ
れ
て
い
く
模
様
を
、
両
者
の
本
文
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
具
体
的
に
検
証
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
、『
京
城

勝
覧
』
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
浅
加
久
敬
の
紀
行
文
『
都

の
手
ふ
り
』
か
ら
用
例
を
挙
げ
て
検
討
し
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
の
意
義
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
日
割
・
地
区
別
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
の
出
現

　

太
宰
春
台
が
「
地
理
を
知
る
は
、
天
下
を
治
る
本
也
（
（（
（

」
と
地
誌
・
地
図
の
政

治
的
必
要
性
を
強
調
す
る
よ
う
に
、
各
藩
に
お
け
る
所
領
把
握
の
た
め
の
地
誌

編
纂
活
動
は
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
（
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
始

め
た
（
（（
（

。
そ
の
流
れ
を
受
け
て
、
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
～
一
六
八
一
（
頃
か
ら
、

知
識
人
に
よ
る
民
�
地
誌
も
続
々
と
刊
行
さ
れ
る
。
林
宗
甫
著
『
大
和
名
所

記
』（
二
十
巻
十
五
冊
、
延
宝
九
年
刊
（
や
黒
川
道
祐
著
『
雍
州
府
志
』（
十
巻
十

冊
、
貞
享
元
年
〔
一
六
八
四
〕
刊
（
な
ど
が
そ
の
代
表
と
も
言
え
る
が
、
矢
守
一

彦
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
大
部
の
総
合
的
地
誌
書
が
編
ま
れ

る
」
一
方
で
、「
多
様
化
す
る
需
要
に
即
応
し
て
機
能
分
化
を
み
せ
」、「
要
約

簡
便
化
」
さ
れ
た
小
型
案
内
記
が
生
ま
れ
た
（
（（
（

。
旅
文
化
の
盛
況
と
あ
い
ま
っ
て
、

右
の
よ
う
な
総
合
的
地
誌
編
纂
の
風
潮
が
、
地
誌
の
形
態
に
お
け
る
多
様
化
の

基
盤
を
為
し
た
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。
基
盤
が
で
き
て
い
て
こ
そ
、
応
用

が
可
能
で
あ
り
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
収
め
た
案
内
記
も
、
こ
う
し
た
基
盤
を
背

景
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、（
表
１
（
は
、
管
見
の
限
り
で
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
が
収
録
さ
れ
て
い

る
案
内
記
を
初
刊
年
の
早
い
順
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
に
は
、
一
日
で
巡
る
コ
ー
ス
を
数
日
分
収
載
す
る
も
の

と
、
地
区
・
方
角
別
に
複
数
の
コ
ー
ス
が
組
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
両
者

と
も
各
コ
ー
ス
は
、
定
め
ら
れ
た
基
点
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
に
戻
る
よ
う
に
編

集
さ
れ
て
い
る
。
コ
ー
ス
は
、
動
線
が
短
く
な
る
よ
う
に
組
ま
れ
て
お
り
、
一

日
コ
ー
ス
は
当
然
地
区
別
コ
ー
ス
に
も
な
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
対
は
必

ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
前
者
を
「
日
割
コ
ー

ス
」、
後
者
を
「
地
区
別
コ
ー
ス
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
尚
、
�
『
名
所

車
』
と
�
『
大
和
廻
り
道
の
枝
折
』
は
、
他
の
本
と
ち
が
っ
て
た
だ
右
回
り
に

順
路
を
載
せ
る
が
、
基
点
と
区
切
り
が
な
い
点
を
除
け
ば
、
同
じ
上
方
の
モ
デ
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ル
コ
ー
ス
を
載
せ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
、
他
の
本
と
の
影
響
関
係
を

考
察
す
る
た
め
に
対
象
に
含
め
て
い
る
（
（（
（

。

　

㈠　
『
京
城
勝
覧
』
初
刊
年
を
め
ぐ
っ
て

　

�
『
京
城
勝
覧
』
は
、
現
存
す
る
最
古
の
刊
本
が
享
保
六
年
（
一
七
二
一
（

版
で
あ
る
た
め
、『
名
所
車
』
の
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
（（
（

。
し
か

し
、
本
稿
で
は
、
表
１
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
初
刊
年
を
序
の
年
記
か
ら
採

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
単
に
そ
れ
が
�
『
京
内
ま
い
り
』
よ
り
も
早
い
と
い

う
理
由
で
『
京
城
勝
覧
』
を
最
初
に
置
い
た
訳
で
は
な
い
。
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案

内
記
の
推
移
及
び
影
響
関
係
を
確
認
す
る
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
順
序
に
し
た
理

由
を
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
煩
雑
に
な
る
が
、
概
要
に
入
る
前
に
、
こ
こ
で

『
京
城
勝
覧
』
の
初
刊
年
に
関
す
る
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

　
『
京
城
勝
覧
』
は
、
福
岡
藩
儒
、
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
～
一
七
一
四
（
の
著

で
あ
る
。『
大
和
俗
訓
』
な
ど
の
訓
も
の
や
『
大
和
本
草
』
の
著
者
と
し
て
有

名
だ
が
、
紀
行
文
も
数
多
く
残
し
て
お
り
、『
和
州
巡
覧
記
』『
木
曽
路
之
記
』

な
ど
が
刊
行
さ
れ
た
。
藩
命
を
受
け
て
『
筑
前
国
続
風
土
記
』（
三
十
巻
、
元
禄

十
六
年
〔
一
七
〇
三
〕
成
立
（
を
編
纂
す
る
な
ど
、
地
理
に
も
造
詣
が
深
か
っ

た
と
言
え
る
。

　

現
存
す
る
『
京
城
勝
覧
』
最
古
の
刊
本
が
享
保
六
年
版
で
あ
る
こ
と
は
前
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
表
１
の
備
考
に
お
い
て
享
保
三
年
版
に
〔　

〕
を
付

し
た
の
は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
（
の
改
刻
本
の
刊
記
に
「
享
保
三
戊
戌
年

春
元
版
」
と
あ
る
の
に
拠
っ
て
い
て
、
現
物
の
所
在
を
確
認
で
き
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
（
（（
（

。
し
か
し
、
版
元
で
あ
る
柳
枝
軒
小
川
多
左
衛
門
（
本
姓
茨
城
（
の

享
保
二
年
の
蔵
版
目
録
に
は
、『
京
城
勝
覧
』
が
既
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
（
（（
（

、
享

保
二
年
以
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
享
保
三
年

版
が
初
刊
本
で
な
い
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

　

次
に
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
版
元
の
柳
枝
軒
宛
、
益
軒
書
簡
の
「
京
廻
り

之
書
三
冊
、
調
下
し
候
（
（（
（

」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。「
京
廻
り
」
は
、『
京
城
勝

覧
』
を
指
す
も
の
で
、
こ
の
頃
に
は
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
日

付
は
十
月
二
十
五
日
、
年
度
の
記
述
は
な
い
が
、
同
書
簡
に
「
俗
訓
板
下
清
書
、

一
遍
見
申
度
候
。
若
相
違
有
之
候
而
、
御
改
刻
候
は
、
可
為
御
造
作
候
」
と
、

『
大
和
俗
訓
』
の
出
版
前
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
記
述
が
あ
る
。『
大
和
俗

訓
』
は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
（
六
月
の
刊
本
が
あ
る
の
で
（
（（
（

、
こ
の
書
簡
は

宝
永
五
年
か
そ
れ
以
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、『
京
城

勝
覧
』
の
初
刊
年
を
「
宝
永
三
年
立
春
日
」（
自
序
（
以
降
、
宝
永
五
年
十
月

二
十
五
日
以
前
に
狭
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
宝
永
五
年
十
月
は
、
�
『
京
内
ま
い
り
』
の
刊
行
よ
り
九
ヶ
月

下
っ
て
し
ま
う
の
で
、『
京
城
勝
覧
』
が
『
京
内
ま
い
り
』
よ
り
も
先
に
刊
行

さ
れ
た
と
い
う
決
定
的
証
拠
に
は
な
り
得
な
い
。
た
だ
し
、
益
軒
が
『
京
内
ま

い
り
』
を
読
ん
で
、『
京
城
勝
覧
』
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
傍
証

に
は
成
り
得
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　

後
に
三
章
で
詳
し
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
結
論
を
先
に
言
う
と
、『
京
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城
勝
覧
』
と
『
京
内
ま
い
り
』
間
に
は
、
引
用
に
近
い
ほ
ど
の
本
文
の
利
用
が

認
め
ら
れ
、
ど
ち
ら
か
が
も
う
一
方
を
直
接
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
問
題
の
宝
永
五
年
、
益
軒
は
福
岡
で
隠
居
生
活
を
送
っ
て
い

た
。
彼
は
、
自
著
の
『
大
和
俗
訓
』
で
さ
え
、
刊
行
の
三
ヶ
月
後
に
受
け
取
っ

て
お
り
（
（（
（

、
京
都
か
ら
の
書
籍
が
福
岡
に
届
く
に
は
、
数
ヶ
月
を
要
し
た
と
推
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
刊
行
後
に
京
都
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
『
京
内
ま
い
り
』
を
益

軒
が
福
岡
で
受
け
取
り
、
参
照
し
て
自
著
に
反
映
し
、
そ
の
上
で
、
原
稿
を
再

び
福
岡
か
ら
京
都
の
書
肆
に
送
り
返
し
、
そ
れ
が
校
訂
、
彫
刻
、
印
刷
を
経
て

出
版
に
至
る
、
と
い
う
一
連
の
作
業
が
行
わ
れ
る
に
は
、
九
ヶ
月
と
い
う
期
間

は
短
す
ぎ
、
益
軒
が
『
京
内
ま
い
り
』
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
は
非
常
に
低

い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
京
内
ま
い
り
』
は
、
ほ
ぼ
洛
中
の
み
で
日
割
コ
ー
ス
を

編
成
し
、
漏
れ
た
洛
外
の
名
所
を
「
寺
院
部
（
（（
（

」「
神
社
部
」
と
し
て
付
す
が
、

こ
の
付
録
に
は
、
急
造
の
結
果
と
見
受
け
ら
れ
る
不
備
が
あ
る
。
寺
院
部
の
最

初
の
五
寺
、
神
社
部
の
最
初
の
一
社
は
、
沿
革
を
記
し
た
あ
と
に
詳
細
な
参
拝

コ
ー
ス
ま
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
、
残
り
の
八
十
一
寺
、
二
十
六
社
に

つ
い
て
は
、
索
引
の
よ
う
な
ご
く
簡
略
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

記
述
態
度
が
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
完
成
度
の
低
さ
は
、『
京
内
ま
い
り
』

が
『
京
城
勝
覧
』
の
趣
向
を
借
り
て
短
期
間
に
ま
と
め
ら
れ
た
傍
証
に
な
り
得

る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
二
章
で
詳
述
す
る
が
、『
京
城
勝
覧
』
の
成
立
に

関
わ
っ
た
文
献
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
（
の
段
階
で
ま
と
め
て
参
照
さ
れ

て
お
り
、『
京
城
勝
覧
』
の
草
稿
も
、
既
に
そ
の
頃
編
集
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。
事
実
、
本
文
は
序
文
よ
り
も
早
い
段
階
で
出
来
て
い
た
と
考
え
る
の

が
自
然
な
の
で
、
益
軒
が
出
版
を
目
前
に
し
て
、
自
序
の
「
宝
永
三
年
立
春

日
」
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
『
京
内
ま
い
り
』
の
よ
う
な
文
献
を
、
さ
ら
に
利
用

し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
尚
、『
新
修
京
都
叢
書
』
の
解
説
も
、
こ
の
自
序
の

年
記
を
も
と
に
、「
最
初
の
板
行
は
宝
永
ま
で
遡
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て

い
る
（
（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
諸
理
由
か
ら
、『
京
城
勝
覧
』
が
『
京
内
ま
い
り
』
よ
り
も

前
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、『
京
城
勝

覧
』
が
当
ジ
ャ
ン
ル
の
嚆
矢
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
、
そ
れ
を
前
提

に
論
を
す
す
め
る
。

　

㈡　

モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
の
概
要
と
推
移

　

そ
れ
で
は
、
�
『
京
城
勝
覧
』
の
概
要
か
ら
示
し
て
い
き
た
い
。
本
を
開
く

と
、
ま
ず
各
日
割
コ
ー
ス
の
お
お
ま
か
な
順
路
と
総
里
数
が
明
示
さ
れ
た
「
目

録
」
が
あ
り
、
読
者
が
見
て
そ
の
日
の
目
的
地
を
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
た
だ
、
以
後
、
目
録
を
設
け
て
い
る
の
は
、
表
１
に
お
い
て
�
『
京
案

内
道
し
る
べ
』
の
み
で
あ
る
。
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
や
道
中
記
類
は
、
携
帯

に
便
利
な
よ
う
に
小
冊
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
目
録
の
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ

た
の
か
、
紙
数
を
削
り
た
か
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
目
録
が
な
い
場
合
が
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表
１　

日
割
・
地
区
別
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
の
概
要

　

書　

名

初
刊
年〈
年
・
月
〉

巻　

冊

丁
数〈
丁
〉

書
型〈
cm
〉

趣　

向

基　

点

挿
絵

編
著
者

所　

見　

本

備　
　
　
　
　
　

考

�

京
城
勝
覧

宝
永
三
・
一

（
一
七
〇
六
（序

上
下
二
冊

上
五
十
一

下
五
十
二

一
八

　

×
一
二

十
七
日

〔
三
条
辺
り
〕

○

貝
原
益
軒

東
大
、〈
京
〉
茨
城
多
左
衛

門
版
（
享
保
六
後
印
（

〔
享
保
三
年
版
〕、
享
保
六
年
後
印
本
あ
り
。
天
明
四

年
改
刻
本
『
天
明
再
板
／
京
都
め
く
り
』、〔
寛
政
五
年

版
〕、
文
化
十
二
年
後
印
本
あ
り
。

�

京
内
ま
い
り

宝
永
五
・
一

一
冊

四
十
二

一
二
・
五

　

×
一
九

三
日

三
条
大
橋

○

東
大
、〈
京
〉
辻
勘
重
郎
版

〔
宝
暦
五
年
版
〕、
天
明
三
年
後
印
本
あ
り
。

�

名
所
車

正
徳
四
・
五

（
一
七
一
四
（

一
冊

一
一
三

一
五
・
五

　

×
一
一

右
回

（
上
加
茂
→
大
原
社
（

○

新
修
京
都
叢
書
５
、〈
京
〉

藤
屋
伝
兵
衛
・
同
武
兵
衛
版

（
享
保
十
五
・
一
再
版
（

享
保
十
五
年
再
版
本
『
増
補
絵
入
名
所
車
』、
文
政
十

三
年
改
刻
本
『
増
補
都
名
所
車
』（
池
田
東
籬
補
（あ
り
。

�

七
ざ
い
所
巡

道
し
る
べ

宝
暦
十
一
・
七

（
一
七
六
一
（

三
巻
三
冊

❶
三
十
五

❷
四
十
五

❸
三
十　

一
一
・
二

　
　

×

一
六
・
二

八
日

六
角
堂
前

×

行
田
耄
翁

道
中
記
集
成
（（
、〈
江
戸
〉

前
川
六
左
衛
門
・
奥
村
喜
兵

衛
版
（
享
和
二
・
四
後
印
（

〔
宝
暦
十
四
年
版
あ
り
。〕
享
和
二
年
の
求
版
本
は
、

巻
頭
に
序
・
凡
例
・
東
海
道
及
び
木
曽
路
の
略
行
程
表

が
付
さ
れ
る
。
❸
が
京
都
の
日
割
コ
ー
ス
。

�

大
和
名
所
記

明
和
六
・
一

（
一
七
六
九
（

一
冊

三
十
六

一
八

　

×
一
二

五
＋
一
地

区

南
都

×

東
大
、〈
奈
良
〉
井
筒
屋
庄

八
版

巻
頭
書
名
は
『
大
和
国
奈
良
並
国
中
寺
社
名
所
旧
跡

記
』。
一
地
区
は
伊
勢
に
関
す
る
も
の
。

�

都
名
所
道
案

内

安
永
九
・
九

（
一
七
八
〇
（

一
冊

二
十
四

八
×
一
九

七
地
区

三
条
大
橋

×

君
修

東
大
、
出
版
者
不
明
〔
破
れ
〕

�

大
和
廻
り
道

の
枝
折

天
明
三
・
二

（
一
七
八
三
（

一
冊

四
十
六

一
一
×

一
六
・
一

右
回

（
帯
解
村
→
こ
け
茶
屋
（

○

田
居
叟

道
中
記
集
成
（（
、
底
本
の
出

版
者
は
備
考
参
照

〈
奈
良
〉
千
葉
清
蔵
、〈
京
〉
小
川
多
左
衛
門
、〈
大

坂
〉
高
橋
平
助
・
柳
原
喜
兵
衛
版
。

�

京
案
内
道
し

る
べ

文
政
十
二
・
三

（
一
八
二
九
（

一
冊

四
十
七

一
五
・
五

　

×
一
一

六
日

三
条
大
橋

○

池
田
東
籬

東
大
、〈
京
〉
め
と
ぎ
や
宗

八
版
（
天
保
四
冬
後
印
（

天
保
四
年
後
印
本
あ
り
。

�

京
都
順
覧
記

天
保
二
・
七

（
一
八
三
一
（

三
巻
三
冊

❶
二
十
九

❷
六
十
三

❸
八
十
四

一
二
・
五

　

×
一
八

六
日

三
条
大
橋

○

池
田
東
籬

東
大
、〈
京
〉
竹
原
好
兵
衛

版

❶
は
大
名
屋
敷
等
の
一
覧
、
❷
は
日
割
コ
ー
ス
、
❸
は

町
鑑
。〔
元
治
二
、
慶
応
元
年
版
あ
り
。〕『
天
保
改
正

花
洛
名
所
記
』（
刊
不
明
（は
❷
と
同
版
。

�

袖
中
都
名
所

記

天
保
十
・
六

一
冊

八
十
九

七
・
五
×

一
六
・
五

六
日

三
条
大
橋

○

池
田
東
籬

早
大
、〈
京
〉
竹
原
好
兵

衛
・
平
野
屋
茂
兵
衛
版

『
京
都
順
覧
記
』
❷
と
同
順
路
。
内
容
と
挿
絵
が
増
補

さ
れ
る
。

（
注
（　

�
か
ら
�
ま
で
、
初
刊
年
の
早
い
順
に
並
べ
た
。
書
名
は
『
国
書
総
目
録
』（
岩
波
書
店
（
の
統
一
書
名
に
よ
る
。「
趣
向
」
は
日
割
コ
ー
ス
か
、
地
区
別
コ
ー
ス
か
を
示
し
た
も
の
で
、
そ
の
日
数
と
分
割
地
区
数

を
書
い
た
。「
右
回
」
は
、
特
に
コ
ー
ス
を
区
切
ら
ず
、
右
回
り
に
順
路
を
す
す
め
て
い
る
こ
と
を
い
う
。「
所
見
本
」
が
初
刊
本
で
な
い
場
合
は
、（　

（
に
記
し
た
。「
東
大
」
は
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
本
、「
早

大
」
は
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
掲
載
本
、「
新
修
京
都
叢
書
」
は
、
野
間
光
辰（
編
（『
新
修
京
都
叢
書
』
全
（（
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
、
再
版
、
一
九
七
六
年
（、「
道
中
記
集
成
」
は
、
今
井
金
吾

（
監
修
（『
道
中
記
集
成
』
全
（（
巻
別
３
巻
（
大
空
社
、
一
九
九
六
～
一
九
九
八
年
（
で
あ
る
。
後
印
や
改
刻
が
あ
る
場
合
は
備
考
に
示
し
、
筆
者
未
確
認
の
本
で
『
国
書
総
目
録
』
な
ど
に
あ
る
も
の
に
は
〔　

〕
を
付
し

た
。
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多
い
。

　

次
に
、『
京
城
勝
覧
』
に
は
、「
序
」
と
「
南
北
た
て
す
ぢ
の
町
の
名
」
の
羅

列
が
あ
る
。
序
文
は
「
神
武
天
皇
、
大
和
州
橿
原
の
都
を
初
て
立
玉
ひ
し
よ
り

こ
の
か
た
〔
…
〕」
と
、
遷
都
の
歴
史
を
う
た
い
な
が
ら
名
所
旧
跡
の
多
い
京

都
を
称
え
る
。
京
都
や
奈
良
の
案
内
記
で
は
、
こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
は
珍
し

く
な
く
、
表
１
で
も
�
�
�
�
�
�
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、『
雍
州
府
志
』

や
『
大
和
名
所
記
』
な
ど
、
総
合
的
地
誌
を
真
似
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
町
名
を
羅
列
す
る
点
も
、
�
�
�
�
�
に
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
後
の

京
都
を
対
象
と
し
た
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
の
典
型
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
町
名
の
羅
列
の
後
、『
京
城
勝
覧
』
で
は
、
洛
中
の
名
所
が
方
角

別
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
メ
イ
ン
の
日
割
コ
ー
ス
は
主
に
洛
外
の
名
所
で
編

成
さ
れ
て
い
る
。
京
都
で
は
な
い
が
、
�
『
大
和
廻
り
道
の
枝
折
』
も
、
今
で

言
う
奈
良
公
園
周
辺
の
名
所
を
コ
ー
ス
に
組
み
込
む
こ
と
な
く
、
巻
頭
に
分
け

て
解
説
す
る
。
基
点
と
な
る
洛
中
や
南
都
近
辺
の
名
所
は
、
遠
出
を
し
な
い
日

や
コ
ー
ス
の
行
き
帰
り
な
ど
に
、
い
つ
で
も
自
由
に
訪
ね
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
続
の
京
都
モ
デ
ル
コ
ー
ス
の
推
移
は
、
�
『
京
内

ま
い
り
』
が
ほ
ぼ
洛
中
の
み
の
コ
ー
ス
と
洛
外
を
付
録
と
す
る
『
京
城
勝
覧
』

と
逆
の
構
成
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
洛
中
洛
外
両
方
を
含
む
コ
ー
ス
編
成
へ

と
収
斂
さ
れ
る
。

　

コ
ー
ス
の
距
離
は
、
四
里
か
ら
九
里
と
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
後
期
の
�
�
�
に

は
十
里
以
上
の
コ
ー
ス
も
増
え
て
く
る
の
で
、『
京
城
勝
覧
』
の
も
の
は
、
比

較
的
ゆ
っ
た
り
し
た
コ
ー
ス
と
言
え
る
。
遠
方
に
行
く
時
は
見
物
す
る
箇
所
を

少
な
く
し
、
近
場
の
時
は
多
く
を
盛
り
込
む
等
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
出

発
地
点
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
宿
泊
施
設
が
集
ま
っ
て
い
た
三
条
辺
り

を
基
準
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
（（
（

。
以
後
も
こ
こ
を
基
点
と
す
る
案
内
記
が
ほ

と
ん
ど
で
、
表
１
�
�
�
�
�
で
は
、
三
条
辺
り
と
類
推
せ
ず
と
も
「
三
条
大

橋
」
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　
『
京
城
勝
覧
』
に
続
く
�
『
京
内
ま
い
り
』
に
は
、
序
は
な
い
が
「
凡
例
」

が
あ
り
、
こ
れ
も
以
後
、
�
�
�
�
�
と
、
諸
書
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

凡
例
は
箇
条
書
き
の
た
め
、
目
に
入
り
や
す
く
わ
か
り
や
す
い
の
が
利
点
で
あ

ろ
う
。「
専
順
道
を
も
と
ゝ
し
て
」「
案
内
の
人
の
手
引
な
く
し
て
見
る
」
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
構
成
し
た
こ
と
、「
道
の
り
は
三
条
の
大
橋
よ
り
の
行
程
」

で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
コ
ー
ス
内

容
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
日
割
コ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
も
、
本
文
の
途
中
に

「
次
の
日
順
道
」「
次
の
日
」
と
あ
る
の
を
見
て
は
じ
め
て
わ
か
る
と
い
う
憾
み

は
あ
る
。
�
�
�
も
、
一
日
、
二
日
と
数
字
を
振
ら
ず
、「
次
の
日
」
の
表
記

を
採
択
し
て
い
る
が
、「
凡
例
」
で
日
割
コ
ー
ス
仕
立
て
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
よ
う
に
改
善
さ
れ
て
い
る
。
�
『
七
ざ
い
所
巡
道
し
る
べ
』
は
、「
叙
」
に

よ
っ
て
、「
七
ざ
い
所
巡
」
が
西
国
三
十
三
所
巡
り
な
ど
の
よ
う
な
信
仰
の
た

め
の
順
路
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
か
ら
す
る
と
、「
七
ざ
い
所
」
と

は
、
伊
勢
、
大
和
、
高
野
山
、
大
坂
、
宇
治
・
伏
見
、
京
、
比
叡
山
を
指
す
ら

し
い
。
第
三
巻
が
洛
中
見
物
、
八
日
間
の
日
割
コ
ー
ス
と
な
る
が
、
注
目
す
べ
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き
は
、
六
角
堂
前
が
基
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
六
角
堂
頂
法
寺
は
、

西
国
巡
礼
三
十
三
所
の
第
十
八
番
札
所
で
あ
り
、
本
書
の
信
仰
的
特
性
に
適
合

し
て
い
る
。
洛
中
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
コ
ー
ス
の
基
点
と
し
て
も

適
当
で
は
あ
る
。

　

さ
ら
に
目
に
つ
く
の
は
、
日
割
コ
ー
ス
を
は
じ
め
る
前
に
「
廻
次
第
は
是
に

記
た
る
、
少
も
違
な
け
れ
ど
も
、
按
内
者
を
つ
れ
ざ
れ
ば
道
し
れ
ず
。
時
う
つ

り
心
を
い
た
め
て
あ
し
き
こ
そ
あ
り
。
案
内
者
は
必
つ
れ
べ
し
（
（（
（

」
と
、
案
内
人

の
同
伴
を
強
く
勧
め
る
点
で
あ
る
。
他
の
本
で
は
、
何
も
記
さ
な
い
か
、
あ
る

い
は
該
本
が
案
内
人
の
代
わ
り
に
な
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
珍

し
い
。『
七
ざ
い
所
巡
道
し
る
べ
』
は
、
コ
ー
ス
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
他
の

本
と
の
影
響
関
係
が
希
薄
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
本
書
が
表
１
に
お
け
る
唯
一

の
江
戸
版
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

�
『
大
和
名
所
記
（
（（
（

』
の
最
初
の
コ
ー
ス
に
見
出
し
は
な
い
が
、
南
都
界
隈
を

め
ぐ
る
も
の
ら
し
い
。
現
在
も
奈
良
観
光
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
の
地
域
を

最
初
に
据
え
、
一
丁
裏
～
二
十
一
丁
表
と
、
半
分
以
上
の
分
量
を
あ
て
て
い
る
。

残
り
の
コ
ー
ス
は
、「
南
都
東
山
よ
り
南
の
山
ま
で
」「
南
都
よ
り
西
山
北
よ
り

南
ま
で
」「
南
都
よ
り
み
な
み
平
地
」「
南
都
よ
り
西
北
南
ま
で
平
地
」
の
四
コ

ー
ス
、
計
五
コ
ー
ス
の
案
内
記
と
な
る
。
コ
ー
ス
名
に
わ
ざ
わ
ざ
「
平
地
」
を

付
し
て
い
る
が
、
同
じ
く
大
和
の
案
内
記
で
あ
る

�『
大
和
廻
り
道
の
枝
折
』

の
凡
例
に
も
、「
山
坂
悉
く
記
す
。
書
付
な
き
は
平
地
と
知
る
べ
し
」
と
あ
る
。

大
和
は
標
高
の
高
い
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
上
、
吉
野
や
竜
田
な
ど
の
主
要
名
勝

地
が
山
間
に
あ
る
た
め
、
土
地
の
起
伏
の
表
記
は
、
歩
い
て
旅
す
る
人
に
と
っ

て
有
用
な
情
報
で
あ
り
、
実
際
の
旅
に
沿
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

そ
し
て
、
本
書
の
巻
末
に
は
、
大
和
め
ぐ
り
の
前
後
に
訪
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
近
郊
の
名
勝
地
で
あ
る
高
野
山
、
和
歌
浦
、
伊
勢
の
名

所
に
つ
い
て
簡
略
な
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。
特
に
伊
勢
は
「
伊
勢
宮
め
ぐ
り

の
次
第
」
と
、
一
応
コ
ー
ス
に
も
な
っ
て
お
り
、
最
終
丁
の
「
伊
勢
よ
り
下
向

な
ら
へ
の
み
ち
」
も
、
伊
勢
参
宮
を
経
て
奈
良
に
入
る
参
詣
者
が
多
か
っ
た
当

時
を
反
映
し
て
い
る
（
（（
（

。

　

�
『
都
名
所
道
案
内
』
の
コ
ー
ス
は
、「
洛
中
之
分
」「
東
山
之
名
所
」「
西

山
之
名
所
」「
東
北
之
方
」「
東
南
之
方
」「
西
南
之
方
」「
東
南
之
方
」
の
七
コ

ー
ス
で
あ
る
。
名
所
の
項
目
名
を
大
き
く
、
説
明
を
小
さ
く
記
す
こ
と
に
よ
っ

て
め
り
は
り
を
つ
け
、
項
目
名
の
右
に
は
三
条
大
橋
か
ら
の
距
離
が
小
さ
く
示

し
て
あ
る
。
�
『
京
都
順
覧
記
』
は
、
こ
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
採
っ
て
お
り
、

順
路
や
本
文
も
似
通
っ
て
い
る
た
め
、
本
書
を
利
用
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
本
書
が
三
つ
の
標
示
記
号
を
使
い
分
け
て
い
る
点
に
も
注
目
す

べ
き
だ
ろ
う
。
地
区
別
コ
ー
ス
に
入
る
前
に
「
�
此
印
三
条
大
橋
よ
り
道
の
り

　

●
此
印
順
々
へ
の
道
の
り　

△
此
印
開
基
よ
り
安
永
九
年
ま
で
の
年
数
」
と

予
め
取
り
決
め
を
行
っ
て
い
る
。
�
『
京
内
ま
い
り
』
も
「
△
」
を
「
道
筋
を

こ
と
は
る
」
記
号
と
し
て
「
凡
例
」
か
ら
打
ち
出
し
て
い
た
が
、
本
書
の
場
合
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は
、
数
種
を
使
い
分
け
た
初
期
の
例
と
な
る
（
（（
（

。

　

�
『
大
和
廻
り
道
の
枝
折
』
も
、
標
示
記
号
を
使
い
分
け
て
い
る
案
内
記
で

あ
る
。
巻
頭
の
「
凡
例
」
に
よ
る
と
、「
□
」
が
駅
宿
の
印
、「
○
」
は
道
筋
に

あ
る
寺
社
の
印
、「
●
」
は
道
筋
に
な
い
も
の
の
名
高
い
寺
社
の
印
、「
�
」
は

道
筋
村
里
の
印
、「
△
」
は
道
筋
を
こ
と
わ
る
印
、
計
五
つ
、
と

� 

『
都
名
所

道
案
内
』
よ
り
も
多
い
数
を
使
用
す
る
。
ま
た
、
道
筋
に
は
罫
線
を
引
い
て
あ

ら
わ
す
な
ど
、
�
『
京
内
ま
い
り
』
で
も
使
用
済
み
の
手
法
が
応
用
さ
れ
て
お

り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
視
覚
的
効
果
も
改
善
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
コ
ー
ス
に
区
切
ら
ず
、
右
回
り
に
順
路
を

記
す
が
、
区
切
り
が
な
く
と
も
、
読
者
は
先
の
印
を
参
考
に
し
て
、
容
易
に
泊

ま
る
場
所
を
選
択
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
の
�
�
�
は
、
み
な
池
田
東
籬
（
一
七
八
八
～
一
八
五
七
（
の
案
内
記

で
あ
る
。
彼
は
、
�
『
名
所
車
』
が
改
刻
さ
れ
る
時
に
、
増
補
を
行
っ
た
人
物

で
も
あ
り
、
こ
の
他
に
も
多
く
の
地
図
・
地
誌
製
作
に
携
わ
っ
た
。
読
本
作
者

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

�
『
京
案
内
道
し
る
べ
』
は
、
初
期
の
三
作
（
�
�
�
（
の
後
印
本
が
流
通

し
続
け
る
中
で
、
百
年
ぶ
り
に
登
場
し
た
日
割
コ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
序
に

「
日
か
ず
纔
に
し
て
見
所
多
く
し
る
べ
せ
ん
よ
し
も
哉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
わ

ず
か
六
日
間
に
洛
中
洛
外
両
方
の
名
所
を
含
む
よ
う
、
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
十

七
日
の
『
京
城
勝
覧
』
と
比
べ
て
も
、
石
清
水
八
幡
宮
と
山
崎
の
二
コ
ー
ス
が

な
い
だ
け
で
あ
り
、
な
か
に
は
十
四
里
と
い
う
ゆ
と
り
の
な
い
コ
ー
ス
も
あ
る

が
、
費
用
の
関
係
で
長
期
滞
在
で
き
な
い
地
方
か
ら
の
旅
人
に
と
っ
て
は
、
あ

り
が
た
い
案
内
書
だ
っ
た
に
違
い
な
い
（
（（
（

。

　

そ
れ
か
ら
、
表
１
に
お
い
て
目
録
が
あ
る
の
は
、『
京
城
勝
覧
』
と
本
書
の

み
で
あ
る
と
前
に
述
べ
た
が
、
本
書
の
目
録
は
特
に
充
実
し
て
い
る
。
は
じ
め

に
「
東
の
方　

第
一
日
め
」
と
見
出
し
が
あ
っ
て
、「
三
条
大
橋　

矢
田
寺

…
」
と
そ
の
日
に
廻
る
細
か
い
名
所
旧
跡
が
三
段
の
段
割
り
で
羅
列
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
名
所
に
は
、
さ
ら
に
割
書
で
右
行
に
は
「
間
々
の
里
数
」
が
、
左
行

に
は
三
条
「
大
橋
よ
り
里
数
」
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
京
城
勝
覧
』
の
目
録
が
文
章
に
な
っ
て
い
る
の
に
比
べ
、
こ
れ
は
、
辞
書
の

索
引
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
特
定
の
名
所
を
探
す
の
に
便
利
で
あ
り
、

特
に
コ
ー
ス
を
辿
ら
ず
と
も
そ
こ
を
訪
ね
ら
れ
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。

　

同
じ
東
籬
の
著

�『
京
都
順
覧
記
』
は
、
二
冊
目
が
日
割
コ
ー
ス
で
あ
り
、

前
作
と
同
じ
六
日
間
の
コ
ー
ス
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
は
関
連
が
薄
く
、

前
述
し
た
よ
う
に
形
式
や
順
路
を

�『
都
名
所
道
案
内
』
に
倣
い
、
解
説
等
に

増
補
を
加
え
て
い
る
。
日
割
コ
ー
ス
の
距
離
は
、
十
五
里
、
十
九
里
な
ど
が
あ

り
、
前
に
も
増
し
て
困
難
な
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
が
、
前
作
で
は
省
略
し
て

い
た
石
清
水
八
幡
宮
と
山
崎
を
も
コ
ー
ス
に
入
れ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
書
に
は
、
前
作
の
よ
う
に
充
実
し
た
目
録
は
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
、
縁

起
や
歴
史
な
ど
、
名
所
の
沿
革
が
よ
り
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
次

作
の

�『
袖
中
都
名
所
記
』
は
、
本
書
と
同
じ
順
路
の
六
日
間
の
日
割
コ
ー
ス

で
あ
る
が
、
従
来
巻
頭
に
あ
っ
た
地
図
の
よ
う
な
名
所
図
を
な
く
し
、
代
わ
り
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に
本
文
途
中
に
『
都
名
所
図
会
』
の
よ
う
な
挿
絵
を
は
さ
む
な
ど
、
読
み
物
と

し
て
の
面
白
み
を
足
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
要
約
簡
便
化
さ
れ
る
な
か
に
も
、

案
内
記
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
重
点
を
置
く
部
分
を
異
に
し
、
他
書
と
の
差
別
化

を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
の
概
要
を
確
認
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
も
と

に
特
に
京
都
を
対
象
と
す
る
案
内
記
に
つ
い
て
総
合
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、

当
初
の
十
七
日
、
三
日
か
ら
八
日
、
七
地
区
、
六
日
と
、
一
週
間
前
後
に
落
ち

着
い
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
七
日
前
後
と
い
う
日
程
が
意
味
す
る
も
の

は
何
だ
ろ
う
か
。
日
割
コ
ー
ス
を
八
日
に
ま
と
め
た

�『
七
ざ
い
所
巡
道
し
る

べ
』（
三
六
八
～
三
六
九
頁
（
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

京
へ
着
て
、
少
も
た
ゆ
み
な
く
巡
め
ぐ
り

所と
こ
ろを

め
ぐ
る
べ
し
。
さ
は
り
出
来
て
見

残
て
帰
た
る
人
多
く
あ
り
。
巡
め
ぐ
り

所と
こ
ろを

不の
こ

残ら
ず

め
ぐ
り
て
、
其
後
に
あ
る
ひ
は

芝
居
な
ど
を
見
、
あ
る
ひ
は
休
息
す
べ
し
。

毎
日
の
巡
め
ぐ
り

所と
こ
ろは

、
京
都
に
長な
が
く

滞た
い

留り
う

す
る
人
は

少
す
く
な
く、

滞
留
の
日
数
少
き
人

は
お
ほ
き
故
、
滞
留
の
日
数
少
に
相
応
を
は
か
ら
ひ
て
し
る
せ
り
。

　
「
少
も
た
ゆ
み
な
く
」「
め
ぐ
る
べ
し
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ー

ス
は
ゆ
っ
た
り
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
京
都
に
滞
留
す
る
日
数
に
よ
っ
て

調
節
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
コ
ー
ス
は
「
滞
留
の
日
数
少
き
人
」
に
合
わ
せ
て
い

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
短
期
滞
在
と
長
期
滞
在
の
両
方
に
通
用
す
る
よ
う
、
で

き
る
限
り
圧
縮
し
た
コ
ー
ス
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

�
～
�
の
著
者
東
籬
は
、
六
日
間
の
コ
ー
ス
に
、
洛
中
洛
外
を
含
む
京
都
の

ほ
ぼ
全
域
を
ま
と
め
て
い
た
が
、
こ
れ
も
同
じ
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
旅
に
通
用
す

る
よ
う
、
普
遍
化
を
ね
ら
っ
た
結
果
だ
ろ
う
。
彼
は
、
�
『
京
都
順
覧
記
』
の

改
題
本
『
天
保
改
正
花
洛
名
所
記
』
の
凡
例
に
お
い
て
、「
日
数
わ
づ
か
六
日

を
か
ぎ
り
と
。
洛
中
を
一
日
と
し
、
五
日
を
以
て
都
の
四
方
を
廻
ら
し
め
ん
と

す
」
と
、「
わ
づ
か
六
日
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
洛
中

洛
外
の
コ
ー
ス
を
六
つ
以
下
に
ま
と
め
る
の
が
難
し
い
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ

り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、「
要
約
簡
便
化
」
が
、
限
界
ま
で
試
み
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
も
っ
と
も
、
た
だ
単
純
に
コ
ン
パ
ク
ト
化
し
て
い
た
訳

で
は
な
い
。
山
近
氏
の
論
稿
で
検
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
（（
（

、
東
籬
の
案
内
記
の

コ
ー
ス
は
洛
中
近
郊
の
も
の
か
ら
記
載
さ
れ
、
最
初
の
方
の
コ
ー
ス
だ
け
を
巡

っ
て
も
最
大
の
効
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
工
夫
も
凝
ら
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
発
展
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
も
、
初
期
の
�
『
京

城
勝
覧
』
や

�『
京
内
ま
い
り
』
か
ら
構
想
を
得
て
、
改
善
を
施
し
た
か
ら
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
�
『
京
城
勝
覧
』
は
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
仕
立
て
に
着
想
し

た
最
初
の
案
内
記
と
し
て
の
意
義
が
あ
り
、
後
年
の
継
承
・
発
展
を
踏
ま
え
る

と
、
そ
の
画
期
性
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
二
章
で

は
、『
京
城
勝
覧
』
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
具
体
的
に

検
証
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
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近世案内記における観光モデルコースの登場

二
、『
京
城
勝
覧
』
の
成
立
過
程

　
『
京
城
勝
覧
』
の
著
者
、
益
軒
は
京
都
出
身
で
は
な
い
。
た
だ
、
若
い
時
に

藩
の
計
ら
い
に
よ
り
六
年
間
の
京
都
遊
学
を
果
た
し
、
以
後
も
、
一
年
前
後
の

長
期
滞
在
を
五
回
ほ
ど
経
験
、
短
期
滞
在
も
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
訪
問
回
数
は

生
涯
二
十
四
度
に
の
ぼ
っ
た
（
（（
（

。
彼
の
日
記
に
は
、『
京
城
勝
覧
』
に
書
い
た
内

容
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
物
語
る
か
の
よ
う
に
、
各
地
に
出
か
け
た
記
録

が
残
さ
れ
て
い
る
。
季
節
ご
と
の
花
見
や
月
見
、
寺
社
の
祭
に
参
加
し
、
と
き

に
は
近
郊
の
伏
見
や
吉
野
、
宇
治
等
に
足
を
の
ば
し
た
。
ま
た
、
元
禄
元
年

（
一
六
八
八
（
や
同
二
年
に
は
松
ヶ
崎
や
北
野
、
貴
船
等
に
薬
草
調
査
に
出
向

い
て
い
る
。
益
軒
は
、
お
そ
ら
く
多
く
の
京
都
人
よ
り
も
京
都
を
知
り
尽
く
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
妻
の
東
軒
を
伴
っ
て
上
京
し
た
際
に
は
、
京
都
の
名

所
を
ま
と
め
て
訪
ね
て
お
り
、『
京
城
勝
覧
』
執
筆
の
参
考
に
な
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
元
禄
四
年
四
月
の
日
記
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

四
日　

家
婦
と
東
山
を
同
遊
す
。
花
、
猶
残
る
。
今
日
遊
観
の
処
は
、
大

仏
・
三
十
三
間
堂
・
泉
涌
寺
・
今
熊
野
・
建
仁
寺
・
六
波
羅
・
清
水
・
霊

山
長
楽
寺
・
丸
山
�
園
・
高
台
寺
・
知
恩
院
・
庚
申
堂
な
り
。

五
日　

妙
心
寺
・
仁
和
寺
・
等
持
院
・
竜
安
寺
・
金
閣
寺
・
鷹
峰
大
徳

寺
・
今
宮
・
北
野
に
往
く
。

八
日　

誓
願
寺
・
六
角
堂
に
往
く
。

十
二
日　

百
万
遍
・
黒
谷
・
銀
閣
寺
・
万
無
寺
・
吉
田
・
鹿
谷
・
光
雲

寺
・
永
観
堂
・
南
禅
寺
・
青
蓮
院
に
往
く
。

十
五
日　

頂
妙
寺
に
往
き
、
藤
の
花
を
見
る
。
南
禅
寺
に
往
き
、
秉
払
を

見
る
。
又
、
安
井
門
跡
の
藤
の
花
を
見
る
。

十
七
日　

坂
本
に
往
き
、
無
勒
寺
に
登
る
。
山
王
祭
を
見
る
。
辛
崎
・
松

下
に
往
き
、
二
更
に
し
て
帰
る
。

十
九
日　

東
西
本
願
寺
に
往
き
、
西
本
願
寺
の
美
屋
を
見
る
。
又
、
本
国

寺
に
往
く
。

二
十
五
日　

金
閣
寺
・
北
野
・
高
尾
・
牧
尾
・
栂
尾
・
嵯
峨
・
松
尾
に
往

く
。

　

こ
の
よ
う
な
妻
と
の
見
物
日
程
は
、『
京
城
勝
覧
』
の
も
の
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、『
京
城
勝
覧
』
の
日
割
コ
ー
ス
を
組
む

ひ
と
つ
の
目
安
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
日
記
に
は
「
家
婦
、
大
原
野

に
往
く
」「
家
婦
、
嵯
峨
に
往
く
」
な
ど
の
記
述
も
見
え
、
益
軒
の
公
務
や
友

人
と
の
用
事
が
あ
る
時
に
、
東
軒
は
別
行
動
で
遊
山
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
東
軒
の
見
物
は
、
予
め
説
明
さ
れ
た
益
軒
の
道
案
内
の
も

と
に
決
行
さ
れ
た
と
見
て
よ
く
、
益
軒
の
京
都
に
関
す
る
知
識
は
、
周
り
の

人
々
の
便
を
助
け
て
い
た
。
さ
ら
に
益
軒
は
、
公
の
場
で
も
京
都
に
関
す
る
質

問
を
受
け
て
お
り
、「
益
軒
先
生
年
譜
（
（（
（

」
の
元
禄
二
年
四
月
に
は
、
藩
主
綱
政

が
「
親
し
く
京
師
の
事
を
問
う
」
と
あ
り
、
ま
た
、
同
五
年
十
一
月
に
は
、
前
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藩
主
光
之
が
「
先
生
を
召
し
て
京
師
之
事
を
問
う
」
と
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な

京
都
に
関
す
る
長
年
の
経
験
と
知
識
が
、『
京
城
勝
覧
』
を
編
む
た
め
の
下
敷

き
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
土
台
を
も
と
に
、『
京
城
勝
覧
』
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
著
述
・
編
集
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
割
コ
ー
ス
を
組
む
作
業
な
ら
と
も
か

く
、
名
所
の
解
説
ま
で
経
験
だ
け
に
頼
る
の
は
難
し
い
。『
京
城
勝
覧
』
の
序

に
も
あ
る
よ
う
に
、
山
城
に
つ
い
て
は
「
外
に
も
詳
に
し
る
せ
る
書
あ
ま
た
あ

れ
ば
、
か
う
が
へ
見
」
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
益
軒
自
身
も
先
行
の
地
誌
を

参
照
し
て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
が
身
近
に
あ
る
文
献
な
ら
ば
、

さ
ら
に
利
便
性
が
増
す
だ
ろ
う
。
益
軒
の
「
家
蔵
書
目
録
（
（（
（

」
に
は
、『
雍
州
府

志
』
と
『
京
羽
二
重
』
の
二
書
が
見
え
る
。

　
『
雍
州
府
志
』
は
、
一
章
で
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
黒
川
道
祐
（
？
～
一
六

九
一
（
の
著
で
、
自
序
に
よ
る
と
、
彼
は
洛
中
洛
外
を
た
び
た
び
歩
い
て
地
理

を
考
察
、
古
記
録
や
金
石
文
を
書
き
と
め
る
な
ど
の
精
密
な
調
査
に
基
づ
き
、

中
国
の
地
誌
で
あ
る
『
大
明
一
統
志
』
に
模
し
て
書
い
た
と
い
う
。
内
容
は
雍

州
、
即
ち
山
城
一
国
の
地
理
・
沿
革
・
寺
社
・
土
産
・
古
跡
・
陸
墓
を
詳
記
し

た
漢
文
体
地
誌
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
他
、
京
都
の
年
中
行
事
を
詳
述
し
た
『
日

次
紀
事
』
を
は
じ
め
、『
芸
備
国
郡
志
』『
有
馬
地
誌
』
な
ど
も
著
し
て
い
る
。

事
実
、
道
祐
は
益
軒
と
交
遊
の
あ
っ
た
人
物
で
、
上
京
し
た
際
の
日
記
に
し
ば

し
ば
登
場
す
る
（
（（
（

。
道
祐
が
友
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
彼
の
著
書
が
実
際
の

体
験
と
長
年
の
考
証
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、

『
雍
州
府
志
』
は
『
京
城
勝
覧
』
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
左

に
一
例
を
示
そ
う
（
（（
（

。

本
涌
寺　

松
か
崎
に
在
り
。
日
蓮
宗
に
し
て
立
本
寺
に
属
す
。
能
化
の
僧
、

之
に
住
す
。
所
化
の
僧
多
し
。
日
蓮
宗
に
於
て
是
を
談
所
と
謂
ひ
、
又
学

室
と
称
す
也
。

妙
泉
寺　

同
処
に
在
り
。
日
蓮
宗
妙
伝
寺
の
末
寺
也
。
凡
そ
此
の
村
の
人
、

悉
く
日
蓮
宗
な
り
。
毎
年
七
月
十
六
日
の
夜
、
男
女
此
の
庭
に
聚
り
、

各
々
法
華
経
題
目
を
唱
ふ
。
踊
躍
を
作
す
、
是
を
題
目
躍
り
と
謂
ふ
。
山

上
炬
を
以
て
妙
法
の
二
字
を
点
す
。 

（『
雍
州
府
志
』
二
七
六
頁
（　

松
か
崎　

み
そ
ろ
池
の
東
、
ひ
え
の
山
の
西
に
あ
り
。
是
よ
り
狐
坂
を
越

て
岩
倉
に
行
道
あ
り
。
○
本
涌
寺 

日
蓮
宗
の
談
所
な
り
。
妙
泉
寺 

同
宗

な
り
。
此
里
の
人
は
日
蓮
宗
な
り
。
毎
年
七
月
十
六
日
の
夜
、
男
女
此
寺

の
庭
に
あ
つ
ま
り
て
、
法
華
の
題
目
を
と
な
へ
て
お
ど
る
。
山
上
に
は
此

夜
、
松
明
を
以
妙
法
の
二
字
を
大
に
と
も
す
。
京
よ
り
よ
く
見
ゆ
。

 

（『
京
城
勝
覧
』
下
、
四
十
九
丁
表
～
裏
（　

　

益
軒
の
作
業
を
順
に
見
て
い
く
と
、
ま
ず
、
見
出
し
を
寺
名
の
代
わ
り
に
地

名
の
「
松
か
崎
」
に
し
、
近
郊
の
名
所
と
の
連
絡
を
書
く
。
そ
し
て
、『
雍
州

府
志
』
の
「
本
涌
寺
」
の
項
目
か
ら
「
日
蓮
宗
」
と
「
談
所
」
と
い
う
言
葉
を
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抜
き
出
し
、「
日
蓮
宗
」
の
反
復
を
避
け
て
「
妙
泉
寺 

同
宗
な
り
」
と
す
る
。

そ
の
後
の
「
妙
泉
寺
」
の
説
明
は
ほ
ぼ
『
雍
州
府
志
』
の
も
の
を
採
り
、
益
軒

は
最
後
に
「
京
よ
り
よ
く
見
ゆ
」
の
一
文
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
万

無
寺
や
清
閑
寺
、
岩
屋
山
な
ど
、
同
じ
よ
う
な
例
は
多
数
見
ら
れ
、
部
分
的
な

利
用
も
合
わ
せ
る
と
、『
京
城
勝
覧
』
の
三
百
三
十
五
項
目
中
、
八
十
項
目
、

つ
ま
り
約
四
分
の
一
の
項
目
で
『
雍
州
府
志
』
を
何
ら
か
の
形
で
用
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

一
方
、
水
雲
堂
孤
松
子
著
『
京
羽
二
重
（
（（
（

』（
六
巻
六
冊
、
貞
享
二
年
〔
一
六
八

五
〕
刊
（
は
、『
雍
州
府
志
』
に
次
い
で
多
く
取
材
さ
れ
て
い
る
本
で
あ
る
。

益
軒
の
「
家
蔵
私
書
価
録
（
（（
（

」
に
よ
る
と
、『
雍
州
府
志
』
と
同
時
期
に
『
京
羽

二
重
』
を
購
入
し
て
い
た
の
で
、
一
緒
に
参
照
し
た
の
も
頷
け
る
。『
京
羽
二

重
』
は
、
町
鑑
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
内
容
が
一
覧
の
箇
条
書
き
形

式
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
索
引
か
ら
引
く
よ
う
に
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
益
軒
は
、『
雍
州
府
志
』
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
細
か
い
尺
や

里
数
に
関
し
て
、
本
書
を
主
に
用
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
京
城
勝

覧
』「
大
仏
」
の
項
目
で
、
高
さ
に
は
じ
ま
り
「
口
の
ひ
ろ
さ
」
な
ど
様
々
な

寸
法
を
記
す
が
、
こ
れ
は
『
雍
州
府
志
』
に
は
な
い
の
に
対
し
、『
京
羽
二

重
』
に
は
「
大
仏
殿
寸
尺
」
が
あ
っ
て
具
体
的
な
長
さ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
補
助
的
役
割
の
外
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。『
京
城

勝
覧
』
序
、
冒
頭
の
「
平
安
城
は
山
城
州
愛
宕
郡
宇
多
の
邑
に
あ
り
。
神
武
天

皇
、
大
和
州
橿
原
の
都
を
初
て
立
玉
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
大
和
河
内
摂
津
山

城
近
江
長
門
な
と
に
宮
所
を
定
め
玉
ふ
事
三
十
五
度
、
遷
都
は
四
十
余
度
に
及

べ
り
」
に
関
し
て
、『
京
羽
二
重
』
も
、
同
じ
く
巻
一
の
最
初
の
項
目
で
「
遷

都
」
を
扱
い
、「
神
武
天
皇
」
か
ら
順
に
記
す
。『
雍
州
府
志
』
巻
一
に
も
遷
都

関
連
事
項
が
載
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
冒
頭
で
は
な
く
文
章
の
途
中
に
あ
り
、

山
城
へ
の
遷
都
に
限
定
さ
れ
て
い
て
「
神
武
天
皇
」
は
登
場
し
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
益
軒
は
、
自
分
の
経
験
を
も
と
に
し
つ
つ
、『
京
城
勝

覧
』
の
開
始
部
分
や
項
目
ご
と
の
解
説
文
に
お
い
て
、
家
蔵
書
を
参
考
に
し
て

執
筆
の
助
け
に
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
大
部
の
詳
細
な
地
誌
を
編
述
に
利
用

し
て
い
る
点
は
、
当
時
の
「
総
合
的
地
誌
」
の
「
要
約
簡
便
化
」
の
流
れ
と
も

符
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
先
行
の
地
誌
を
要
約
す
る

の
は
、
い
わ
ば
当
然
の
作
業
で
あ
り
、
目
新
し
い
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
は
、

先
述
し
た
よ
う
に
、『
京
城
勝
覧
』
の
意
義
は
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
の
設
定
と
い

う
初
の
試
み
に
あ
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
の
発
想
の
源
は
ど
こ
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

前
述
し
た
妻
と
の
京
巡
り
の
経
験
も
、
下
敷
き
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
実

は
、
日
割
コ
ー
ス
の
趣
向
の
手
が
か
り
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
書
が
、
益
軒

の
読
書
目
録
で
あ
る
「
玩
古
目
録
（
（（
（

」
に
見
え
る
。「
玩
古
目
録
」
貞
享
四
年

（
一
六
八
七
（
六
月
の
項
目
、『
雍
州
府
志
』
の
一
つ
前
に
並
ん
で
記
さ
れ
て
い

る
『
鎌
倉
志
』（
八
巻
十
二
冊
、
貞
享
二
年
刊
（
で
あ
る
。『
鎌
倉
志
』
は
、
別

書
名
『
新
編
鎌
倉
志
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
本
で
、
水
戸
光
圀
の
延
宝
元
年

（
一
六
七
三
（
の
見
聞
記
を
も
と
に
、
彰
考
館
の
河
井
恒
久
ら
が
編
纂
し
た
総
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合
的
地
誌
で
あ
る
。
四
百
四
十
三
の
名
所
旧
跡
を
百
十
九
の
文
献
史
料
を
も
と

に
考
証
し
て
お
り
、
以
後
数
多
く
の
紀
行
文
や
案
内
記
に
引
用
さ
れ
、
鎌
倉
の

地
理
書
に
影
響
を
与
え
た
（
（（
（

。

　

そ
の
「
新
編
鎌
倉
志
凡
例
」
に
「
巻
毎
に
一
日
の
行
程
を
量
り
、
録
し
て
一

冊
と
為
し
、
以
て
歴
覧
に
便
り
す
（
（（
（

」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、『
鎌
倉
志
』
の
場
合
、

一
巻
が
一
日
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
首
巻
を
除
く
と
計
八
日
の
行
程
に

な
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
言
及
は
、
他
の
箇
所
に
は
見
あ
た
ら
ず
、

凡
例
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
い

ま
ま
終
わ
る
だ
ろ
う
。
管
見
の
限
り
で
は
、
先
行
研
究
で
も
こ
の
趣
向
に
関
し

て
触
れ
た
も
の
が
な
く
（
（（
（

、
本
書
の
重
点
が
日
割
コ
ー
ス
に
置
か
れ
て
い
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
比
べ
、『
京
城
勝
覧
』
は
、
巻
頭
か
ら
十
七
日
の
日
割
コ
ー
ス
と
そ

の
日
の
歩
行
距
離
を
整
然
と
目
録
に
並
べ
て
示
し
て
あ
る
。
日
割
コ
ー
ス
で
あ

る
こ
と
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
お
り
、
本
書
の
売
り
込
む
べ
き
長
所
と
し
て
捉

え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
寺
社
の
解
説
な
ど
の
内
容
で
な
く
、
モ

デ
ル
コ
ー
ス
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
最
大
の
特
長
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
加
え
て
、『
鎌
倉
志
』
の
大
本
十
二
冊
と
い
う
体
裁
は
、
携
帯
用
と
い
う

よ
り
机
上
用
で
あ
る
。
当
時
の
旅
に
お
い
て
一
番
身
近
な
参
照
源
は
、
必
然
的

に
モ
デ
ル
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
知
人
の
紀
行
文
や
覚
書
で
あ
り
、
そ
れ
を
片

手
に
旅
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
そ
れ
を
普
遍
化
し
て
、
小
型
案
内
記
と

し
て
公
刊
し
た
点
に
、『
京
城
勝
覧
』
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

三
、『
京
城
勝
覧
』
の
後
続
案
内
記
へ
の
影
響

　

㈠　

日
割
コ
ー
ス
の
趣
向
を
借
り
た
『
京
内
ま
い
り
』

　

洛
外
十
七
日
コ
ー
ス
の
�
『
京
城
勝
覧
』
と
、
洛
中
三
日
コ
ー
ス
の
�
『
京

内
ま
い
り
』
は
、
そ
の
対
照
的
な
構
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
刊
年
が
近
い
こ

と
も
あ
っ
て
、
直
接
的
な
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
、
一
章
で
述
べ
た
。
こ

こ
で
は
、
本
文
を
詳
し
く
対
比
し
、
両
書
の
類
似
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
ず
は
、
両
書
に
共
通
し
て
あ
る
町
鑑
の
よ
う
な
通
り
名
の
羅
列
に
お
い
て
、

各
々
の
通
り
名
に
施
さ
れ
た
説
明
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
特
に
、
最
後
の
通
り

で
あ
る
「
朱
雀
」
の
す
ぐ
後
に
付
さ
れ
た
説
明
は
、

朱
雀　

今
は
千
本
通
と
い
ふ
。
是
よ
り
西
は
人
家
な
し
。
又
所
に
よ
り
て

大
宮
よ
り
に
し
に
人
家
な
き
所
あ
り
。 

（『
京
城
勝
覧
』
上
、
三
丁
裏
（　

朱
雀　

今
は
千
本
通
と
い
ふ
。
是
よ
り
西
は
人
家
な
し
。
又
所
に
よ
り
て
、

大
宮
よ
り
西
に
人
家
な
き
所
も
有
。 

（『
京
内
ま
い
り
』
二
丁
表
（　

と
、『
京
内
ま
い
り
』
の
改
行
と
、
最
後
の
方
に
「
も
」
を
入
れ
て
い
る
こ
と

を
除
け
ば
、
全
く
の
同
文
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
『
京
内
ま
い
り
』
の
い
よ

い
よ
日
割
コ
ー
ス
に
入
る
直
前
に
、
こ
れ
ま
で
羅
列
し
て
き
た
通
り
の
名
前
を

実
践
で
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
、
用
語
説
明
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
、『
京
城
勝
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覧
』
で
行
わ
れ
て
い
た
記
述
で
あ
っ
た
。
左
に
両
書
の
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

京
都
の
町
、
南
北
を
縦
と
し
、
東
西
を
横
と
す
。
縦
町
な
れ
ば
、
北
に
ゆ

く
を
あ
が
る
と
云
。
南
に
ゆ
く
を
さ
が
る
と
云
。
横
町
な
れ
ば
、
何
の
町

を
東
へ
入
、
西
へ
入
と
云
。
す
べ
て
此
四
言
を
も
つ
て
町
を
尋
れ
ば
、
ま

ぎ
れ
な
く
た
づ
ね
や
す
し
。 

（『
京
城
勝
覧
』
上
、
一
・
二
丁
表
（　

さ
て
、
町
所
を
た
づ
ぬ
る
に
四
つ
の
こ
と
葉
あ
り
。
南
北
の
た
つ
町
を
、

北
へ
ゆ
く
を
あ
が
る
と
い
ふ
。
南
へ
ゆ
く
を
さ
が
る
と
い
ふ
。
よ
こ
町
な

れ
ば
、
あ
の
通
を
ひ
が
し
へ
い
る
、
に
し
へ
い
る
と
い
ひ
て
、
た
づ
ぬ
へ

し
。 

（『
京
内
ま
い
り
』
四
丁
裏
（　

　
「
～
に
（
へ
（
ゆ
く
を
～
と
云
（
い
ふ
（」
と
い
う
文
章
、「
四
言
」「
四
つ
の

こ
と
葉
」
を
も
っ
て
「
た
づ
」
ね
る
と
い
う
単
語
の
選
択
な
ど
、
酷
似
し
て
い

る
。
そ
の
後
、
順
路
に
入
っ
て
か
ら
も
、
第
一
所
目
か
ら
流
用
の
跡
が
見
ら
れ

る
。

○
内
裏　

凡
人
常
の
時
御
門
に
入
ら
ず
。
時
に
よ
り
、
御
免
あ
り
て
拝
観

す
る
日
あ
り
。

○
仙
洞
御
所　

○
女
院
御
所　

此
二
御
所
も
拝
覧
な
り
が
た
し
。

○
親
王
の
御
宅
幷
諸
官
家

以
上
、
御
築
地
の
内
に
有
。
御
築
地
の
内
、
凡
人
籃
輿
に
の
ら
ず
。

 

（『
京
城
勝
覧
』
上
、
四
丁
裏
～
五
丁
表
（　

禁
中　

南
北
百
九
拾
八
間　

東
西
百
弐
拾
五
間
半 

凡
常
の
時
御
門
に
入

ら
ず
。
時
に
よ
り
、
御
免
し
あ
り
て
拝
覧
す
る
日
あ
り
。〔
…
〕

○
仙
洞
御
所　

南
北
百
七
拾
四
間
半　

東
西
百
五
拾
四
間
半

○
院
御
所　

南
北
百
拾
五
間
半　

東
西
百
弐
拾
六
間
半

○
親
王
の
御
宅
幷
諸
官
家 

御
築
地
の
内
に
有
。
惣
築
地
南
北
八
丁
余
、

東
西
六
丁
余
。
此
内
凡
人
籃
輿
に
の
る
事
を
ゆ
る
さ
ず
。

 

（『
京
内
ま
い
り
』
五
丁
表
（　

　
『
京
内
ま
い
り
』
が
「
内
裏
」
を
「
禁
中
」
と
し
、
具
体
的
な
尺
を
加
え
て

い
る
が
、
項
目
の
立
て
方
と
説
明
部
分
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
こ
こ
ま
で

似
て
い
る
の
を
、
単
純
に
偶
然
と
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
両
書
が
同
じ
参
考
文
献
を
利
用
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
益
軒
は
、

『
雍
州
府
志
』
や
『
京
羽
二
重
』
等
、
先
行
の
地
誌
を
利
用
す
る
に
し
て
も
か

な
り
の
改
編
を
加
え
て
お
り
、『
京
内
ま
い
り
』
が
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
こ
こ

ま
で
の
類
似
を
為
す
の
は
不
可
能
に
近
い
た
め
、
や
は
り
『
京
城
勝
覧
』
を
直

接
参
照
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
右
の
「
禁
中
」
以
後
の
コ
ー
ス
内
容
に
お
い
て
は
、
類
似
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
見
当
た
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
両
書
の
コ
ー
ス
編
成
は
対
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照
的
で
あ
っ
た
の
で
、
用
い
る
に
は
不
適
当
で
あ
り
、
こ
の
後
は
、『
京
童
』

や
『
京
羽
二
重
』
な
ど
、
他
の
文
献
を
参
照
し
て
い
る
（
（（
（

。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

せ
よ
『
京
内
ま
い
り
』
が
巻
頭
部
分
に
お
い
て
『
京
城
勝
覧
』
を
利
用
し
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
仕
立
て
の
趣
向
を
真
似
た
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。

　
『
京
内
ま
い
り
』
の
作
者
は
、
お
そ
ら
く
『
京
城
勝
覧
』
を
見
て
モ
デ
ル
コ

ー
ス
案
内
記
の
需
要
を
見
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
京
城
勝
覧
』
と

重
複
し
な
い
洛
中
を
材
料
に
、
日
割
コ
ー
ス
の
趣
向
を
真
似
て
、
案
内
記
を
編

ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
書
は
、
刊
行
年
も
近
い
の
で
、
同
時
代
の
読

者
は
、
自
身
の
京
都
滞
在
期
間
や
重
き
を
置
く
名
所
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か
を
選

択
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
京
都
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
時
期

的
に
も
『
京
城
勝
覧
』
の
序
文
が
書
か
れ
た
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
（
は
、

大
々
的
な
お
蔭
参
り
が
起
こ
っ
た
宝
永
二
年
の
翌
年
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
京

都
を
訪
れ
る
旅
人
の
数
も
相
当
増
加
し
た
は
ず
で
あ
る
。『
京
城
勝
覧
』
も
売

れ
行
き
を
期
待
し
た
出
版
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、『
京
内
ま
い
り
』
も
同
様
の

目
的
で
そ
れ
に
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

㈡　

右
回
り
へ
の
応
用
編
『
名
所
車
』
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
に
、
�
『
京
城
勝
覧
』
の
日
割
コ
ー
ス
を
借
用
し
て
生
ま
れ
た
�

『
京
内
ま
い
り
』
で
あ
る
が
、
概
要
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
凡
例
」
を
設
け
て
該

本
が
案
内
人
の
代
わ
り
に
な
る
こ
と
や
基
点
を
三
条
大
橋
と
す
る
こ
と
を
箇
条

書
き
で
明
記
す
る
な
ど
、
初
期
の
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
と
し
て
、
後
続
の
案

内
記
に
受
け
継
が
れ
た
点
も
多
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
�
『
名
所
車
』
で
も

�
繁
に
利
用
さ
れ
た
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

東
本
願
寺
墓
所　

結
構
な
る
事
筆
に
及
が
た
し
。
む
か
し
は
か
す
か
な
る

事
成
し
が
、
元
禄
年
中
に
境
内
広
く
な
り
て
再
興
有
。
△
門
を
出
て
左
の

方
西
へ
、
藪
の
間
に
細
道
有
。
壱
丁
程
行
て
、
又
左
へ
半
丁
行
。
双
林

寺 

此
門
前
を
直
に
〔
筆
者
注　

以
下
、
次
の
項
目
へ
罫
線
が
引
か
れ
て

い
る
。〕 

（『
京
内
ま
い
り
』
十
五
丁
表
～
裏
（　

東
本
願
寺
御
塚　

荘
厳
結
構
な
る
事
い
ふ
ば
か
り
な
し
。
む
か
し
は
か
す

か
な
る
事
成
し
が
、
元
禄
年
中
に
境
内
ひ
ろ
く
成
て
再
興
あ
り
。
是
よ
り

ひ
だ
り
の
方
の
、
や
ぶ
の
間
の
細
道
を
ゆ
け
ば
、
双
林
寺
へ
ゆ
く
。

 

（『
名
所
車
』
四
九
五
頁
（　

　
「
墓
所
」
だ
っ
た
の
を
「
御
塚
」
に
変
え
て
は
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
利
用
が
、
吉
田
社
や
新
長
谷
寺
な
ど
、
約
二
十
五
項
目
で
見
受
け

ら
れ
（
（（
（

、
す
な
わ
ち
、『
京
内
ま
い
り
』
が
本
書
の
主
要
参
照
文
献
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
京
内
ま
い
り
』
の
よ
う
に
多
く
は
利
用
さ
れ
て
い
な

い
が
、
同
じ
く
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
の
『
京
城
勝
覧
』
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ

る
部
分
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
下
鴨
の
社　

南
に
あ
る
は
、
御
祖
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の
社
な
り
。
又
、
河
合
の
社
と
云
。
か
も
川
、
高
野
川
、
此
下
に
て
一
に
落
あ

ふ
故
に
河
合
と
名
つ
く
」（『
京
城
勝
覧
』
下
、
三
十
六
丁
裏
～
三
十
七
丁
表
（、

「
下
鴨
の
社　

当
社
は
、
御
祖
の
神
也
。
入
口
に
河
合
の
社
あ
り
。
加
茂
川
と

高
野
川
と
流
れ
来
り
て
、
此
社
の
前
に
て
両
川
あ
ふ
故
に
河
合
と
い
ふ
」（『
名

所
車
』
四
九
〇
頁
（
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
、『
名
所
車
』
は
日
割
・
地
区
別
コ
ー

ス
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
右
回
り
に
順
路
を
す
す
め
て
い
る
た
め
、
モ
デ
ル
コ
ー

ス
仕
立
て
に
注
目
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
次
の
項
目
と
の
連
絡
に
重
き
を
置
く

点
を
採
用
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、『
名
所
車
』
は
、
こ
の
他
に
も
複
数
の
文
献
を
利
用
し
て
お
り
、
そ

の
内
の
一
つ
に
、
山
本
泰
順
著
『
洛
陽
名
所
集
（
（（
（

』（
十
二
巻
十
二
冊
、
万
治
元
年

〔
一
六
五
八
〕
刊
（
が
あ
る
。『
洛
陽
名
所
集
』
の
場
合
、
名
所
旧
跡
と
関
係
の

深
い
偉
人
の
逸
話
を
織
り
交
ぜ
て
載
せ
る
こ
と
が
多
い
が
、『
名
所
車
』
で
も

そ
の
部
分
を
重
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
東
寺
」
の
項
目
で
、「
桓
武

天
皇
の
御
建
立
弘
法
大
師
に
給
は
る
」
と
し
な
が
ら
、
弘
法
大
師
の
一
生
を
簡

単
に
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、『
洛
陽
名
所
集
』
の
同
じ
く
「
東
寺
」
の
項
目
に

あ
る
弘
法
大
師
の
逸
話
を
縮
め
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
三
十
三
間

堂
」
の
例
の
よ
う
に
、
名
所
の
解
説
全
体
が
、『
洛
陽
名
所
集
』
か
ら
の
流
用

で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
巻
頭
の
「
洛
中
洛
外
之
道
筋
」「
洛
外
之

町
」「
洛
中
洛
外
辻
子
之
異
名
」「
洛
中
所
々
之
異
名
」
は
、
全
て
『
京
羽
二

重
』
に
拠
っ
て
お
り
（
（（
（

、
残
り
の
「
三
条
中
島
旅
籠
屋
」「
三
条
大
橋
よ
り
諸
方

道
程
大
概
」
の
み
が
こ
の
案
内
記
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
。

　

以
上
、『
京
城
勝
覧
』
に
続
い
て
刊
行
さ
れ
た
『
京
内
ま
い
り
』
が
、『
名
所

車
』
に
お
い
て
、
主
要
参
照
文
献
と
し
て
利
用
さ
れ
た
用
例
を
挙
げ
、『
京
内

ま
い
り
』
の
影
響
力
を
確
認
し
た
。
実
際
、
当
時
の
東
北
・
関
東
地
方
か
ら
伊

勢
参
宮
に
出
か
け
た
記
録
に
よ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
旅
人
が
そ
の
帰
り
に
京
都

に
寄
っ
て
二
～
四
日
滞
在
し
て
お
り
（
（（
（

、
洛
中
三
日
コ
ー
ス
は
、
当
時
の
実
情
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
章
に
お
い
て
指
摘
し
た
い
く
つ
か
の
不
備
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
影
響
力
を
持
ち
得
た
理
由
の
一
つ
に
な
る
。

　
『
名
所
車
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
仕
立
て
の
趣
向
を

そ
の
ま
ま
採
用
せ
ず
、
右
回
り
の
順
路
に
改
変
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
案
内

記
に
は
、
項
目
名
の
下
に
割
書
で
所
在
地
、
つ
ま
り
通
り
名
が
書
か
れ
て
い
る

の
で
、
巻
頭
の
「
洛
中
洛
外
之
道
筋
」
を
参
照
す
れ
ば
、
旅
人
は
自
由
に
コ
ー

ス
を
中
断
・
再
開
で
き
、
特
定
の
名
所
を
訪
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
需
要
の
あ
っ
た
モ
デ
ル
コ
ー
ス
仕
立
て
の
趣
向
が
、
さ

ら
に
応
用
さ
れ
て
い
く
模
様
を
あ
ら
わ
す
良
い
例
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

㈢　
『
京
案
内
道
し
る
べ
』
に
お
け
る
文
章
流
用

　

次
に
分
析
対
象
と
し
て
挙
げ
た
い
案
内
記
は
、
�
『
京
案
内
道
し
る
べ
』
で

あ
る
。
本
書
の
目
録
が
索
引
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
形
態
に
改
善
さ
れ
、
日
割

コ
ー
ス
の
編
成
に
お
い
て
も
、
洛
中
洛
外
を
含
め
て
わ
ず
か
六
日
間
に
ま
と
め

る
と
い
う
画
期
的
な
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、『
京
城
勝
覧
』
の
文
章
を
利
用
し
て
い
る
箇
所
を
い
く
つ
か
抜
き
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出
し
て
示
し
た
い
。
Ａ
『
京
城
勝
覧
』、
Ｂ
『
京
案
内
道
し
る
べ
』
の
順
に
示

す
。

Ａ
百
万
遍　

吉
田
の
西
に
有
。
知
恩
寺
と
云
。
大
寺
な
り
。
浄
土
宗
四
ヶ

の
本
寺
の
一
な
り
。
昔
は
洛
中
寺
町
に
あ
り
。
近
年
こ
ゝ
に
う
つ
せ
り
。

 

（
上
、
二
十
六
丁
裏
～
二
十
七
丁
表
（　

Ｂ
百
万
遍
〔
割
書　

寺
領
三
十
石
〕
知
恩
寺
と
号
す
。
大
寺
也
。
浄
土
宗

四
ヶ
の
本
寺
の
一
な
り
。
む
か
し
は
洛
中
寺
町
に
あ
り
し
也
。

 

（
五
丁
表
（　

Ａ
上
賀
茂
神
社　

当
国
の
一
宮
に
て
、
平
安
城
の
未
立
さ
る
さ
き
よ
り
有

し
御
社
な
り
。
大
社
也
。
其
地
は
後
に
山
、
前
に
川
あ
り
て
、
陽
に
む
か

ひ
、
陰
に
そ
む
け
り
。
山
の
か
た
ち
う
る
は
し
く
、
川
の
な
か
れ
い
さ
き

よ
く
、
御
社
の
た
ゝ
す
ま
ひ
、
こ
と
所
に
か
は
り
、
誠
に
神
秀
の
気
あ
つ

ま
れ
る
処
、
い
と
す
く
れ
た
る
霊
地
也
。
王
城
の
鎮
守
と
な
り
給
ふ
事
む

へ
な
る
か
な
〔
…
〕
王
城
に
来
れ
る
人
は
、
閑
暇
あ
り
て
遊
観
を
な
さ
は
、

先
此
上
下
の
御
社
に
参
る
へ
し
。 

（
下
、
三
十
八
丁
裏
～
三
十
九
丁
裏
（　

Ｂ
上
賀
茂
神
社
〔
割
書　

社
領
二
千
七
百
石
〕
本
社
分
雷
皇
太
神
宮
、
王

城
の
鎮
守
に
し
て
明
神
出
現
の
地
な
り
。
抑
此
上
社
は
当
国
の
一
宮
に
て
、

平
安
城
の
さ
だ
ま
ら
さ
る
以
前
よ
り
有
し
御
社
な
り
。
其
地
後
は
山
、
前

は
川
あ
り
て
、
山
の
形
う
る
は
し
く
、
川
の
な
が
れ
い
さ
ぎ
よ
く
、
実
す

ぐ
れ
た
る
霊
地
也
。
王
城
に
き
た
る
人
は
、
ま
づ
此
下
上
の
賀
茂
に
参
詣

あ
る
べ
し
。 

（
二
十
三
丁
裏
～
二
十
四
丁
表
（　

Ａ
白
毫
院　

石
に
て
つ
け
る
穴
室
あ
り
。
内
に
入
て
め
ぐ
り
ゆ
く
。
内
の

み
ち
、
長
ひ
ろ
し
。
上
は
富
士
山
の
か
た
ち
を
な
せ
り
。
寛
永
年
中
に
院

主
貧
人
の
飢
饉
を
す
く
は
ん
た
め
に
、
お
ほ
く
飢
人
を
や
と
ひ
て
つ
か
せ

し
と
い
へ
り
。 

（
下
、
二
十
八
丁
裏
～
二
十
九
丁
表
（　

Ｂ
白
毫
院　

石
に
て
つ
く
る
穴
室
有
。
内
に
入
て
め
ぐ
り
行
。
道
長
く
、

上
は
富
士
山
の
か
た
ち
を
な
せ
り
。
寛
永
年
中
に
院
主
貧
人
の
飢
饉
を
救

は
ん
た
め
に
、
多
く
の
飢
人
を
や
と
ひ
て
つ
か
せ
し
と
い
ふ
。

 

（
三
十
九
丁
裏
～
四
十
丁
表
（　

　

以
上
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
文
と
も
言
え
る
記
述
が
並
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
他

に
も
、
吉
田
社
、
銀
閣
寺
な
ど
、
益
軒
の
文
章
を
用
い
て
い
る
箇
所
は
多
数
見

受
け
ら
れ
る
（
（（
（

。
ま
た
、
参
考
ま
で
に
、
益
軒
の
場
合
は
「
此
日
ゆ
き
か
へ
り
の

道
の
り
。
凡
六
里
半
。
其
間
の
み
ち
す
が
ら
見
所
多
し
。
朝
早
く
出
て
よ
し
」

と
、
目
録
の
各
日
程
に
助
言
を
施
し
て
い
た
が
、
本
書
も
「
此
所
を
東
へ
す
ぐ

に
戻
れ
ば
四
条
通
也
。
此
日
道
法
凡
十
里
也
。
朝
と
く
立
出
べ
し
」（
十
七

裏
（
と
、
各
日
割
コ
ー
ス
の
終
わ
り
に
書
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
示
は
、

他
の
先
行
案
内
記
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
、
同
様
に
『
京
城
勝
覧
』
に
拠
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
京
案
内
道
し
る
べ
』
に
お
け
る
『
京
城
勝
覧
』
の
直
接

的
影
響
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
留
意
す
べ
き
は
、
両
者
の
刊
年
に
百
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年
以
上
の
隔
た
り
が
あ
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、『
京
城
勝
覧
』
序
の
宝
永
三

年
（
一
七
〇
六
（
か
ら
、『
京
案
内
道
し
る
べ
』
の
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
（

ま
で
、
京
都
は
、
宝
永
五
年
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
（、
天
明
八
年
（
一
七

八
八
（
と
、
三
度
も
歴
史
的
大
火
を
被
っ
て
い
た
（
（（
（

。『
京
城
勝
覧
』
に
は
、
天

明
四
年
の
改
刻
本
が
あ
る
も
の
の
、
本
文
の
内
容
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
く
、

そ
の
上
、
こ
の
改
刻
が
行
わ
れ
た
の
も
、
天
明
の
大
火
よ
り
前
に
な
る
。

　

鈴
木
章
生
氏
が
江
戸
の
名
所
記
に
つ
い
て
、
明
暦
の
大
火
を
契
機
に
変
化
し

た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
（（
（

、
火
災
に
よ
る
焼
失
と
復
興
を
経
て
変
化
し
た

町
並
み
を
新
刊
の
案
内
記
が
盛
り
込
み
、
旧
来
の
も
の
と
取
っ
て
代
わ
る
の
が

自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
刊
が
続
か
な
か
っ
た
の
は
、

逆
に
、
百
年
以
上
も
の
間
、『
京
城
勝
覧
』
を
筆
頭
に
、『
京
内
ま
い
り
』『
名

所
車
』
の
三
書
で
事
足
り
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
さ
れ

た
後
印
や
改
刻
も
、
こ
の
三
書
の
強
い
影
響
力
を
裏
付
け
て
く
れ
て
い
る
。

四
、『
京
城
勝
覧
』
の
援
用
例

　
　
　

浅
加
久
敬
『
都
の
手
ふ
り
』
を
中
心
と
し
て

　

浅
加
久
敬
（
一
六
五
七
～
一
七
二
七
（、
号
は
山
井
、
六
百
石
取
り
の
加
賀
藩

士
で
、
徒
然
草
の
注
釈
書
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

彼
は
、
藩
命
を
蒙
っ
て
諸
国
を
遊
歴
す
る
機
会
が
多
く
、
本
稿
で
扱
う
『
都
の

手
ふ
り
』
を
含
め
て
、
著
名
な
能
登
紀
行
『
三
日
月
の
日
記
』『
能
登
浦
伝
』

も
、
そ
の
際
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
擬
古
文
調
の
和
文
に
、
和
歌
・
狂

歌
・
漢
詩
と
、
名
所
や
伝
承
の
考
証
を
織
り
交
ぜ
る
と
い
う
記
述
ス
タ
イ
ル
は
、

文
学
性
・
史
料
的
価
値
の
両
面
で
評
価
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。

　

久
敬
が
京
都
を
訪
れ
た
の
は
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
（
十
月
か
ら
翌
年
に

か
け
て
の
約
一
年
と
、
そ
の
四
年
後
の
元
禄
十
五
年
八
月
か
ら
の
約
二
ヶ
月
で
、

現
在
、
唯
一
国
会
図
書
館
に
所
蔵
が
確
認
さ
れ
る
『
都
の
手
ふ
り
』
写
本
六
冊

は
、
こ
の
二
度
の
旅
を
題
材
と
し
て
い
る
。
内
容
は
、
往
路
「
ひ
な
の
道
づ

れ
」、
京
都
滞
在
記
「
九
重
の
す
さ
み
」、
復
路
「
越
の
家
づ
と
」
の
三
部
に
分

か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
元
の
一
度
目
の
紀
行
と
、
二
度
目
の
旅
に
お
け
る
「
追
加
」

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
々
は
じ
め
の
紀
行
の
み
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
後
の
紀

行
が
「
追
加
」
と
い
う
形
で
、
挿
入
ま
た
は
別
冊
の
増
補
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
複
雑
な
構
成
に
関
し
て
は
、
川
平
氏
の
ご
論
稿
に
お
け
る
整
理

　

表
２　
『
都
の
手
ふ
り
』
の
構
成

 

　

元
禄
十
五
年
に
追
加
さ
れ
た
紀
行
は
太
字
に
し
た
。「　

」
は
巻
中
見
出
し
で
あ
る
。

冊　

次

年　

次

丁

内　
　
　
　

題

内　

容

第
一
冊
元
禄
十
年

（（
都
の
手
振
り
巻
之
上　

ひ
な
の
道
づ
れ

往
路

金
沢
→
京
都

元
禄
十
五
年
８
追
加　

鄙
の
道
連
れ
な
が
歌　

壬
午
紀
行

第
二
冊
元
禄
十
一
年
（（
都
の
手
振
り
巻
之
中
之
一 

九
重
の
す
さ
み
上
京
都
滞
在
記

第
三
冊
元
禄
十
一
年
（（
都
の
手
振
り
巻
之
中
之
二 

九
重
の
す
さ
み
中
京
都
滞
在
記

第
四
冊
元
禄
十
一
年
（（
都
の
手
振
り
巻
之
中
之
三 

九
重
の
す
さ
み
下
京
都
滞
在
記

第
五
冊
元
禄
十
一
年
（（
都
の
手
振
り
巻
之
下　

越
の
家
づ
と

復
路

金
沢
→
京
都

元
禄
十
五
年
９
越
土
産
追
加　

壬
午
紀
行

第
六
冊
元
禄
十
五
年

23
九
重
の
す
さ
み
中
之
一
追
加
「
鞍
馬
詣
道
く

さ
幷
大
原
道
の
記
」

京
都
滞
在
記

27
九
重
の
す
さ
み
中
之
二
追
加
「
愛
宕
参
」

「
八
幡
山
道
の
記
」

11
九
重
の
す
さ
み
中
之
三
追
加
「
天
台
の
登
山
」
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が
あ
り
、
表
２
も
氏
作
成
の
表
を
も
と
に
、
筆
者
が
少
々
改
編
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
（
（（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
表
２
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
浅
加
久
敬
が
京
都
を
訪
れ
た
の

は
、『
京
城
勝
覧
』
の
刊
行
よ
り
も
早
い
。
し
か
し
、『
都
の
手
ふ
り
』
の
本
文

に
は
、
明
ら
か
に
『
京
城
勝
覧
』
を
参
照
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。
第
六
冊
「
鞍
馬
詣
道
く
さ
幷
大
原
道
の
記
」、
鞍

馬
か
ら
小
原
に
か
け
て
の
記
述
で
あ
り
、
便
宜
上
対
応
す
る
箇
所
に
傍
線
を
引

い
て
記
号
を
付
し
た
（
（（
（

。

○
鞍
馬
町　

民
家
お
ほ
し
。
茶
屋
食
店
あ
り
。
宿
を
か
す
。
㋐
木
の
目
漬

な
ら
び
に
山
椒
の
皮
を
う
る
。〔
…
〕
○
く
ら
ま
よ
り
㋑
小
原
に
ゆ
く
に

は
、
鞍
馬
の
㋒
民
家
の
前
な
る
川
を
わ
た
り
、
東
の
山
を
こ
え
ゆ
く
。
坂

け
は
し
か
ら
ず
。
㋓
薬
王
坂
と
云
。
㋔
静
原
と
云
里
を
と
を
る
。
㋕
長
谷

と
云
里
も
南
に
見
ゆ
。
㋖
公
任
の
住
り
し
所
、
朗
詠
谷
と
て
有
。
静
原
の

上
を
㋗
八
入
の
岡
と
い
ふ
。
名
所
な
り
。
そ
の
先
の
谷
上
に
、
む
か
し
の

㋘
普
陀
落
寺
有
し
と
い
ふ
。
今
は
な
し
。
し
づ
原
よ
り
㋙
ひ
き
ゝ
坂
を
こ

え
ゆ
け
ば
、
左
に
江
文
の
や
し
ろ
あ
り
。
其
前
を
過
て
小
原
に
い
た
る
。

 

（『
京
城
勝
覧
』
下
、
二
十
丁
裏
～
二
十
三
丁
表
（　

さ
て
、
鞍
馬
の
里
の
茶
店
に
腰
か
け
、
�
酒
は
い
ふ
に
や
及
ぶ
、
所
に
名

を
得
し
㋐
木
の
目
漬
、
山
椒
の
皮
な
ん
ど
た
う
べ
て
暫
休
ら
ひ
、
是
よ
り

㋑
小
原
へ
と
こ
ゝ
ろ
ざ
す
。
㋒
民
家
の
前
な
る
河
を
わ
た
り
、
東
の
山
を

こ
え
ゆ
く
。
㋓
薬
王
坂
と
い
ふ
。
里
民
は
や
つ
こ
坂
と
も
、
或
は
や
こ
う

坂
と
も
い
ふ
な
り
。
㋔
静
原
の
里
に
い
た
る
。〔
…
〕
又
、
㋕
南
の
方
に

長
谷
の
里
見
ゆ
。〔
…
〕
此
あ
た
り
に
㋗
八
塩
岡
と
い
ふ
所
あ
り
。〔
…
〕

又
、
㋖
朗
詠
谷
と
い
ふ
あ
り
。
古
、
大
納
言
藤
原
公
任
�
、
此
所
に
閑
居

し
給
ひ
て
、
倭
漢
朗
詠
集
を
�
ぜ
ら
れ
し
所
な
り
。
又
は
御
所
谷
と
も
い

ふ
と
ぞ
。
静
原
の
北
の
方
に
補
陀
落
山
も
近
し
。
清
原
氏
の
建
て
ら
れ
し

㋘
補
陀
落
寺
、
は
た
し
て
礎
石
の
み
残
れ
り
と
ぞ
。
猶
ゆ
き
〳
〵
て
㋙
ひ

き
ゝ
坂
を
こ
ゆ
れ
ば
、
左
に
江
文
大
明
神
の
社
有
〔
…
〕
そ
の
前
を
過
て

小
原
に
い
た
る
。 

（『
都
の
手
ふ
り
』
十
四
丁
裏
～
十
六
丁
裏
（　

　

案
内
記
と
紀
行
文
と
い
う
記
述
態
度
の
ち
が
い
、『
都
の
手
ふ
り
』
の
方
が

長
い
解
説
を
施
し
て
い
る
と
い
う
差
は
あ
る
。
進
ん
で
い
る
コ
ー
ス
が
同
じ
な

の
で
、
当
然
紹
介
さ
れ
る
名
所
の
順
番
が
似
て
く
る
こ
と
も
、
踏
ま
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
に
㋒
の
「
民
家
の
前
な
る
川
（
河
（
を
わ

た
り
、
東
の
山
を
こ
え
ゆ
く
」
や
㋙
の
「
ひ
き
ゝ
坂
を
…
」
な
ど
、
単
語
の
選

択
や
言
い
回
し
ま
で
一
致
し
て
い
る
点
は
偶
然
と
は
思
え
な
い
。『
都
の
手
ふ

り
』
に
沿
っ
て
、
も
う
少
し
続
き
を
見
て
み
よ
う
。
小
原
に
着
い
て
か
ら
の
記

述
で
あ
る
。

○
㋚
寂
光
院 
西
の
谷
の
中
、
草
生
と
い
ふ
所
に
あ
り
。
㋛
尼
寺
有
。
昔
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㋜
高
倉
院
の
后
、
の
ち
に
尼
と
な
り
て
こ
ゝ
に
住
給
ふ
。
建
礼
門
院
と
号

せ
し
女
院
也
。
㋝
其
木
像
ま
し
ま
す
。
㋞
う
し
ろ
に
小
な
る
御
陵
有
。
す

な
は
ち
建
礼
門
院
の
御
は
か
也
。
㋟
む
か
ひ
の
山
は
、
即
平
家
物
語
に
書

た
る
女
院
の
、
樒
、
わ
ら
び
つ
み
に
上
り
給
ひ
し
山
也
。
を
よ
そ
夏
は
、

此
山
中
緑
樹
多お

ほ
くし

て
う
る
は
し
。
繁
花
を
愛
せ
ず
、
緑
陰
を
愛
し
閑
淡
に

ふ
け
る
人
は
、
此
所
に
来
り
見
る
べ
し
。

 

（『
京
城
勝
覧
』
下
、
二
十
五
丁
裏
～
二
十
六
丁
表
（　

ま
づ
㋚
草
生
村
の
寂
光
院
へ
ま
ふ
で
ぬ
。
此
寺
は
堀
川
院
承
徳
年
中
に
良

忍
上
人
の
開
基
な
り
。
本
尊
の
地
蔵
菩
薩
は
聖
徳
太
子
の
御
作
な
り
。
其

後
、
㋜
高
倉
帝
の
中
宮
建
礼
門
院
徳
子
、
世
を
の
が
れ
尼
に
な
り
給
ひ
、

此
院
に
入
て
崩
し
給
ふ
。
㋞
後
の
山
に
御
墓
あ
り
。
こ
れ
よ
り
此
所
今
に

到
り
て
㋛
尼
寺
と
な
り
、
山
門
の
末
寺
と
な
る
。
寺
領
三
十
石
、
本
尊
の

前
に
㋝
女
院
の
木
像
あ
り
。
又
、
阿
波
内
侍
の
木
像
と
い
ふ
も
あ
り
。
と

も
に
こ
れ
を
拝
す
。
又
㋟
む
か
ひ
に
見
え
た
る
山
は
、
す
な
は
ち
女
院
の
、

樒
、
わ
ら
び
つ
み
に
上
り
給
ひ
し
山
な
り
。
を
よ
そ
此
山
中
緑
樹
お
ほ
く

し
て
う
る
は
し
。
繁
花
を
愛
せ
ず
、
緑
陰
を
弄
び
閑
院
に
耽
る
人
は
、
此

所
に
来
り
見
る
べ
し
。
比
し
も
今
は
秋
も
半
す
ぎ
ぬ
れ
ば
、
霧
ふ
だ
ん
の

香
を
た
き
、
月
常
住
の
灯
火
を
か
ゝ
ぐ
と
か
ゝ
れ
し
。

 

（『
都
の
手
ふ
り
』
十
六
丁
裏
～
十
七
丁
表
（　

　

同
じ
く
傍
線
を
引
き
対
応
さ
せ
た
が
、
特
に
強
調
し
た
い
の
は
㋟
の
部
分
で

あ
る
。「
む
か
ひ
」
の
「
山
は
、」「
女
院
の
、
樒
、
わ
ら
び
つ
み
に
上
り
給
ひ

し
山
也
（
な
り
（」
と
、
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。『
京
城
勝
覧
』
の
引
用
に
も
あ

る
よ
う
に
、『
平
家
物
語
』「
大
原
御
幸
」
の
話
は
当
時
も
知
ら
れ
て
い
た
だ
ろ

う
が
、
こ
こ
ま
で
似
た
文
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
続
く
麗
し
い
緑

樹
に
関
す
る
文
章
も
、『
都
の
手
ふ
り
』
が
「
夏
は
、」
を
抜
き
、「
愛
」
と
い

う
単
語
の
繰
り
返
し
を
避
け
て
「
弄
び
」
に
変
更
し
た
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
文
と

見
て
よ
い
。
明
ら
か
に
直
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
る
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

た
だ
し
、
こ
の
旅
が
行
わ
れ
た
の
は
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
（、『
京
城

勝
覧
』
の
序
が
書
か
れ
る
四
年
前
で
あ
っ
た
。
久
敬
が
『
京
城
勝
覧
』
を
参
照

し
て
旅
を
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、『
京
城
勝
覧
』
が
『
都

の
手
ふ
り
』
を
参
照
し
た
の
か
、
と
い
う
話
に
な
る
が
、『
都
の
手
ふ
り
』
は

刊
行
さ
れ
た
訳
で
も
な
く
、
現
存
す
る
写
本
も
国
会
図
書
館
蔵
の
自
筆
稿
本
た

だ
一
本
で
あ
る
た
め
、
益
軒
が
こ
れ
を
読
ん
だ
可
能
性
は
非
常
に
低
い
。
第
三

の
文
献
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、『
京
内
ま
い
り
』
の
分
析
で
も

述
べ
た
よ
う
に
、『
京
城
勝
覧
』
は
先
行
の
地
誌
を
利
用
す
る
に
し
て
も
、
か

な
り
の
改
編
を
加
え
て
い
た
の
で
、
第
三
の
文
献
か
ら
こ
こ
ま
で
酷
似
し
た
表

現
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
『
京
城
勝
覧
』
の
序
が
書
か

れ
る
前
に
、
本
文
だ
け
が
流
通
し
て
い
た
と
い
う
根
拠
も
な
い
。
し
か
し
、
両

者
の
間
に
は
、
確
か
な
関
連
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
久
敬
が
元
禄
十
五
年
の
旅
の
記
録
を
、
四
年
以
上
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の
月
日
が
経
っ
た
後
に
増
補
・
校
正
す
る
に
至
り
、
そ
の
時
に
『
京
城
勝
覧
』

を
参
照
し
た
可
能
性
で
あ
る
。『
都
の
手
ふ
り
』
に
は
、
名
所
に
関
す
る
歴

史
・
沿
革
・
伝
承
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
な
考
証
が
施
さ
れ
て
お
り
、
引
用
文
で

は
省
略
し
た
が
、
段
を
違
え
て
注
も
�
出
す
る
。『
雍
州
府
志
』『
京
羽
二
重
跡

追
』『
京
雀
』
を
は
じ
め
と
す
る
地
誌
の
ほ
か
、『
顕
注
密
勘
』『
源
平
盛
衰

記
』
な
ど
、
引
用
さ
れ
る
文
献
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
長
年
の
調
査
を
経

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
京
都
滞
在
記
の
部
分
は
、
名
所
が
多
い

た
め
、
紀
行
の
本
文
よ
り
も
注
や
考
証
部
分
の
方
が
長
い
。
二
ヶ
月
と
い
う
短

い
京
都
滞
在
期
間
に
、
詳
細
な
考
証
と
各
地
へ
の
遊
覧
、
そ
し
て
公
務
を
同
時

に
行
う
の
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
後
か
ら
増
補
・
校
正
を
加
え
て
い
る
と

み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
紀
行
の
本
文
に
関
し
て
も
、
文
章
と
し

て
練
り
直
し
、
組
み
立
て
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
、
文
章
か
ら
も
、
久
敬
が
『
京
城
勝
覧
』
を
参
照
し
て
い
る
模
様
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ほ
ど
の
引
用
、
㋟
の
部
分
で
、
緑
樹
に
関
し
て

「
夏
は
、」
と
い
う
言
葉
が
削
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
、
久
敬
が

こ
の
地
を
訪
れ
た
八
月
二
十
八
日
が
、
彼
の
言
う
よ
う
に
「
秋
も
半
す
ぎ
」
た

頃
で
あ
り
、
続
く
秋
色
の
形
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。
あ
く

ま
で
も
本
人
の
旅
の
体
験
を
記
す
の
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
修
飾
に
『
京
城
勝

覧
』
の
記
述
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

紀
行
文
は
旅
の
記
録
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
経
験
を
も
と
に
作
者
の
脚
色

が
な
さ
れ
る
創
作
文
学
で
も
あ
る
。
久
敬
は
そ
の
脚
色
の
際
に
、
様
々
な
文
献

を
参
照
し
て
お
り
、
そ
こ
に
『
京
城
勝
覧
』
の
よ
う
な
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記

が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
旅
人
は
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
と
全

く
同
じ
よ
う
に
動
い
て
い
な
く
と
も
、
後
に
、
訪
れ
た
名
所
に
つ
な
が
る
コ
ー

ス
を
辿
っ
て
い
け
ば
、
覚
書
に
書
き
忘
れ
た
当
時
の
記
憶
が
蘇
っ
た
だ
ろ
う
。

買
う
に
し
て
も
、
貸
本
屋
か
ら
借
り
る
に
し
て
も
、
値
段
が
手
ご
ろ
で
身
近
な

実
用
書
は
、
こ
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
逆
に
実
用
に
適
っ
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
紀
行
文
の
あ
ら
す
じ
を
組
み
立
て
る
際
の
参
考
に
な
り
得
た

と
も
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
久
敬
は
何
故
、
他
の
引
用
文
献
に
つ
い
て
は
記
す
の
に
、『
京

城
勝
覧
』
の
書
名
を
出
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
行
為

は
、
久
敬
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
上
杉
和
央
氏
に
よ
る
と
、
森
幸

安
も
『
山
州
�
』（
十
六
巻
十
二
冊
、
寛
保
元
年
〔
一
七
四
一
〕
成
立
（
を
編
む
際
、

巻
第
十
二
で
は
『
京
羽
二
重
』
を
、
巻
第
十
六
に
お
い
て
は
『
京
城
勝
覧
』
を
、

か
な
り
多
く
引
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
第
一
冒
頭
の
著
者
自
身
が

示
し
た
既
存
地
誌
の
系
譜
に
両
書
を
計
上
し
て
い
な
い
と
い
う
（
（（
（

。
ま
た
、
益
軒

も
、『
京
城
勝
覧
』
序
で
、
京
都
の
参
照
文
献
に
つ
い
て
、「
雍
州
府
志
、
山
城

国
志
、
名
所
追
考
」
と
三
書
の
名
を
挙
げ
た
が
、
自
分
が
執
筆
に
利
用
し
た

『
京
羽
二
重
』
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　

右
の
よ
う
な
例
は
、『
京
城
勝
覧
』
や
『
京
羽
二
重
』
の
よ
う
な
小
型
の
実

用
書
と
『
雍
州
府
志
』
の
よ
う
な
大
部
の
総
合
的
地
誌
の
間
に
一
線
が
画
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
小
型
案
内
記
は
、
地
理
的
参
照
文
献
と
し
て
挙
げ
る
に
は
、
ふ
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さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
簡
便
な
手
引
書
と
し
て
、
総
合
的
地
誌
と

同
様
に
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
示
し
て
く
れ
て
い
る
（
（（
（

。
本
居
宣
長

の
研
究
に
は
、
彼
の
青
年
期
に
お
け
る
知
識
の
形
成
に
益
軒
の
実
用
書
の
影
響

が
あ
り
、
地
理
に
お
い
て
は
、『
京
城
勝
覧
』
が
大
き
く
関
わ
っ
た
と
い
う
論

稿
が
あ
る
（
（（
（

。
本
稿
も
同
様
の
視
座
か
ら
、
要
約
簡
便
化
さ
れ
た
案
内
記
の
、
携

帯
に
便
利
と
い
う
実
地
で
の
「
実
用
」
性
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
実
用
」
の
例
を

紹
介
し
た
。
こ
れ
を
出
発
点
に
、
小
型
案
内
記
の
よ
り
大
き
な
役
割
を
想
定
し

て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
今
後
の
さ
ら
な
る
考
察
が
待
た
れ
る
次
第
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
従
来
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
モ
デ
ル
コ
ー
ス

案
内
記
に
つ
い
て
、『
京
城
勝
覧
』
を
中
心
に
そ
の
成
立
過
程
と
後
世
に
発

展
・
継
承
さ
れ
て
い
く
様
相
を
示
し
、
実
用
例
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、

自
発
的
な
遊
楽
の
旅
と
地
誌
編
纂
活
動
が
成
熟
す
る
中
、
生
ま
れ
る
べ
く
し
て

生
ま
れ
た
形
態
で
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
模
倣
作
が
出
る
ほ
ど
時
好
に
投
じ
た
趣

向
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
表
面
化
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
も
の
の
、
モ
デ
ル
コ

ー
ス
案
内
記
の
よ
う
な
小
型
の
実
用
書
が
、
初
歩
的
地
理
知
識
を
担
っ
て
い
た

こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
日
割
・
地
区
別
コ
ー
ス
の
意
義
に
つ
い
て
、
当
時
の
時
代
背
景
に

即
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
近
世
の
旅
は
、
徒
歩
旅
行
が
基
本
で
あ
っ
た
た
め
、

長
期
に
わ
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
多
く
、
時
間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
多

額
の
費
用
も
要
し
た
。
そ
こ
で
旅
人
は
、
ど
う
し
て
も
か
さ
ん
で
し
ま
う
宿
泊

費
や
食
費
を
節
約
す
る
た
め
、
夜
明
け
前
か
ら
日
暮
れ
ま
で
早
足
で
歩
き
、
距

離
を
か
せ
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
ま
た
と
な
い
機
会
な
の
で
、

な
る
べ
く
多
く
の
見
物
を
し
て
帰
り
た
い
。
目
的
は
伊
勢
参
宮
で
あ
っ
て
も
、

江
戸
や
鎌
倉
、
奈
良
、
大
坂
、
京
都
な
ど
、
名
の
知
れ
た
名
所
旧
跡
が
集
ま
っ

て
い
る
名
勝
地
に
は
、
少
し
遠
回
り
し
て
も
寄
る
の
が
常
で
あ
っ
た
（
（（
（

。

　

な
か
で
も
京
都
は
、
文
化
の
中
心
で
憧
れ
の
都
市
で
あ
っ
た
た
め
、
早
く
か

ら
集
客
力
が
あ
り
、
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
々
は
伊
勢
参
宮
の
際
に
も
必

ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
立
ち
寄
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
京
都
を
目
的
地
と
し
た

旅
に
は
、
本
山
参
り
や
西
国
三
十
三
所
巡
り
な
ど
が
あ
っ
た
（
（（
（

。

　

た
だ
、
や
は
り
ゆ
っ
く
り
滞
在
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
短
期
間
に
効
率
よ
く

ま
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
案
内
人
を
頼
む
と
い
う
選
択
を
し
て
い
る
旅
人

も
多
か
っ
た
が
（
（（
（

、
さ
ら
に
費
用
が
か
さ
ん
で
し
ま
う
。
能
動
的
な
旅
人
の
需
要

に
応
え
た
の
が
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
案
内
人
の
代
わ

り
に
な
る
本
で
あ
り
、
日
割
コ
ー
ス
、
ま
た
は
地
区
別
コ
ー
ス
に
お
い
て
、
で

き
る
だ
け
見
残
し
が
な
い
よ
う
、
な
る
べ
く
多
く
の
名
所
に
廻
れ
る
よ
う
に
工

夫
さ
れ
て
い
た
。

　

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
効
率
よ
く
で
き
る
だ
け
多
く
の
見
物
・
体
験
を
す

る
こ
と
、
こ
れ
は
、
現
代
に
お
け
る
観
光
の
一
特
徴
と
も
相
通
ず
る
だ
ろ
う
。

ゆ
っ
く
り
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
温
泉
観
光
や
リ
ゾ
ー
ト
滞
在
を
除
け
ば
、
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現
代
の
観
光
客
が
求
め
て
い
る
も
の
も
、
効
率
的
に
見
残
さ
な
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
実
行
で
き
る
よ
う
に
、
ワ
ン
デ
ー
プ
ラ
ン
や
地
域
周
遊
モ
デ
ル
コ
ー
ス

が
参
照
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
中
期
、
各
地
で
既
に
「
観
光
地
」
化
の
よ
う
な
活

動
が
す
す
め
ら
れ
る
一
方
で
、
旅
案
内
記
に
お
い
て
も
、「
観
光
ガ
イ
ド
」
化

が
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

西
洋
に
お
い
て
観
光
が
定
着
す
る
の
は
、
海
浜
リ
ゾ
ー
ト
が
発
達
し
、
ト
ー

マ
ス
・
ク
ッ
ク
な
ど
に
よ
る
旅
行
業
が
誕
生
し
た
十
九
世
紀
以
降
で
あ
り
、
ま

た
、
本
格
的
な
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
出
版
さ
れ
る
の
も
、
一
八
三
六
年
に
出

版
を
開
始
し
た
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
の
「
赤
表
紙
叢
書
」
以
降
と
さ
れ
る
（
（（
（

。
世
界

的
に
比
べ
て
も
、
日
本
の
観
光
文
化
は
早
期
に
成
熟
し
て
い
た
。
十
八
世
紀
初

め
に
登
場
し
た
モ
デ
ル
コ
ー
ス
案
内
記
は
、
そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
く
れ
て
い

る
。＊

引
用
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
、
現
代
仮
名
づ
か
い
を
用
い
、
適

宜
句
読
点
を
加
え
た
。
原
文
の
ル
ビ
は
、
省
略
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、

原
文
が
漢
文
の
場
合
は
、
筆
者
が
書
き
下
し
に
し
た
。

　
注（

１
（　

新
城
常
三
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九

八
二
年
（
第
六
章
、
六
九
九
～
八
五
一
頁
参
照
。

（
２
（　

一
例
を
挙
げ
る
と
、
貝
原
益
軒
は
、
福
岡
藩
儒
の
公
務
の
た
め
、
江
戸
藩

邸
と
福
岡
を
往
復
す
る
機
会
が
何
度
も
あ
っ
た
。
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
（
三

月
、
彼
は
常
日
頃
利
用
し
て
い
た
東
海
道
の
か
わ
り
に
中
山
道
を
利
用
す
る
承

諾
を
得
、
日
光
や
足
利
学
校
、
佐
野
明
神
な
ど
の
名
所
に
立
ち
寄
り
、『
東
路

記
』
と
い
う
紀
行
文
を
残
し
て
い
る
。

（
３
（　

本
稿
で
用
い
る
「
名
所
」
と
は
、
案
内
記
に
お
い
て
、
項
目
と
し
て
立
項

さ
れ
て
い
る
場
所
や
建
造
物
を
指
す
。
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
京
都
・
奈
良
の
案

内
記
の
場
合
、「
名
所
」
は
ほ
ぼ
寺
社
と
一
致
し
て
い
る
。
鈴
木
章
生
氏
も
、

立
地
・
宗
教
・
歴
史
・
世
俗
な
ど
の
要
因
か
ら
、
寺
社
と
名
所
は
重
な
る
と
さ

れ
て
い
る
。（『
江
戸
の
名
所
と
都
市
文
化
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
〕

一
〇
七
～
一
〇
八
頁
（
そ
し
て
、
文
化
庁
（
編
（『
信
仰
・
社
会
生
活
』（
日
本

民
俗
地
図
三
、
国
土
地
理
協
会
、
一
九
七
二
年
（
の
六
十
二
～
六
十
六
番

「
講
」
の
地
図
か
ら
、
伊
勢
講
・
富
士
講
・
金
比
羅
講
・
善
光
寺
講
な
ど
、

様
々
な
講
が
ほ
ぼ
全
国
的
に
分
布
し
て
い
た
さ
ま
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
（　

武
陽
隠
士
『
世
事
見
聞
録
』（
文
化
十
三
年
〔
一
八
一
六
〕
序
刊
（
巻
の

五
「
諸
町
人
の
事
」、
原
田
伴
彦
（
ほ
か
編
（『
見
聞
記
』（
日
本
庶
民
生
活
史

料
集
成
八
、
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
（
所
収
、
七
一
〇
頁
。

（
５
（　

金
森
敦
子
『
伊
勢
詣
と
江
戸
の
旅　

道
中
日
記
に
見
る
旅
の
値
段　

』

（
文
春
新
書
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
四
年
（
二
四
～
二
六
頁
参
照
。

（
６
（　

林
屋
辰
三
郎
（
ほ
か
編
（『
近
世
の
展
開
』（
京
都
の
歴
史
五
、
学
芸
書
林
、

一
九
七
二
年
（
二
九
七
頁
。

（
７
（　

宮
崎
ふ
み
子
、
ダ
ン
カ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
「
地
域
か
ら
み
た
恐
山
」

『
歴
史
評
論
』
第
六
二
九
号
（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
九
月
（
六
〇
～
七
二

頁
。

（
８
（　

阿
諏
訪
青
美
『
中
世
庶
民
信
仰
経
済
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四

年
（
五
一
～
五
七
頁
。
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
（
の
案
件
で
あ
る
た
め
、
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近
世
の
例
で
は
な
い
が
、
既
に
そ
の
頃
か
ら
民
衆
に
よ
る
参
詣
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
９
（　

青
柳
周
一
『
富
嶽
旅
百
景　

観
光
地
域
史
の
試
み　

』（
角
川
叢
書
二
十

一
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
（
六
七
～
七
〇
頁
。

（
（（
（　
「
モ
デ
ル
コ
ー
ス
」
の
語
と
、
後
出
す
る
「
日
割
」「
地
区
・
方
角
別
」
は
、

山
近
博
義
「
﹁
京
都
も
の
﹂
小
型
案
内
記
に
み
ら
れ
る
実
用
性
」（
足
利
健
亮
先

生
追
悼
論
文
集
編
纂
委
員
会
（
編
（『
地
図
と
歴
史
空
間　

足
利
健
亮
先
生
追

悼
論
文
集　

』
大
明
堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
六
一
～
三
七
一
頁
（
に
倣
っ
た
。

ま
た
、「
観
光
」
に
つ
い
て
、
こ
の
言
葉
が
登
場
す
る
の
は
近
代
以
降
で
あ
り
、

本
来
な
ら
ば
、
そ
れ
に
該
当
す
る
「
物
見
遊
山
」「
漫
遊
」「
遊
覧
」
な
ど
の
語

を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
青
柳
周
一
『
富
嶽
旅
百
景
』（
前
掲
書
、
注
９
（

を
は
じ
め
、
先
行
研
究
で
も
既
に
行
な
わ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で

も
使
用
し
て
い
る
。

（
（（
（　

貝
原
益
軒
『
京
城
勝
覧
』（
茨
城
多
左
衛
門
、
宝
永
三
年
〔
一
七
〇
六
〕

序
、
享
保
六
年
〔
一
七
二
一
〕
刊
、
二
冊
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
〔
Ｊ
三

〇
／
三
八
九
〕（
六
丁
裏
。

（
（（
（　

ま
ず
は
、
名
所
記
方
面
か
ら
の
研
究
に
、
矢
守
一
彦
『
古
地
図
と
風
景
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
（
七
一
～
七
四
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
菅
井
聡
子

「
江
戸
時
代
京
都
の
名
所
案
内
記
と
遊
歩
空
間　

類
型
化
と
編
纂
史
の
分
析
を

通
し
て　

」（『
地
域
と
環
境
』
二
、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科

「
地
域
と
環
境
」
研
究
会
、
一
九
九
九
年
三
月
、
二
九
～
三
九
頁
（
は
、『
京
城

勝
覧
』
な
ど
を
「
遊
歩
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
示
す
も
の
」
と
し
て
い
る
。
道
中
記

方
面
か
ら
の
研
究
で
は
、
今
井
金
吾
『
江
戸
の
旅
風
俗　

道
中
記
を
中
心
に

　

』（
大
空
社
、
一
九
九
七
年
（
が
詳
し
い
。

（
（（
（　

山
近
博
義
「
案
内
記
類
に
み
ら
れ
る
近
世
京
都
の
諸
相　

名
所
記
と
小
型

案
内
記　

」（『
人
文
地
理
』
四
十
八　

四
号
、
人
文
地
理
学
会
、
一
九
九
六
年

八
月
、
九
三
～
九
四
頁
（、「
近
世
奈
良
の
都
市
図
と
案
内
記
類　

そ
の
概
要
お

よ
び
観
光
と
の
関
わ
り　

」（『
奈
良
女
子
大
学
地
理
学
研
究
報
告
』
五
、
奈
良

女
子
大
学
文
学
部
地
理
学
教
室
、
一
九
九
五
年
三
月
、
一
四
三
～
一
七
三
頁
（、

「
近
世
名
所
案
内
記
類
の
特
性
に
関
す
る
覚
書　
「
京
都
も
の
」
を
中
心
に　

」

（『
地
理
学
報
』
第
三
十
四
号
、
大
阪
教
育
大
学
地
理
学
教
室
、
二
〇
〇
〇
年
、

九
五
～
一
〇
六
頁
（、「
﹁
京
都
も
の
﹂
小
型
案
内
記
に
み
ら
れ
る
実
用
性
」（
前

掲
論
文
、
注
（（
（
な
ど
。

（
（（
（　

本
稿
は
、
山
近
氏
の
扱
う
案
内
記
に
、
表
１
の
�
�
�
を
追
加
し
、
池
田

東
籬
著
『
京
名
所
道
案
内
』（
天
保
十
二
年
〔
一
八
四
一
〕
刊
（
は
、
未
見
の

た
め
考
察
対
象
と
し
て
い
な
い
。
山
近
氏
は
、『
京
名
所
独
案
内
』
と
表
記
さ

れ
て
い
る
が
、
天
保
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
池
田
東
籬
著
の
案
内
記
の
題
名
は
、

『
京
名
所
道
案
内
』
で
あ
る
。

（
（（
（　

太
宰
春
台
『
経
済
録
』（
享
保
十
四
年
〔
一
七
二
九
〕
刊
（
巻
四
「
地

理
」（
滝
本
誠
一
編
『
日
本
經
濟
叢
書
』
巻
六
、
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、
一

九
一
四
年
所
収
（、
九
九
～
一
〇
〇
頁
。

（
（（
（　

会
津
藩
『
会
津
風
土
記
』、
広
島
藩
『
芸
備
国
郡
志
』、
熊
本
藩
『
国
郡
一

統
志
』、
水
戸
藩
『
常
陸
国
風
土
記
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
白
井
哲
哉
『
日

本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』（
思
文
閣
史
学
叢
書
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四

年
（
三
五
～
五
〇
頁
参
照
。

（
（（
（　
『
古
地
図
と
風
景
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
七
一
～
七
四
頁
。

（
（（
（　

本
稿
は
、
対
象
を
「
京
都
も
の
」
に
限
定
し
て
い
な
い
が
、
表
１
か
ら
分

か
る
通
り
、
モ
デ
ル
コ
ー
ス
の
案
内
記
は
、
京
都
と
奈
良
に
集
中
し
て
い
る
。
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そ
の
理
由
は
、
大
都
市
江
戸
を
例
外
と
し
て
、
日
光
や
善
光
寺
な
ど
、
他
の
名

勝
地
は
見
物
に
日
数
を
要
せ
ず
、
日
割
や
地
区
別
に
区
切
る
必
要
が
な
い
か
ら

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
箇
所
の
「
地
区
」
を
め
ぐ
る
案
内
記
に
は
、
例
え
ば
、

『
播
磨
巡
覧
記
』（
明
和
九
年
〔
一
七
七
二
〕
刊
（、『
日
光
山
名
跡
誌
』（
享
保

十
三
年
〔
一
七
二
八
〕
刊
（
な
ど
が
あ
り
、
上
方
以
外
に
も
存
在
す
る
。

（
（（
（　

菅
井
聡
子
「
江
戸
時
代
京
都
の
名
所
案
内
記
と
遊
歩
空
間
」（
前
掲
論
文
、

注
（（
（
三
一
頁
、
山
近
博
義
「﹁
京
都
も
の
﹂
小
型
案
内
記
に
み
ら
れ
る
実
用

性
」（
前
掲
論
文
、
注
（（
（
三
六
二
頁
な
ど
。
た
だ
し
、
山
近
氏
は
右
の
論
稿

の
注
８
に
お
い
て
、「『
京
城
勝
覧
』
は
序
文
が
宝
永
三
年
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

必
ず
し
も
『
京
内
ま
ゐ
り
』
が
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
嚆
矢
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（　

岩
波
書
店
編
『
国
書
総
目
録
』
全
八
巻
補
遺
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六

三
～
一
九
九
〇
年
（
に
「
宝
永
八
版
」
と
あ
る
宮
城
県
立
図
書
館
蔵
本
は
、
実

際
は
宝
永
八
年
版
で
は
な
く
、
宝
永
三
年
序
、
刊
年
不
明
の
誤
記
で
あ
る
。
ま

た
、「
享
保
三
版
」
と
あ
る
高
木
文
庫
蔵
本
は
、
高
木
利
太
著
『
家
蔵
日
本
地

誌
目
録
』（
高
木
利
太
、
一
九
二
七
～
一
九
三
〇
年
（
一
四
〇
頁
に
「
家
蔵
本

奥
付
を
失
し
発
刊
年
書
肆
不
明
で
あ
る
が
、
別
本
に
よ
り
其
初
版
が
享
保
三
年

刊
行
な
る
こ
と
を
知
る
、
此
蔵
本
印
字
鮮
明
で
且
後
板
と
文
字
画
風
の
異
る
と

こ
ろ
を
見
れ
ば
多
分
享
保
三
年
板
と
思
は
れ
る
」
と
あ
っ
て
、
高
木
氏
の
言
う

「
別
本
」
が
何
を
指
す
の
か
知
れ
ず
、
こ
れ
も
ま
た
刊
年
不
明
と
見
る
ほ
か
な

い
。

（
（（
（　

東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
の
『
筑
前
名
寄
』（
Ｊ
四
〇
／
二
八
七
（
や

『
大
和
俗
訓
』（
Ｂ
四
〇
／
一
〇
六
八
（
の
最
終
丁
に
「
貝
原
先
生
編
述
目
次
」

「
享
保
二
丁
酉
歳
平
安
六
角
御
幸
町
書
林
柳
枝
軒
蔵
版
」
が
あ
り
、「
京
都
め
ぐ

り
」
の
書
名
が
見
え
る
。

（
（（
（　
「
書
翰
集
（
下
（」（
九
州
史
料
刊
行
会
編
『
益
軒
資
料
』
九
州
史
料
叢
書
、

九
州
史
料
刊
行
会
、
一
九
五
五
～
一
九
六
一
年
所
収
（
五
巻
、
六
四
頁
。

（
（（
（　
『
国
書
総
目
録
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
に
は
、「
宝
永
五
年
版
」
も
載
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。『
大
和
俗
訓
』
に
は
「
宝
永
五

年
立
冬
日
」（
一
七
〇
八
年
十
月
（
の
益
軒
自
序
が
あ
り
、
た
と
え
宝
永
五
年

に
自
序
を
含
ま
ず
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
翌
年
の
宝
永
六
年
に
そ
れ
を

加
え
て
再
刊
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
（（
（　

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
掲
載
の
茨
木
太
左
衛
門
宛
、
益

軒
書
簡
に
よ
る
（
チ（（ （（（（（ （（（（

（。
年
度
不
明
の
十
月
十
五
日
付
で
あ
る

が
、
益
軒
が
自
分
の
年
齢
に
言
及
し
て
い
て
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
（
の
書

簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
『
大
和
俗
訓
』
は
、
宝
永
六
年

六
月
の
刊
本
が
あ
り
、
そ
れ
を
九
月
三
日
に
受
け
取
っ
た
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
（（
（　
「
寺
院
部
」
と
の
表
記
は
な
い
が
、
後
に
「
神
社
部
」
が
続
く
の
で
、
お

そ
ら
く
「
寺
院
部
」
を
書
き
落
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。『
京
内
ま

い
り
』
三
十
一
丁
裏
～
四
十
丁
表
。

（
（（
（　

野
間
光
辰
（
編
（『
新
修
京
都
叢
書
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
、
再
版
、

一
九
七
六
年
（
第
十
二
巻
、
八
頁
。

（
（（
（　
『
都
す
ゞ
め
案
内
者
』（
正
徳
五
年
〔
一
七
一
五
〕
刊
（
の
三
条
の
項
目
に

は
、
宿
屋
の
名
前
が
並
ぶ
。「
都
す
ず
め
案
内
者
」『
新
修
京
都
叢
書
』（
前
掲

書
、
注
（（
（
第
三
巻
所
収
、
七
二
頁
。

（
（（
（　
「
七
ざ
い
所
巡
道
し
る
べ
」（
今
井
金
吾
監
修
『
道
中
記
集
成
』
大
空
社
、

第
十
九
巻
、
一
九
九
六
年
所
収
（
三
六
五
～
三
六
六
頁
。

（
（（
（　

林
宗
甫
著
の
も
の
と
は
別
本
で
あ
る
。『
国
書
総
目
録
』（
前
掲
書
、
注
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近世案内記における観光モデルコースの登場

（（
（
に
よ
る
と
、
本
書
の
別
書
名
は
、「
大
和
国
奈
良
並
国
中
寺
社
名
所
旧
蹟

記
」
と
あ
る
が
、
所
見
本
の
巻
頭
書
名
は
、「
大
和
国
奈
良
並
国
中
寺
社
名
所

旧
跡
記
」
で
あ
る
。

（
（（
（　

小
野
寺
淳
「
道
中
日
記
に
み
る
伊
勢
参
宮
ル
ー
ト
の
変
遷　

関
東
地
方
か

ら
の
場
合　

」（『
人
文
地
理
学
研
究
』
十
四
、
筑
波
大
学
地
球
科
学
系
、
一
九

九
〇
年
三
月
、
二
三
一
～
二
五
五
頁
（
は
、
分
析
対
象
と
し
て
い
る
八
十
一
点

の
道
中
記
を
全
て
、
�
伊
勢
参
宮
後
に
西
国
巡
礼
ル
ー
ト
、
�
伊
勢
参
宮
後
に

奈
良
・
大
坂
・
京
都
の
社
寺
を
巡
る
ル
ー
ト
、
の
い
ず
れ
か
に
分
類
す
る
。
つ

ま
り
、
伊
勢
は
も
ち
ろ
ん
、
西
国
巡
礼
二
番
札
所
の
紀
三
井
寺
よ
り
望
め
る
歌

枕
〈
和
歌
浦
〉、
そ
こ
か
ら
奈
良
ま
で
の
道
筋
に
あ
る
〈
高
野
山
〉
も
一
連
の

ル
ー
ト
に
含
ま
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
本
書
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
内

容
は
、
当
時
の
実
情
に
沿
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
尚
、
こ
の
よ
う
な
伊
勢
参
宮

ル
ー
ト
は
、
山
近
博
義
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、「
遠
国
か
ら
来
寧
す
る
場

合
に
顕
著
な
傾
向
で
は
あ
る
が
、
近
国
か
ら
の
場
合
で
も
、
徒
歩
交
通
が
主
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
十
分
に
あ
り
得
る
傾
向
で
あ
る
」（「
近
世
奈
良
の
都
市
図
と

案
内
記
類
」〔
前
掲
論
文
、
注
（（
〕
一
六
八
頁
（
こ
と
も
、
付
け
加
え
て
お
き

た
い
。

（
（（
（　

も
っ
と
も
、
東
海
道
の
道
中
記
『
東
海
道
巡
覧
記
』（
延
享
三
年
〔
一
七

四
六
〕
刊
（
は
、『
都
名
所
道
案
内
』
よ
り
も
早
く
か
ら
記
号
を
使
い
分
け
て

い
た
。「
●
」
が
一
里
塚
、「

」
が
上
り
下
り
両
用
の
立
場
の
記
号
で
あ
っ
た
。

今
井
金
吾
『
江
戸
の
旅
風
俗
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
一
三
二
頁
。

（
（（
（　

同
じ
東
籬
著
『
天
保
改
正
花
洛
名
所
記
』
の
凡
例
に
は
、「
名
所
案
内
も

つ
ぱ
ら
鄙
人
の
た
め
に
す
れ
ば
、
日
数
わ
づ
か
六
日
を
か
ぎ
り
と
」
す
る
と
あ

っ
て
、
東
籬
が
地
方
か
ら
の
旅
人
を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。『
天
保
改
正
花
洛
名
所
記
』
は
、
�
『
京
都
順
覧
記
』
の
二
冊
目
だ
け
を

抜
き
出
し
た
改
題
本
で
あ
る
。

（
（（
（　
「﹁
京
都
も
の
﹂」
小
型
案
内
記
に
み
ら
れ
る
実
用
性
」（
前
掲
論
文
、
注

（（
（
三
六
八
～
三
六
九
頁
参
照
。

（
（（
（　

益
軒
の
日
記
に
よ
る
。
日
記
は
、『
益
軒
資
料
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
一
～

二
巻
所
収
本
を
参
照
し
た
。

（
（（
（　

は
じ
め
甥
の
貝
原
好
古
が
編
述
し
、
好
古
の
没
後
は
弟
子
の
竹
田
春
庵
が

そ
の
任
を
継
い
だ
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
（
六
月
二
十
日
の
益
軒
に
よ
る
春

庵
宛
書
簡
に
、
こ
の
年
譜
の
改
正
を
謝
す
内
容
が
あ
る
の
で
、
そ
の
内
容
の
信

憑
性
は
高
い
。
川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』

（
文
献
出
版
、
一
九
八
二
～
一
九
八
七
年
（
所
収
、
七
巻
中
、
二
三
〇
～
二
六

二
頁
。
春
庵
宛
書
簡
は
同
書
同
巻
の
三
四
五
頁
。

（
（（
（　
「
家
蔵
書
目
録
」『
益
軒
資
料
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
所
収
、
七
巻
、
四
一

～
五
五
頁
。

（
（（
（　

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、
元
禄
元
年
九
月
六
日
、
十
一
月
十
日
、
十
二

月
二
十
二
日
、
元
禄
二
年
閏
一
月
四
日
な
ど
に
見
ら
れ
、
益
軒
が
訪
ね
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
道
祐
の
訪
問
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
（（
（　
『
雍
州
府
志
』
の
引
用
に
は
、『
新
修
京
都
叢
書
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
第

十
巻
所
収
本
を
使
用
し
た
。

（
（（
（　
『
京
羽
二
重
』
の
引
用
に
は
、『
新
修
京
都
叢
書
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
第

二
巻
所
収
本
を
使
用
し
た
。

（
（（
（　

神
宮
文
庫
蔵
『
公
私
書
目
』
所
収
。
以
下
の
翻
刻
を
利
用
し
た
。
大
庭
脩

「
神
宮
文
庫
蔵
貝
原
益
軒
『
公
私
書
目
』」『
皇
学
館
論
叢
』
三
十
二
巻
二
号
、

皇
学
館
大
学
人
文
学
会
、
一
九
九
九
年
四
月
、
六
〇
～
八
一
頁
。
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（
（（
（　
「
玩
古
目
録
」
の
引
用
は
、「
補
遺
」（『
益
軒
資
料
』〔
前
掲
書
、
注
（（
〕

七
巻
所
収
（
四
～
三
九
頁
に
よ
っ
た
。

（
（（
（　
『
鎌
倉
志
』
に
関
し
て
は
、
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
。
�
鈴
木
暎
一
『
徳

川
光
圀
』
新
装
版
人
物
叢
書
二
四
四
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
三

～
一
二
七
頁
。
�
白
井
哲
哉
「
近
世
鎌
倉
寺
社
の
再
興
と
名
所
化
」
青
柳
周

一
・
高
埜
利
彦
・
西
田
か
ほ
る
（
編
（『
地
域
の
ひ
ろ
が
り
と
宗
教
』（『
近
世

の
宗
教
と
社
会
』
巻
一
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
（
所
収
、
二
七
一
～
二

九
六
頁
。
�
原
淳
一
郎
「
寺
社
参
詣
に
お
け
る
書
物
の
機
能　

鎌
倉
参
詣
と

『
新
編
鎌
倉
志
』」、
白
幡
洋
三
郎
（
編
（『
旅
と
日
本
発
見 : 

移
動
と
交
通
の
文

化
形
成
力
』（
日
文
研
叢
書
四
十
三
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇

〇
九
年
三
月
（
所
収
、
九
一
～
一
〇
七
頁
。

（
（（
（　

こ
こ
で
は
、
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
掲
載
本
を
利
用
し

た
。
全
九
冊
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
（
序
の
柳
枝
軒
刊
本
で
あ
る
。

（
（（
（　

注
（（
に
挙
げ
た
『
鎌
倉
志
』
関
連
の
三
文
献
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
（（
（　

一
例
と
し
て
、
菊
枝
楼
繁
路
と
号
す
る
大
瓜
村
寺
崎
屋
敷
の
阿
部
林
之
丞

は
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
（
正
月
か
ら
四
月
ま
で
伊
勢
・
金
比
羅
詣
を
し
た

と
き
に
、
宮
沢
氏
な
る
人
の
記
し
た
道
中
記
を
懐
に
し
て
旅
を
つ
づ
け
、
繁
路

自
身
も
見
聞
し
た
こ
と
を
旅
日
記
に
書
き
と
め
て
い
る
。
繁
路
の
『
伊
勢
参
宮

旅
日
記
』
は
、
石
巻
市
史
編
さ
ん
委
員
会
（
編
（『
石
巻
の
歴
史
』
第
九
巻

（
資
料
編
（
近
世
編
、
石
巻
市
、
一
九
九
〇
年
（
所
収
、
資
料
番
号
四
一
三
。

（
（（
（　

一
例
ず
つ
挙
げ
る
と
、「
新
黒
谷
」
で
は
『
京
童
』
を
、「
百
万
遍
」
で
は

『
京
羽
二
重
』
を
利
用
し
て
い
る
。
新
黒
谷
（『
京
内
ま
い
り
』
八
丁
裏
、「
京

童
」『
新
修
京
都
叢
書
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
第
一
巻
所
収
、
五
一
～
五
二
頁
（。

百
万
遍
（『
京
内
ま
い
り
』
六
丁
裏
、「
京
羽
二
重
」（
前
掲
書
、
注
（（
、
一
二

〇
頁
（。

（
（（
（　

他
に
も
、
新
黒
谷
、
真
如
堂
、
鹿
谷
万
無
寺
、
南
禅
寺
、
知
恩
院
、
�
園

社
、
丸
山
安
養
寺
、
長
楽
寺
、
六
道
、
六
波
羅
密
寺
、
霊
山
、
大
仏
、
東
福
寺
、

平
野
社
、
今
宮
社
、
愛
宕
山
、
高
尾
山
、
岩
屋
山
、
鞍
馬
寺
、
比
叡
山
、
石
清

水
八
幡
宮
、
離
宮
八
幡
（「
名
所
車
」
の
順
番
に
沿
っ
て
記
し
た
（
な
ど
で
全

文
及
び
一
部
流
用
が
見
ら
れ
る
。

（
（（
（　
「
洛
陽
名
所
集
」
は
、『
新
修
京
都
叢
書
』（
前
掲
書
、
注
（（
（
第
十
一
巻

所
収
本
を
参
照
し
た
。

（
（（
（　
「
京
羽
二
重
」
に
は
、
通
り
ご
と
に
「
此
通
諸
職
人
商
家
」
な
ど
が
挿
ま

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
抜
か
せ
ば
ほ
ぼ
同
文
に
な
る
。

（
（（
（　

高
橋
陽
一
「
多
様
化
す
る
近
世
の
旅　

道
中
記
に
み
る
東
北
人
の
上
方
旅

行　

」（『
歴
史
』
九
十
七
号
、
東
北
史
学
会
、
二
〇
〇
一
年
九
月
、
一
〇
五
～

一
三
三
頁
（
は
、
一
六
九
一
年
～
一
八
六
八
年
の
道
中
記
七
十
六
点
を
も
と
に

検
証
さ
れ
て
い
る
が
、「
京
都
に
一
度
も
立
ち
寄
ら
ず
旅
を
終
え
て
い
る
例
は

発
見
で
き
な
か
っ
た
」（
一
二
〇
頁
（
と
い
う
。
ま
た
、
小
野
寺
淳
「
道
中
日

記
に
み
る
伊
勢
参
宮
ル
ー
ト
の
変
遷
」（
前
掲
論
文
、
注
（（
（
の
分
析
史
料
と

な
っ
た
八
十
一
点
の
道
中
記
で
も
、
京
都
に
寄
ら
な
い
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

京
都
で
の
滞
在
日
数
に
つ
い
て
は
、
前
記
論
稿
の
ほ
か
、
桜
井
邦
夫
「
近
世
に

お
け
る
東
北
地
方
か
ら
の
旅
」（『
駒
澤
史
学
』
三
十
四
号
、
駒
澤
大
学
史
学
会
、

一
九
八
六
年
一
月
、
一
四
四
～
一
八
一
頁
（、
小
松
芳
郎
「
道
中
記
に
み
る
伊

勢
参
詣　

近
世
後
期
か
ら
明
治
期
を
通
し
て　

」（『
信
濃
』
三
十
八
巻
十
号
、

信
濃
史
学
会
、
一
九
八
六
年
、
一
三
～
三
〇
頁
（
も
参
照
し
た
。

（
（（
（　

他
に
、
三
十
三
間
堂
、
智
積
院
、
六
角
堂
、
新
玉
津
島
、
四
ツ
塚
、
桂
川
、

法
輪
寺
、
野
々
宮
、
妙
心
寺
、
竜
安
寺
、
鞍
馬
寺
、
東
照
宮
、
東
福
寺
な
ど
に
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見
ら
れ
た
。

（
（（
（　

林
屋
辰
三
郎
（
ほ
か
編
（『
伝
統
の
定
着
』（
京
都
の
歴
史
六
、
学
芸
書
林
、

一
九
七
三
年
（
六
〇
～
六
三
頁
。

（
（（
（　
『
江
戸
の
名
所
と
都
市
文
化
』（
前
掲
書
、
注
（
（
九
四
～
九
五
頁
。

（
（（
（　

以
上
、
浅
加
久
敬
に
つ
い
て
は
、
藤
島
秀
隆
「
浅
加
久
敬
と
『
三
日
月
の

日
記
』　

国
学
者
の
旅
」（『
日
本
学
研
究
』
三
巻
、
金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研

究
所
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
七
一
～
八
八
頁
（、
川
平
敏
文
「
浅
香
久
敬　

元

禄
加
賀
藩
士
の
前
半
生
」（『
語
文
研
究
』
第
九
十
号
、
九
州
大
学
国
語
国
文
学

会
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
、
一
～
一
五
頁
（、
同
氏
「
浅
香
久
敬　

元
禄
加
賀

藩
士
の
後
半
生
」（
同
誌
、
第
九
十
一
号
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
二
二
～
三
七

頁
（
を
参
照
し
た
。
尚
、
浅
加
は
「
浅
香
」
と
表
記
す
る
こ
と
も
あ
る
。

（
（（
（　
「
浅
香
久
敬　

元
禄
加
賀
藩
士
の
後
半
生
」（
前
掲
論
文
、
注
（（
（
二
三
頁

の
「〈
表
〉」。
筆
者
が
丁
数
と
「　

」
の
巻
中
見
出
し
を
加
え
、
内
容
の
「
在

京
都
」
を
「
京
都
滞
在
記
」
に
変
更
し
た
。

（
（（
（　
『
都
の
手
ふ
り
』
の
引
用
は
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
書
型
は

二
七
×
一
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
本
、
全
六
冊
（
合
三
冊
（
で
あ
る
。
引
用

に
際
し
、
段
違
い
の
注
は
省
略
し
、
適
宜
句
読
点
を
加
え
た
。

（
（（
（　

ほ
か
に
も
、『
都
の
手
ふ
り
』
第
六
冊
と
『
京
城
勝
覧
』
の
影
響
関
係
を

示
す
箇
所
は
多
数
あ
る
。
引
用
部
分
の
『
都
の
手
ふ
り
』「
鞍
馬
詣
道
く
さ
并

大
原
道
の
記
」（
表
２
参
照
（
の
前
半
が
『
京
城
勝
覧
』
第
十
三
日
「
鞍
馬
山

に
ゆ
く
道
」、
後
半
が
第
十
四
日
「
小
原
に
ゆ
く
道
」、「
愛
宕
参
」
が
第
七
日

「
嵯
峨
に
ゆ
く
道
」
の
「
釈
迦
堂
」
ま
で
と
第
八
日
「
愛
宕
山
に
の
ぼ
る
道
」、

「
八
幡
山
道
の
記
」
が
第
十
日
「
八
幡
山
に
ゆ
く
道
」
と
第
十
二
日
「
鳥
羽
よ

り
山
崎
に
ゆ
く
道
」
の
一
部
分
、「
天
台
の
登
山
」
が
「
拾
遺
」
に
あ
る
「
松

が
崎
」
へ
の
道
と
、
第
十
一
日
「
比
叡
山
に
ゆ
く
み
ち
」
に
似
て
い
る
。

（
（（
（　

上
杉
和
央
「
地
誌
作
成
者
と
し
て
の
森
幸
安
」『
歴
史
地
理
学
』
四
十
七

‐
四
、
歴
史
地
理
学
会
、
二
〇
〇
五
年
九
月
、
二
二
～
二
四
頁
。　

（
（（
（　

文
学
に
お
い
て
も
、
浅
井
了
意
『
東
海
道
名
所
記
』
や
十
返
舎
一
九
『
道

中
膝
栗
毛
』
で
道
中
記
の
利
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
岸
得
蔵
「『
道
中
記
』

『
丙
辰
紀
行
』『
東
海
道
名
所
記
』」（『
仮
名
草
子
と
西
鶴
』
成
文
堂
、
一
九
七

四
年
、
三
一
～
四
一
頁
（、
中
村
幸
彦
（
校
注
（『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
八
十
一
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
（「
解
説
」
五
二
八
～

五
二
九
頁
参
照
。

（
（（
（　

小
山
内
め
ぐ
み
「
本
居
宣
長
と
「
貝
原
先
生
」　

松
坂
修
学
期
に
お
け
る

一
側
面　

」（『
鈴
屋
学
会
報
』
三
号
、
鈴
屋
学
会
、
一
九
八
七
年
、
二
一
～
三

二
頁
（、
上
杉
和
央
「
青
年
期
本
居
宣
長
に
お
け
る
地
理
的
知
識
の
形
成
過

程
」（『
人
文
地
理
』
五
十
五
‐
六
、
人
文
地
理
学
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
八
～

三
九
頁
（。

（
（（
（　

桜
井
邦
夫
「
近
世
に
お
け
る
東
北
地
方
か
ら
の
旅
」（
前
掲
論
文
、
注

（（
（
の
「
第
５
表
」
参
照
。

（
（（
（　

京
都
が
憧
れ
の
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
含
め
、
本
山
参
り
に
関
し
て
は
、

鎌
田
道
隆
『
京 

花
の
田
舎
』（
記
録
・
都
市
生
活
史
八
、
柳
原
書
店
、
一
九
七

七
年
（
一
三
九
～
一
五
一
頁
に
詳
し
い
。

（
（（
（　

高
橋
陽
一
「
多
様
化
す
る
近
世
の
旅
」（
前
掲
論
文
、
注
（（
（
で
、
京
都

で
の
行
程
が
知
れ
る
三
十
五
例
中
、
案
内
を
頼
ん
だ
の
が
十
四
例
、
頼
ん
で
い

な
い
の
が
二
十
例
、
不
明
一
例
で
あ
る
。
一
二
二
頁
の
「
表
４
」
を
参
照
し
た
。

（
（（
（　

小
池
洋
一
、
足
羽
洋
保
（
編
著
（『
観
光
学
概
論
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
八
八
年
（
一
六
～
二
一
頁
、
吉
見
俊
哉
「
観
光
の
誕
生
」（
山
下
晋
司
編
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『
観
光
文
化
学
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
七
年
、
八
～
一
三
頁
（
参
照
。
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
北
川
宗
忠
『
観
光
と
社
会　

ツ
ー
リ
ズ
ム
へ
の
み
ち　

』

（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
一
九
九
八
年
（
七
一
～
七
三
頁
参
照
。
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歌で習う「国語」

歌
で
習
う
「
国
語
」

　　
　

植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
唱
歌
と
言
語
教
育

林　
　

 

慶　

 

花　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

一
九
三
六
年
八
月
、
ベ
ル
リ
ン
五
輪
の
マ
ラ
ソ
ン
で
孫
基
禎
（
ソ
ン
・
キ
ジ

ョ
ン
、
一
九
一
二
～
二
〇
〇
二
）
が
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
て
朝
鮮
半
島
を
興
奮
の

坩
堝
に
引
き
入
れ
、
再
び
朝
鮮
の
民
族
主
義
的
な
気
運
を
焚
き
付
け
て
い
た
頃
、

朝
鮮
の
あ
る
学
者
は
言
語
学
界
の
世
界
的
な
行
事
で
あ
る
第
四
回
世
界
言
語
学

者
大
会
（In

tern
atio

n
al 

C
o
n
gress 

o
f 
L
in
gu

ists

、
一
九
三
六
年
八
月
二
六
日
～

九
月
一
日
）
に
参
加
す
る
た
め
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
へ
向
っ
て

い
た
。
同
大
会
で
彼
は
「
世
界
に
誇
る
べ
き
我
が
『
ハ
ン
グ
ル
』
の
文
字
的
、

音
声
学
的
な
偉
大
さ
を
強
調
す
る
こ
と
で
韓
国
民
族
文
化
の
優
秀
性
を
宣
伝
す

る
）
（
（

」
計
画
を
立
て
、
前
年
自
ら
作
成
し
た
英
文
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
朝
鮮
語
音
の

万
国
音
声
符
号
表
記
（T

h
e 

In
tern

atio
n
al 

P
h
o
n
etic 

T
ran

scrip
tio

n
 
o
f 
K
o
-

rean
 
S
p
eech -S

o
u
n
d
s

）』（
東
亜
日
報
社
、
一
九
三
五
）
と
朝
鮮
語
の
音
声
学
的

考
察
に
関
す
る
英
語
論
文
二
編
の
他
、
講
演
の
補
助
資
料
と
し
て
使
う
た
め
に

『
朝
鮮
語
読
本
レ
コ
ー
ド
』（
オ
ー
ケ
ー
レ
コ
ー
ド
、
一
九
三
五
）
を
携
え
て
い
っ

た
。

　

や
が
て
九
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
司
会
を
務
め
た
中
国
語
の

音
韻
研
究
の
権
威
カ
ー
ル
グ
レ
ン
（B

ern
h
ard

 K
arlgren

、
一
八
八
九
～
一
九
七

八
）
の
紹
介
で
演
壇
に
上
が
っ
た
彼
は
、
先
ず
自
分
が
「
大
会
に
参
加
し
た
理

由
を
述
べ
、
ハ
ン
グ
ル
の
制
定
の
偉
大
さ
と
来
歴
を
説
明
し
た
後
、
ハ
ン
グ
ル

の
母
音
、
子
音
を
紹
介
し
た
」。
そ
れ
か
ら
、「
가ガ

行
を
説
明
し
、
黒
板
に
張

っ
た
『
半
切
』
を
聴
衆
に
発
音
さ
せ
た
。
次
に
終
声
の
変
則
、
有
声
と
無
声
、

そ
し
て
合
成
字
母
の
硬
音
と
有
気
音
の
区
別
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
か
ら
、

『
半
切
』
と
幾
つ
か
の
教
材
を
朗
読
し
た
レ
コ
ー
ド
を
蓄
音
機
で
聞
か
せ
た
後
、

最
後
に
韓
国
民
謡
の
レ
コ
ー
ド
を
一
つ
か
け
た
）
（
（

」。

　

一
九
二
九
年
に
早
稲
田
大
学
英
文
科
を
卒
業
し
、
一
九
三
〇
年
に
朝
鮮
語
学
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会
の
会
員
に
な
っ
て
朝
鮮
語
辞
書
の
編
纂
事
業
の
基
礎
工
事
の
一
つ
で
あ
っ
た

「
外
来
語
表
記
法
統
一
案
」
の
起
草
委
員
と
し
て
ハ
ン
グ
ル
の
規
範
化
に
尽
力

し
た
こ
の
朝
鮮
代
表
は
、
文
芸
評
論
家
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
鄭
寅
燮

（
チ
ョ
ン
・
イ
ン
ソ
ッ
プ
、
一
九
〇
五
～
一
九
八
三
）
で
あ
っ
た
。
世
界
の
言
語
学

界
に
ハ
ン
グ
ル
の
「
優
秀
性
」
を
説
い
た
の
も
、
朝
鮮
語
の
教
育
レ
コ
ー
ド
を

製
作
し
て
各
国
の
研
究
者
た
ち
に
ハ
ン
グ
ル
に
対
す
る
実
験
音
声
学
研
究
の
必

要
性
を
主
張
し
て
関
心
を
喚
起
さ
せ
た
の
も
、
朝
鮮
語
学
会
で
は
ほ
と
ん
ど
初

め
て
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
こ
の
よ
う
な

業
績
は
『
ハ
ン
グ
ル
学
会
五
〇
年
史
』（
ハ
ン
グ
ル
学
会
、
一
九
七
一
）
に
は
ほ

と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
人
も
不
満
を
吐
露

し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
植
民
地
時
代
末
期
に
朝
鮮
文
人
協
会
な
ど
を
主
導
し

国
策
に
協
力
す
る
国
民
文
学
論
を
展
開
し
た
彼
の
親
日
行
為
）
（
（

が
問
題
に
な
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
鄭
寅
燮
は
解
放
後
に
な
る
と
、

こ
の
三
六
年
の
デ
ン
マ
ー
ク
行
は
日
本
官
憲
の
目
を
盗
ん
で
密
か
に
進
め
ら
れ

た
試
み
で
あ
り
、
朝
鮮
語
学
会
事
件
に
連
座
し
投
獄
さ
れ
た
原
因
と
も
な
っ
た

一
種
の
民
族
抵
抗
運
動
と
し
て
回
顧
し
て
い
る
）
（
（

。

　

し
か
し
、
本
稿
は
鄭
寅
燮
の
以
上
の
よ
う
な
主
張
の
真
偽
を
問
う
こ
と
を
目

的
と
し
な
い
。
む
し
ろ
筆
者
が
注
目
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
彼
が
な
ぜ
ハ
ン
グ

ル
の
音
声
学
的
特
質
を
説
明
す
る
学
術
的
な
場
で
「
民
謡
の
レ
コ
ー
ド
」
と
い

う
音
楽
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
具
体
的
な
記
述
を
残
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
理
由
は
推
測
の
域
を
出
な

い
が
、「
過
去
の
伝
承
童
謡
や
民
謡
や
俗
歌
の
曲
調
は
、
凡
そ
言
葉
の
自
然
な

ア
ク
セ
ン
ト
と
一
致
）
（
（

」
す
る
と
い
う
、
彼
の
実
験
音
声
学
に
基
づ
い
た
見
解
が

反
映
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
一
九
二
三
年
か
ら
朝

鮮
初
の
児
童
運
動
団
体
「
セ
ク
ト
ン
会
」
の
同
人
と
し
て
活
動
し
な
が
ら
「
子

供
た
ち
の
ハ
ン
グ
ル
教
育
に
も
留
意
し
た
）
（
（

」
と
い
う
彼
が
、
自
ら
童
謡
を
作
詞

作
曲
す
る
な
ど
、
歌
に
も
高
い
関
心
を
示
し
て
い
た
点
が
作
用
し
た
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
際
、
危
険
を
冒
し
て
ま
で
参
加
し
た
国
際
会
議
の
場
で
余
興
を
目

的
に
「
民
謡
の
レ
コ
ー
ド
」
を
か
け
た
可
能
性
は
無
視
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
何
よ
り
も
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
言
語

教
育
が
歌
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
見
地
か
ら
は
ハ

ン
グ
ル
の
言
語
的
特
質
に
つ
い
て
の
説
明
と
民
謡
の
鑑
賞
と
の
組
み
合
わ
せ
は

ま
っ
た
く
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
当
時
の
「
唱
歌
」
に
代
表
さ
れ
る
歌
を
め
ぐ
る
特
殊
な
価
値
観
と

共
に
、
十
九
世
紀
以
降
の
音
声
中
心
主
義
的
な
言
語
認
識
が
深
く
関
わ
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
言
語
教
育
、
特
に
外
国
語
教
育
に
お
け
る
歌
の
持
つ
価
値
と
教
育

的
効
果
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
子
供
た
ち
が
「
A  

B 

C
の
歌
」
で
英
語

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
初
め
て
習
う
と
い
う
事
実
を
思
い
起
こ
す
だ
け
で
す
ぐ

納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
経
験
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
み
な
ら

ず
、
多
様
な
実
験
な
ど
を
通
し
て
理
論
的
に
も
長
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
言
語

教
育
に
お
け
る
歌
の
効
用
性
を
追
究
す
る
研
究
は
、
歌
が
音
楽
的
特
性
と
と
も
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歌で習う「国語」

に
言
語
的
特
性
を
も
同
時
に
持
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
歌
と

言
語
は
共
に
リ
ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
持
つ
発
声
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
形
態
で
あ
る
。
し
か
も
歌
は
一
般
的
に
文
語
表
現
の
み
な
ら
ず
口
語
表
現

も
提
供
し
て
お
り
、
発
音
・
文
法
構
造
や
語
彙
・
慣
用
表
現
を
習
う
の
に
有
用

で
あ
る
。
ま
た
、
音
楽
と
し
て
の
遊
戯
的
属
性
も
具
備
し
て
い
る
た
め
、
学
習

者
の
興
味
を
誘
発
し
再
現
を
促
す
こ
と
で
記
憶
を
容
易
に
す
る
。
そ
れ
故
に
、

音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
複
雑
で
あ
っ
て
は
暗
記
に
困
難
な
た
め
、
言
語
教
育
に

相
応
し
い
歌
は
な
る
べ
く
音
楽
的
構
造
が
単
純
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

も
、
こ
の
よ
う
な
学
習
は
言
語
の
深
層
に
横
た
わ
っ
て
い
る
該
当
の
文
化
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
機
会
を
与
え
る
と
い
う
付
随
的
な
効
果
も
認
め
ら
れ
て
い

る
）
（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
外
国
語
教
育
の
有
効
な
方
法
と
し
て
取
ら
れ
て
い
る

歌
唱
は
、
主
に
言
語
を
あ
く
ま
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
み

な
す
言
語
道
具
観
に
資
す
る
装
置
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
活

用
さ
れ
た
例
は
、
す
で
に
戦
前
の
東
南
ア
ジ
ア
の
日
本
軍
占
領
地
域
で
立
案
さ

れ
た
具
体
的
な
施
行
案
か
ら
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
植
民
地
朝

鮮
や
台
湾
で
徹
底
的
に
強
制
さ
れ
た
「
国
語
」
政
策
と
は
区
別
し
、
現
地
の
固

有
語
を
な
る
べ
く
尊
重
し
な
が
ら
「
東
亜
共
通
語
」
と
し
て
の
「
日
本
語
」
の

普
及
が
図
ら
れ
て
い
た
。
一
九
四
二
年
八
月
七
日
に
提
出
さ
れ
た
南
方
総
軍
軍

政
監
部
の
軍
政
総
監
指
示
に
は
「
原
住
民
ニ
対
ス
ル
日
本
語
ノ
普
及
ニ
当
タ
リ

テ
ハ
多
少
ノ
不
利
不
便
ヲ
認
ヒ
ツ
ツ
当
初
ヨ
リ
徹
底
的
ニ
日
本
語
ヲ
使
用
シ
日

本
語
ヲ
習
得
セ
シ
メ
速
カ
ニ
普
及
徹
底
ヲ
図
ラ
レ
度　

此
際
原
住
民
ノ
音
楽
的

才
能
ヲ
利
用
シ
唱
歌
ノ
中
ニ
日
本
語
ヲ
教
育
ス
ル
モ
一
案
ト
思
考
セ
ラ
ル
」

（
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
じ
）
と
あ
る
。
こ
の
資
料
を
紹
介
し
た
松
永
典
子
は
、

「
唱
歌
に
よ
り
日
本
語
の
普
及
を
図
ら
ん
と
す
る
考
え
が
現
れ
て
い
る
の
は
、

日
本
語
教
育
の
観
点
か
ら
見
る
と
極
め
て
特
徴
的
）
（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
に

こ
の
地
域
で
は
仮
名
文
字
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
「
ア
イ
ウ
エ
オ
の
歌
」（
古

関
裕
而
作
曲
）
が
作
ら
れ
普
及
さ
れ
た
り
し
た
と
い
う
）
（
（

。

　

し
か
し
、
占
領
地
の
事
例
の
よ
う
な
言
語
教
育
に
お
け
る
唱
歌
の
活
用
は
、

た
と
え
言
語
政
策
の
成
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
日
本

帝
国
の
「
国
語
」
教
育
で
も
絶
え
ず
意
識
さ
れ
た
。
す
で
に
明
治
時
代
の
学
校

教
育
に
唱
歌
教
育
が
導
入
さ
れ
た
際
に
唱
歌
が
語
学
を
支
援
し
発
音
を
矯
正
す

る
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
た
）
（（
（

。
す
な
わ
ち
音
楽
教

育
と
「
国
語
」
教
育
の
接
点
に
置
か
れ
た
の
が
唱
歌
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ

れ
は
言
語
道
具
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
機
能
の
み
な
ら
ず
、
実
は

言
語
を
民
族
（
国
民
）
精
神
の
精
髄
と
み
な
す
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
資
す

る
道
具
と
し
て
の
積
極
的
な
意
味
を
も
帯
び
て
い
た
。

　

日
本
で
近
代
国
民
国
家
の
構
築
に
欠
か
せ
な
い
構
成
要
素
と
し
て
別
個
に
研

究
さ
れ
て
き
た
「
国
字
」
と
し
て
の
「
国
語
」
と
唱
歌
と
し
て
の
「
国
歌
」
を
、

相
互
補
完
的
な
関
係
と
し
て
把
握
し
た
の
は
長
志
珠
絵
で
あ
る
。
長
は
西
欧
近

代
言
語
学
を
日
本
に
持
ち
こ
ん
で
「
国
語
」
の
理
念
を
確
立
し
た
上
田
万
年
に

と
っ
て
「『
国
語
』
の
成
立
と
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
音
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声
と
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
音
声
言
語
主
義
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
っ
た
点
に
注
目
す
る
。
一
方
、「
日
本
と
西
洋
の
折
衷
」
に
よ
る
新

た
な
国
楽
の
創
成
を
目
標
に
伊
沢
修
二
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
唱
歌
は
、
当
時
国

民
音
楽
と
見
な
さ
れ
て
い
た
洋
楽
を
模
範
と
し
な
が
ら
渡
来
す
べ
き
「
国
歌
」

を
内
包
す
る
も
の
と
し
て
理
念
化
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、「
国
民
」
な
ら
誰
も

が
共
有
で
き
る
「
一
つ
の
言
語
＝
音
声
」、
す
な
わ
ち
音
の
同
一
性
を
志
向
す

る
「
国
語
」
の
構
造
の
中
に
お
い
て
唱
歌
と
は
、
も
は
や
曲
を
伴
う
音
声
と
し

て
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、「
国
語
」
と
の
関
連
性
の
中
で
補
完
的

な
位
置
に
留
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
）
（（
（

。「
国
語
」
思
想
の
創
設
者
で
あ
る

上
田
が
『
新
体
詩
歌
集
』（
大
日
本
図
書
、
一
八
九
五
）
な
ど
に
新
体
詩
を
書
い

て
国
民
的
詩
歌
の
創
出
を
志
向
し
た
り
、
一
九
一
一
年
か
ら
一
四
年
に
わ
た
っ

て
文
部
省
が
編
纂
し
た
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
の
歌
詞
校
閲
を
担
当
し
た
り
し
た

こ
と
や
、
唱
歌
教
育
の
先
駆
者
で
あ
る
伊
沢
が
一
八
九
五
年
に
台
湾
総
督
府
の

民
生
局
学
務
部
長
と
し
て
赴
任
し
て
台
湾
で
「
国
語
（
日
本
語
）」
教
育
を
開

始
し
た
の
は
、
当
時
の
「
国
語
」
と
唱
歌
が
密
接
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と

を
象
徴
的
に
表
す
事
例
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
点
で
最
近
山
東
功
は
、
近
代
日
本
の
教
育
の
場
に
お
け
る
唱
歌
と
「
国

語
」
の
相
互
補
完
的
・
連
絡
的
な
関
係
に
つ
い
て
通
時
的
な
観
点
か
ら
さ
ら
に

詳
し
い
分
析
を
加
え
て
い
る
。
山
東
は
、
伊
沢
な
ど
に
よ
り
唱
歌
教
育
が
導
入

さ
れ
た
明
治
初
期
に
は
「
国
語
」
教
育
的
な
観
点
か
ら
言
語
的
側
面
が
注
目
さ

れ
た
が
、
明
治
中
期
以
降
に
な
る
と
、
一
八
九
〇
年
に
頒
布
さ
れ
た
教
育
勅
語

の
発
想
や
道
徳
性
を
重
視
す
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
思
想
な
ど
に
よ
る
徳
目
主

義
が
強
調
さ
れ
、
歌
詞
の
内
容
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
こ
う

し
た
内
容
の
重
視
は
教
科
統
合
の
思
潮
と
連
動
し
て
、
結
果
的
に
唱
歌
を
、
簡

単
な
音
楽
的
構
造
を
持
っ
て
他
の
教
科
を
補
う
暗
記
用
装
置
へ
と
転
落
さ
せ
た

と
説
い
た
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
歌
詞
を
す
べ
て
『
尋
常
小
学
読
本
』
の
韻
文

か
ら
採
り
国
語
教
育
の
補
完
機
能
が
期
待
さ
れ
た
『
尋
常
小
学
読
本
唱
歌
』

（
一
九
一
〇
）
の
他
に
も
、
修
身
教
育
の
た
め
の
『
公
徳
唱
歌
』（
一
九
〇
二
）、

地
理
教
育
の
た
め
の
『
地
理
教
育
鉄
道
唱
歌
』（
一
九
〇
〇
）、
文
法
教
育
の
た

め
の
『
日
本
文
典
唱
歌
』（
一
九
〇
一
）
な
ど
を
例
示
し
て
い
る
）
（（
（

。
基
本
的
に

は
近
代
化
と
い
う
名
で
国
民
に
均
質
な
音
を
植
え
付
け
よ
う
と
す
る
際
、「
国

語
」
と
唱
歌
が
密
接
な
関
連
性
の
中
で
有
効
な
装
置
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
も
、

詳
細
に
お
い
て
は
言
語
的
な
側
面
か
ら
意
味
（
情
報
）
の
伝
達
と
い
う
側
面
に

重
点
が
移
動
し
た
こ
と
を
読
み
取
っ
た
研
究
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
近
代
国
民
国
家
日
本
に
お
け
る
音
の
均
一
化
に
服
務

す
る
も
の
と
し
て
の
「
国
語
」
教
育
と
唱
歌
教
育
と
の
結
合
は
植
民
地
朝
鮮
に

も
見
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
一
層
強
力
に
作
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
母
語
と
し
て
の
朝
鮮
語
が
「
国
語
」
と
し
て
の
日
本
語
に
従
属
さ
れ
る

植
民
地
の
二
重
言
語
状
態
の
下
で
、
非
母
語
と
し
て
の
「
国
語
」
で
あ
る
日
本

語
の
学
習
に
お
い
て
、
唱
歌
は
日
本
語
習
得
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
植
民

地
化
の
た
め
の
同
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。「
国
語
」
習
得
と
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
た
唱
歌
教
育
は
植
民
地
教
育
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歌で習う「国語」

政
策
の
中
で
体
系
的
に
推
進
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
、
先
ず
普
通
学
校
の
唱
歌

教
育
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
植
民
地
言
語
政
策
に
お
け
る
唱
歌
の
位

相
を
探
り
、
そ
れ
と
は
対
自
的
に
存
在
し
た
朝
鮮
語
教
育
と
朝
鮮
語
唱
歌
と
の

関
係
を
、
当
時
民
間
主
導
で
な
さ
れ
た
文
字
普
及
運
動
や
『
朝
鮮
語
読
本
』
レ

コ
ー
ド
製
作
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
追
究
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
植
民
地
権
力
に
よ

る
「
国
語
」
教
育
と
民
間
主
導
に
よ
る
朝
鮮
語
の
普
及
は
抑
圧
・
抵
抗
と
い
う

二
項
対
立
の
構
図
に
還
元
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
日
本
語
習
得

者
は
一
九
一
九
年
の
時
点
で
全
人
口
の
約
二
％
に
止
ま
っ
て
お
り
、
一
九
三
〇

年
の
国
勢
調
査
で
も
七
％
に
満
た
ず
、
日
中
戦
争
勃
発
後
「
国
家
総
動
員
法
」

が
成
立
し
て
積
極
的
な
「
皇
民
化
政
策
」
が
展
開
さ
れ
た
一
九
三
八
年
の
時
点

で
も
一
二
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。「
国
語
」
の
普
及
率
）
（（
（

が
低
調
な
中
で
は
、
植

民
地
権
力
に
と
っ
て
も
動
員
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
は
情
報
（
意
味
）
伝
達

の
手
段
と
し
て
の
朝
鮮
語
の
存
在
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
民
間
側
の
朝
鮮
語
普
及
運
動
は
抵
抗
と
協
力
の
交
差
す
る
地
点
に
立
た

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
朝
鮮
内
の
言
語
の
均
一
性
を
志
向

す
る
「
国
語
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
矛
盾
す
る
言
語
現
実
は
、
意
味
と
音
声
を
関

係
付
け
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
国
語
」
に
亀
裂
を
走
ら
せ
た
に
違
い
な
い
。

本
稿
は
宗
主
国
日
本
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
「
国
語
」
の
共
同
性
が
朝
鮮
語
と

い
う
破
裂
音
を
抱
え
る
こ
と
で
内
破
し
て
い
く
様
相
を
当
時
の
唱
歌
教
育
に
焦

点
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
試
論
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
当
時
の
就
学
適
齢
期
児
童
の
普
通
学
校
就
学
率
が
一
九
一
〇
年
代

に
は
五
％
、
三
三
年
に
も
二
〇
％
に
満
た
ず
、
四
二
年
の
調
査
で
も
五
〇
％ 

を
越
え
な
か
っ
た
）
（（
（

植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
は
総
督
府
の
唱
歌
政
策
の
影
響
力
は

あ
く
ま
で
も
限
定
的
に
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
交
通
が
発
達
せ

ず
文
化
の
流
通
が
不
便
な
当
時
の
朝
鮮
、
特
に
地
方
に
お
い
て
は
音
楽
の
面
で

学
校
教
育
の
影
響
が
絶
対
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
住
民
動

員
体
制
が
確
立
し
て
い
く
に
つ
れ
、
植
民
地
権
力
と
住
民
を
つ
な
ぐ
結
節
点
と

し
て
の
学
校
の
機
能
は
強
く
な
る
一
方
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
開
か
れ
た

音
声
空
間
の
混
交
性
を
観
察
す
る
こ
と
こ
そ
が
本
稿
の
問
題
関
心
で
あ
る
。

二
、
音
の
規
範
化

　
　
　

俗
歌
、
不
穏
唱
歌
、
教
育
唱
歌
、
儀
式
唱
歌

　

先
ず
、
大
日
本
帝
国
が
唱
歌
を
移
植
し
て
従
来
の
朝
鮮
の
音
を
ど
の
よ
う
に

規
律
・
統
制
し
て
植
民
地
の
音
と
し
て
秩
序
化
し
た
の
か
に
対
し
て
考
察
し
て

み
た
い
。
実
は
帝
国
主
義
列
強
の
侵
略
に
対
抗
し
て
民
族
の
自
主
独
立
と
近
代

国
家
の
建
設
を
焦
眉
の
課
題
と
し
て
い
た
朝
鮮
開
化
期
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ

て
、
音
楽
と
は
一
般
的
に
歴
史
的
な
課
題
認
識
と
は
か
け
離
れ
た
閑
事
と
み
な

さ
れ
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
様
々
の
主
張
や
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
が
）
（（
（

、
当
時
京
都
帝
国
大
学
の
学
生
だ
っ
た
劉
銓
（
リ

ュ
・
ジ
ョ
ン
）
は
開
化
期
の
音
楽
を
取
り
巻
く
状
況
を
「
古
来
我
国
が
文
治
を

尚
び
孔
孟
を
慕
仰
し
、
口
先
で
は
礼
楽
を
言
う
も
、
言
が
実
を
符
け
ず
、
全
国

に
楽
器
楽
書
が
絶
乏
し
、
音
楽
と
い
え
ば
チ
ャ
ル
メ
ラ
、
ど
ら
、
鉦
な
ど
と
認
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め
、
唱
歌
と
い
え
ば
時
調
、
ア
リ
ラ
ン
打
令
、
寧
辺
歌
の
類
と
知
り
、
下
等
社

会
の
所
為
で
上
流
人
士
の
学
習
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
排
斥
）
（（
（

」
し
て
い
る
と

述
べ
、
音
楽
享
受
層
の
極
端
な
分
離
様
相
を
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ

る
。
劉
銓
は
「
移
風
易
俗
」
と
い
う
社
会
的
機
能
を
持
っ
た
儒
教
的
音
楽
観
は

形
骸
化
し
、
声
楽
で
も
器
楽
で
も
下
層
の
「
低
級
」
な
音
楽
が
顕
著
に
な
っ
て

い
る
状
況
を
嘆
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
音
楽
の
階
級
的
な
分
離
現
象
や
「
低
俗
」
化
を
め
ぐ
る
開
化
期

の
知
識
人
た
ち
の
反
応
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。
一
つ
は
、
ア
リ
ラ

ン
打
令
、
寧
辺
歌
な
ど
の
俗
歌
の
自
生
的
共
同
性
を
生
か
し
そ
こ
に
国
家
的
な

課
題
を
盛
り
込
ん
で
啓
蒙
に
活
用
し
よ
う
と
い
う
動
き
で
あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
ー

は
生
か
し
て
歌
詞
を
替
え
る
、
当
時
『
大
韓
毎
日
申
報
』
を
中
心
と
し
て
活
発

に
展
開
さ
れ
た
替
え
歌
運
動
が
そ
れ
で
あ
る
。
俗
歌
の
内
容
を
改
革
し
て
新
思

想
を
注
入
し
よ
う
と
い
う
申
采
浩
（
シ
ン
・
チ
ェ
ホ
、
一
八
八
〇
～
一
九
三
六
）

の
い
わ
ゆ
る
「
東
国
詩
界
革
命
」
は
当
時
の
こ
の
よ
う
な
動
き
を
思
想
的
に
支

え
た
言
説
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
動
き
は
植
民
地
化
を
境
に
水
面
下
に
沈

ん
で
し
ま
っ
た
。
一
方
、
こ
れ
と
区
別
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
反
応
は
、「
低

俗
」
な
在
来
の
音
楽
を
排
斥
対
象
と
し
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
進
化
し
た
も
の
と

さ
れ
た
唱
歌
の
普
及
を
は
か
ろ
う
と
す
る
動
き
で
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
私
立
学

校
な
ど
を
中
心
に
活
発
に
展
開
さ
れ
た
唱
歌
教
育
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

唱
歌
と
い
う
こ
と
ば
が
公
的
に
用
い
ら
れ
た
初
出
例
は
、
一
九
〇
六
年
八
月

二
七
日
に
公
布
さ
れ
た
「
普
通
教
育
令
施
行
規
則
」（
学
部
令
第
二
三
号
）
で
あ

る
。
こ
こ
で
初
め
て
唱
歌
が
随
意
教
科
と
定
め
ら
れ
、
教
授
の
要
旨
が
「
平
易

な
歌
曲
を
唱
え
さ
せ
、
美
感
を
養
い
、
徳
性
の
涵
養
に
資
す
る
こ
と
を
要
旨
と

す
る
。
歌
詞
及
び
楽
譜
は
平
易
雅
正
に
し
て
理
解
し
易
く
心
情
を
快
活
純
美
に

さ
せ
る
も
の
を
選
ぶ
）
（（
（

」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
唱
歌
に
対

す
る
認
識
が
窺
え
る
資
料
は
こ
の
学
部
令
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
唱
歌
教
育
に
よ
る
「
国
民
」
と
い
う
新
し
い
音
の
共
同
体
が
追
求
さ
れ
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
涵
養
の
根
本
に
中
国
の
礼
楽
思
想
に
基
づ
い
た
上
流
階

級
の
従
来
の
音
楽
観
も
投
影
さ
れ
て
い
た
。

　

唱
歌
は
児
童
の
発
音
聴
音
の
技
能
を
発
達
さ
せ
、
音
楽
の
趣
味
を
養
与

し
高
尚
純
潔
な
心
性
を
養
成
し
徳
性
の
涵
養
を
計
る
も
の
で
あ
る
。 

（
中
略
）
音
楽
を
嗜
好
す
る
の
は
人
類
の
通
有
の
天
性
で
あ
り
、
幼
弱
な

児
童
と
野
蛮
未
開
に
至
っ
た
人
種
さ
え
も
歌
曲
を
唱
え
な
い
者
は
無
い
。

ま
た
、
音
楽
を
聞
い
て
此
に
感
動
歓
喜
し
な
い
者
は
無
い
。
故
に
歌
の
其

の
曲
が
野
鄙
淫
猥
な
ら
む
し
ろ
人
心
を
堕
落
さ
せ
る
弊
が
少
な
く
な
い
た

め
、
高
尚
優
美
な
歌
曲
を
児
童
の
耳
口
に
錬
熟
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
音
楽
の
中
で
学
校
教
授
に
最
も
適
当
な
の
は
唱
歌
で
あ
る
）
（（
（

。

　

朝
鮮
人
と
し
て
東
京
高
等
師
範
学
校
を
最
初
に
卒
業
し
教
育
者
と
し
て
の
将

来
を
期
待
さ
れ
て
い
た
張
膺
震
（
チ
ャ
ン
・
ウ
ン
ジ
ン
、
一
八
九
〇
～
一
九
五

〇
）
は
留
学
時
代
に
大
韓
帝
国
で
の
普
通
教
育
施
行
を
受
け
て
東
京
の
留
学
生
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団
体
の
機
関
誌
『
太
極
学
報
』
に
教
授
法
と
教
科
に
つ
い
て
説
明
し
た
論
文
を

発
表
し
た
が
、
こ
の
文
は
「
唱
歌
科
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
張
に
と
っ
て

普
通
教
育
の
目
的
は
、
国
民
開
化
に
あ
り
、
そ
の
中
で
唱
歌
は
児
童
の
心
性
を

高
尚
に
し
徳
性
を
涵
養
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
強
調
部
分

か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
風
俗
が
善
良
な
ら
歌
謡
も
善
良
で
あ
り
、
風
俗
が
堕
落

す
れ
ば
歌
謡
も
乱
れ
る
と
い
う
中
国
の
伝
統
的
な
歌
謡
観
に
裏
付
け
ら
れ
て
い

る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
実
は
日
本
の
唱
歌
教
育
を
創
設
し
た
伊
沢

の
唱
歌
観
な
ど
を
踏
ま
え
た
も
の
で
も
あ
る
。

　

凡
ソ
教
育
ノ
要
ハ
、
徳
育
、
智
育
、
体
育
ノ
三
者
ニ
在
リ
。
而
シ
テ
小

学
ニ
在
リ
テ
ハ
、
最
モ
宜
ク
徳
性
ヲ
涵
養
ス
ル
ヲ
以
テ
要
ト
ス
ベ
シ
。
今

夫
レ
音
楽
ノ
物
タ
ル
、
性
情
ニ
本
ヅ
キ
、
人
心
ヲ
正
シ
、
風
化
ヲ
助
ク
ル

ノ
妙
用
ア
リ
。
故
ニ
古
ヨ
リ
明
君
賢
相
特
ニ
之
ヲ
振
興
シ
、
之
ヲ
家
国
ニ

播
サ
ン
ト
欲
セ
シ
者
、
和
漢
欧
米
ノ
史
冊
歴
々
徴
ス
ベ
シ
）
（（
（

。

　

こ
れ
は
伊
沢
の
建
議
で
唱
歌
教
育
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
文
部
省
所
属
の
音

楽
取
調
掛
で
初
め
て
編
纂
し
た
『
小
学
唱
歌
集
初
編
』（
一
八
八
一
）
の
「
緒

言
」
の
冒
頭
で
あ
り
、
伊
沢
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

伊
沢
は
小
学
教
育
に
お
け
る
徳
性
涵
養
の
重
要
性
を
主
張
し
音
楽
に
よ
る
風
化

の
効
用
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
唱
歌
と
は
、
理
念
上
は
儒
教
の
伝
統
的

な
礼
楽
観
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
張
の
主
張
以
降
の
唱
歌
を
め
ぐ
る

言
説
が
ほ
と
ん
ど
伊
沢
の
こ
う
し
た
唱
歌
観
に
基
づ
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が

西
洋
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

東
洋
の
儒
教
的
音
楽
観
を
援
用
し
て
お
り
、
い
わ
ば
片
足
を
深
く
伝
統
的
な
普

遍
世
界
に
置
い
て
い
た
点
に
共
感
を
覚
え
た
こ
と
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ

れ
は
前
掲
の
劉
銓
の
文
章
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
劉
銓
は
、「
米
国
は
独
立
思

想
と
愛
国
心
が
す
べ
て
音
楽
の
能
力
だ
と
い
っ
て
、
国
民
教
育
に
音
楽
を
最
も

必
要
な
科
目
」
と
し
て
い
る
た
め
、「
こ
れ
を
倣
う
者
が
多
く
、
我
が
国
も

（
中
略
）
文
明
列
邦
で
流
行
す
る
楽
器
楽
書
を
輸
入
し
、
古
代
聖
賢
の
使
用
し

た
楽
器
楽
典
を
参
酌
・
教
授
す
る
こ
と
で
同
胞
の
愛
国
心
と
活
動
力
を
感
発
し

国
勢
を
挽
回
し
思
想
を
高
尚
に
す
る
こ
と
を
希
望
」
す
る
と
述
べ
、
独
立
精
神

と
愛
国
心
か
ら
な
る
国
民
精
神
を
振
作
さ
せ
る
効
能
を
持
っ
た
音
楽
を
新
た
に

作
る
た
め
に
は
欧
米
の
音
楽
の
輸
入
は
勿
論
、
中
国
の
聖
賢
の
礼
楽
思
想
も
斟

酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
音
楽
と
人
間
の
気
質
の
間
の
関
係
を
「
長
音
階
は
文
明
列
強
で
普

通
使
っ
て
お
り
、
此
の
曲
調
は
人
の
勇
気
と
活
動
力
を
養
成
す
る
。
短
音
階
は

古
よ
り
亡
国
で
多
く
使
用
さ
れ
た
曲
調
で
あ
り
、
人
の
悵
感
と
悲
哀
心
を
発
生

さ
せ
る
故
に
、
今
日
の
音
楽
界
で
そ
の
使
用
を
許
さ
な
い
）
（（
（

」
と
主
張
し
て
い
る
。

劉
が
長
短
音
階
と
人
間
の
気
質
の
関
係
を
儒
教
的
な
礼
楽
思
想
に
基
づ
い
て
想

定
し
た
の
も
、
実
は
「
長
音
階
の
旋
法
に
属
す
る
楽
曲
は
勇
壮
活
潑
に
し
て
、

其
快
情
実
に
極
り
な
し
。
之
に
反
し
て
、
短
音
階
の
旋
法
に
属
す
る
も
の
は
柔

弱
憂
鬱
に
し
て
、
哀
情
の
甚
だ
し
き
も
の
と
す
。（
中
略
）
是
故
に
欧
米
の
各
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国
、
其
唱
歌
を
学
校
教
科
に
充
つ
る
や
、
皆
此
長
音
階
を
採
り
て
短
音
階
を
捨

つ
）
（（
（

」
と
す
る
伊
沢
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
移
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

あ
る
い
は
、
植
民
地
時
代
に
入
っ
て
か
ら
総
督
府
に
よ
り
「
不
穏
唱
歌
」
と

し
て
弾
圧
を
受
け
て
没
収
さ
れ
た
、
尹
致
昊
が
経
営
し
た
開
城
の
韓
英
書
院
で

発
行
し
た
『
唱
歌
集
』（
一
九
一
四
）
の
序
文
に
も
以
上
の
例
と
ほ
ぼ
同
様
の

唱
歌
観
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

国
家
の
興
亡
盛
衰
は
国
民
の
精
神
に
在
る
。
国
民
の
精
神
を
感
発
さ
せ

る
の
は
歌
が
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
欧
米
諸
国
で
は
す
ぐ
れ
た

詩
人
、
音
楽
家
の
す
ば
ら
し
い
詩
や
歌
曲
に
よ
つ
て
国
民
の
精
神
を
涵
養

さ
せ
た
。
わ
が
海
東
の
祖
国
は
古
来
、
歌
曲
が
な
く
は
な
い
が
、
そ
の
意

味
が
大
概
淫
蕩
放
逸
に
流
れ
な
い
も
の
が
な
く
、
わ
が
大
韓
の
志
人
、
仁

者
が
一
様
に
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
（（
（

。

　

在
来
の
音
楽
を
そ
の
「
低
俗
」
さ
を
挙
げ
て
排
斥
す
る
こ
と
や
、
唱
歌
を
国

民
精
神
の
涵
養
の
手
段
と
捉
え
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
儒
教
的
な
音

楽
観
を
持
ち
出
す
点
な
ど
は
、
日
本
由
来
の
唱
歌
観
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
み

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
唱
歌
は
日
本
の
初
期
の
唱
歌
教
科
書
と
同
じ
く

欧
米
の
民
謡
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
ハ
ン
グ
ル
の
歌
詞
を
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
唱

歌
に
対
す
る
認
識
も
日
本
と
類
似
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
開
化
期
の
朝
鮮
で
唱

歌
の
価
値
を
決
め
た
の
は
、
西
洋
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
近
代
の
国
家
的
課
題
、
要

す
る
に
愛
国
啓
蒙
と
自
主
独
立
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
記
し
た
歌
詞
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
植
民
地
権
力
の
統
制
は
唱
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
唱
歌
観
に
で
は

な
く
、
ひ
た
す
ら
歌
詞
に
盛
り
込
ま
れ
た
国
民
精
神
の
内
容
に
及
ぶ
も
の
で
あ

っ
た
。

　

韓
英
書
院
の
『
唱
歌
集
』
が
禁
止
処
分
を
受
け
た
理
由
は
、
学
生
た
ち
に

「
排
日
思
想
の
養
成
に
一
助
す
る
国
権
回
復
の
唱
歌
」
を
斉
唱
さ
せ
た
こ
と
に

あ
っ
た
が
、
朝
鮮
で
歌
わ
れ
る
唱
歌
に
対
す
る
日
本
の
抑
圧
は
、
実
は
統
監
府

時
代
か
ら
存
在
し
た
。
統
監
府
時
代
に
は
す
で
に
「
教
科
用
図
書
検
定
規
定
」

（
一
九
〇
八
）
と
「
出
版
法
」（
一
九
〇
九
）
に
よ
り
私
立
学
校
で
使
用
さ
れ
る

教
科
書
に
対
す
る
検
閲
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
一
九
〇
九
年
か
ら
は
「
不
穏
当

な
唱
歌
」
を
禁
止
せ
よ
と
い
う
訓
則
が
度
々
発
令
さ
れ
、「
時
局
に
関
係
す
る

唱
歌
」
や
「
深
く
愛
国
す
る
唱
歌
」
が
厳
禁
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
（（
（

。
以
降
、
植
民

地
時
代
を
通
じ
て
反
日
思
想
や
民
族
独
立
、
階
級
意
識
な
ど
を
鼓
吹
す
る
唱
歌

は
徹
底
的
な
弾
圧
を
受
け
て
お
り
、
学
校
で
こ
の
よ
う
な
「
不
穏
唱
歌
」
を
教

授
し
て
逮
捕
さ
れ
る
事
件
は
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
に
散
見
す
る
。

　

一
方
、
統
監
府
は
「
不
穏
唱
歌
」
の
禁
止
か
ら
一
歩
進
ん
で
直
接
唱
歌
集
を

編
纂
し
学
校
教
育
の
場
に
撒
布
し
た
。
学
部
で
一
九
一
〇
年
五
月
に
発
行
さ
れ

た
『
普
通
教
育
唱
歌
集
』（
以
下
、『
学
部
唱
歌
集
』）
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
編
纂

中
も
そ
の
意
図
が
言
論
界
に
公
開
さ
れ
、
朝
鮮
に
は
「
原
定
さ
れ
た
音
楽
教
科

書
が
な
く
、
俗
歌
と
校
歌
な
ど
は
少
し
あ
る
も
の
の
、
歌
曲
が
楽
器
に
合
わ
な

い
）
（（
（

」
と
い
っ
て
、
発
達
し
た
西
洋
楽
器
に
合
わ
せ
た
朝
鮮
音
楽
の
体
系
化
・
近
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歌で習う「国語」

代
化
を
建
前
と
し
て
は
い
た
。
し
か
し
、「
学
部
で
は
各
官
公
私
立
学
校
の
唱

歌
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
過
激
で
激
動
的
な
意
辞
が
多
い
と
い

っ
て
近
日
新
唱
歌
集
を
編
輯
中
）
（（
（

」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
の
目
的
は

「
排
日
の
文
字
」
を
と
り
除
い
た
唱
歌
集
を
通
し
て
朝
鮮
内
の
す
べ
て
の
学
校

の
音
を
規
範
化
し
統
一
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
唱
歌
集
の

「
例
言
」
に
は
「
本
書
は
普
通
学
校
、
師
範
学
校
、
高
等
学
校
其
他
一
般
の
諸

学
校
で
教
授
す
る
目
的
で
編
纂
」
し
た
と
あ
る
。
そ
の
外
に
も
「
学
校
で
教
授

す
る
の
み
な
ら
ず
、
家
庭
で
使
用
す
る
こ
と
も
」
可
能
だ
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

学
校
の
場
を
越
え
る
唱
歌
の
歌
と
し
て
の
伝
播
性
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
植
民
地
期
に
唱
歌
の
権
威
を
決
め
た
の
は
何
よ
り
も
大
日
本
帝

国
の
「
国
民
精
神
」
の
精
髄
と
し
て
の
「
国
語
＝
日
本
語
」
で
書
か
れ
た
歌
詞

に
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、『
学
部
唱
歌
集
』
と
総
督
府
編
纂
の
唱
歌

集
と
の
間
に
は
明
確
な
断
絶
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
唱
歌
集
に
収
録
さ

れ
た
唱
歌
は
す
べ
て
ハ
ン
グ
ル
に
な
っ
て
お
り
、
時
局
的
な
歌
詞
は
な
い
も
の

の
、
日
本
色
も
あ
ま
り
な
く
教
訓
的
な
内
容
が
主
流
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ

る
）
（（
（

。
特
に
ハ
ン
グ
ル
の
使
用
に
関
し
て
は
、
一
九
〇
八
年
七
月
に
学
部
で
官
公

立
普
通
学
校
の
教
監
ら
が
直
接
音
楽
教
育
政
策
を
議
論
し
た
「
第
二
回
官
公
立

普
通
学
校
教
監
会
議
」（
参
加
者
は
全
員
日
本
人
）
で
も
明
確
に
確
認
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
会
議
で
協
議
さ
れ
た
案
件
中
音
楽
教
育
と
関
連
を
持
つ
の
は
「
唱
歌

科
ヲ
必
須
科
ト
シ
学
部
ニ
於
テ
歌
詞
ヲ
選
定
ス
ル
件
」
で
あ
っ
た
。
排
日
思
想

を
防
ぎ
歌
を
統
一
す
る
な
ど
の
国
民
教
育
の
必
要
上
、
唱
歌
科
を
必
須
科
に
す

る
こ
と
に
原
則
的
に
全
員
賛
成
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
歌
詞
は
ハ
ン
グ
ル
で
あ

る
べ
き
こ
と
が
再
三
強
調
さ
れ
た
）
（（
（

。
こ
れ
は
、『
学
部
唱
歌
集
』
刊
行
時
ま
で

は
統
監
府
は
唱
歌
を
通
し
て
朝
鮮
人
の
生
活
倫
理
や
感
性
な
ど
を
均
質
化
す
る

こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
あ
ま
り
大
き
な
抵
抗
な
し
に
時
局
に
対
す

る
関
心
や
反
日
情
緒
を
逸
ら
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
会

議
で
は
朝
鮮
人
の
俗
歌
な
ど
を
採
録
し
よ
う
と
い
う
見
解
も
提
出
さ
れ
て
お
り
）
（（
（

、

『
学
部
唱
歌
集
』
に
「
月달

よ아

月달

よ아

明밝

은
る
い
月달

아よ
」
で
始
ま
る
民
謡
の
歌
詞
を
付

け
た
唱
歌
〈
月달

〉（
原
曲
は
納
所
弁
次
郎
作
曲
〈
お
つ
き
さ
ま
〉）
が
収
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
路
線
は
植
民
地
期
以
降
に
な
る
と
、
全
面
的
に
修
正
さ
れ
る
。

　

総
督
府
は
一
九
一
一
年
に
「
忠
良
な
る
国
民
を
育
成
」
す
る
こ
と
を
最
大
の

目
標
に
す
る
朝
鮮
教
育
令
を
公
布
し
、
朝
鮮
人
を
言
語
的
・
文
化
的
・
思
想
的

に
「
日
本
人
化
」
し
て
忠
君
愛
国
の
心
性
を
養
お
う
と
す
る
同
化
政
策
を
推
進

し
た
。
そ
し
て
日
本
語
は
国
民
精
神
の
精
髄
で
あ
る
「
国
語
」
と
し
て
普
通
学

校
の
教
育
で
最
も
比
重
が
置
か
れ
て
学
生
た
ち
に
強
制
さ
れ
た
。
唱
歌
は
第
一

次
朝
鮮
教
育
令
期
（
一
九
一
一
～
一
九
二
二
）
ま
で
は
選
択
科
目
で
あ
っ
た
が
、

「
国
語
」
の
普
及
率
が
低
調
で
あ
っ
た
た
め
、
唱
歌
は
朝
鮮
人
の
同
化
の
た
め

の
有
力
な
手
段
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
「
国
語
」
の
持
つ
べ
き
音
の
共
同
性
の

空
白
を
補
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
言
文
一
致
唱
歌
の
創
始
者
と
し

て
知
ら
れ
て
お
り
、『
朝
鮮
唱
歌
』（
冨
山
房
、
一
九
一
一
）
を
作
曲
し
て
韓
国

併
合
の
「
偉
業
」
を
謳
頌
し
た
同
化
論
者
で
も
あ
っ
た
田
村
虎
蔵
も
「
大
和
言



112

葉
を
附
し
た
る
新
旋
律
を
し
て
、
彼
の
一
千
二
百
万
人
に
謡
歌
せ
し
む
る
こ
と

は
」、「
新
国
民
を
同
和
せ
し
む
上
に
於
て
、
吾
人
は
最
も
有
力
な
る
手
段
の
一

な
り
と
信
ず
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
、『
学
部
唱
歌
集
』
は
「
歌
詞
皆
朝
鮮

語
に
し
て
、
唱
歌
科
教
授
に
は
極
め
て
不
便
）
（（
（

」
だ
と
さ
れ
、
新
し
い
唱
歌
集
が

総
督
府
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
『
新
編
唱
歌
集
』（
一
九
一
四
）

で
あ
る
。

　
『
学
部
唱
歌
集
』
に
比
べ
『
新
編
唱
歌
集
』
の
も
つ
最
大
の
特
徴
は
、
表
１

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
収
録
曲
の
ほ
と
ん
ど
が
（
�
）
日
本
語
で
あ
る
と
い
う

点
と
（
�
）「
君
が
代
」
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
「
儀
式
唱
歌
」
が
登
場
し
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
（
�
）「
儀
式
唱
歌
」
に
は
歴
史
的
仮
名
遣
が
、
一

般
の
唱
歌
に
は
表
音
的
仮
名
遣
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
低
学
年
用
は
片
仮
名
表

記
、
そ
の
上
は
平
仮
名
表
記
の
口
語
体
、
高
学
年
用
は
文
語
体
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
三
点
は
以
降
の
総
督
府
編
纂
の
唱
歌
集
に
受
け
継
が
れ
る
模
範
に
な

っ
た
。

　
（
�
）
に
関
し
て
は
、『
新
編
唱
歌
集
』
や
こ
れ
に
次
ぐ
『
普
通
学
校
唱
歌

書
』（
一
九
二
〇
）
に
は
ま
だ
ハ
ン
グ
ル
曲
が
少
数
な
が
ら
残
っ
て
い
る
）
（（
（

。
し

か
し
、
一
九
二
二
年
九
月
に
発
生
し
た
霊
岩
公
立
普
通
学
校
の
学
生
た
ち
の
同

盟
休
学
を
伝
え
る
『
東
亜
日
報
』
の
社
説
「
朝
鮮
語
唱
歌
と
朝
鮮
歴
史
の
教

授
」
を
参
照
す
る
か
ぎ
り
、
朝
鮮
語
唱
歌
は
学
校
教
育
で
は
ほ
と
ん
ど
奨
励
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
事
件
は
地
方
の
普
通
学
校
の
学
生
た
ち
が

「
朝
鮮
語
唱
歌
と
朝
鮮
歴
史
を
教
授
し
な
い
こ
と
」
な
ど
を
理
由
に
同
盟
休
学

表 1　統監府・総督府編纂唱歌集のハングル曲と儀式唱歌の推移

普通教育唱
歌集

新編唱歌集
普通学校唱
歌書

普通学校補充
唱歌集

初等唱歌 ウタノホン

みくにのうた 初等音楽

使用時期　 　（（（0 ～ 　（（（（ ～ 　（（（0 ～ 　（（（（ ～ 　（（（（ ～ 　（（（（ ～

ハ
ン
グ
ル
曲
数
／

全
曲
数　
　
　
　

一年 （（ ／ （（ （ ／ （（ （ ／ （0 （ ／ （0 0 ／ （（ 0 ／ （（

二年 0 ／ （（ （ ／ （0 0 ／ （（ 0 ／ （（

三年 0 ／ （（ （ ／ （0 0 ／ （（ 0 ／ （（

四年 0 ／ （（ （ ／ （0 0 ／ （（ 0 ／ （（

五年 （ ／ （0 0 ／ （（ 0 ／ （（

六年 （ ／ （0 0 ／ （（ 0 ／ （（

儀
式
唱
歌
数　

一年 （（�） 0 （（ （（�）

二年 0 （（�～�） （（��） 0 （ � ～ �、

『 み く に の

うた』収録

曲）

（（��）

三年 （（�～�） 0 （（�～��）

四年 （（�～�） 0 （（�～��）

五年 0 （（�～���）

六年 0 （（�～���）

�君が代、�一月一日、�紀元節、�天長節、�勅語奉答、�卒業式、�明治節、�神社参拝唱歌、�海行かば、�

仰げば尊し、�愛国行進曲、�金剛石、�明治天皇御製
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歌で習う「国語」

を
敢
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
社
説
は
こ
の
事
態
を
「
現
下
の
朝
鮮
教
育
制
度
の

欠
陷
を
根
本
的
に
遺
憾
な
く
露
呈
し
た
、
極
め
て
重
大
な
事
件
」
と
み
な
し
、

「
そ
の
情
が
動
じ
、
そ
の
動
ず
る
情
に
よ
っ
て
自
然
の
語
と
し
て
自
然
に
流
暢

に
そ
の
情
を
発
表
で
き
な
い
朝
鮮
少
年
の
胸
底
は
、
ま
る
で
唖
者
の
そ
れ
と
同

じ
」
で
あ
る
と
述
べ
た
後
、
当
局
に
向
け
て
「
我
が
朝
鮮
少
年
に
そ
の
父
母
の

言
語
を
も
っ
て
、
そ
の
母
乳
と
ご
飯
と
と
も
に
生
長
し
た
自
然
の
言
語
を
も
っ

て
歌
い
唱
え
る
こ
と
を
許
し
、
か
つ
歌
い
唱
え
る
機
会
を
作
れ
」
と
訴
え
て
い

る
）
（（
（

。
当
時
日
本
語
に
よ
る
音
の
共
同
性
が
学
校
の
場
を
通
し
て
い
か
に
徹
底
に

推
し
進
め
ら
れ
た
か
を
窺
わ
せ
る
事
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
生
た
ち
の
集

団
行
動
や
言
論
の
批
判
は
従
来
の
武
断
統
治
政
策
に
対
す
る
部
分
的
な
修
正
を

も
た
ら
し
た
三
・
一
運
動
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
た
世
論
を
反
映
し
た
も
の
と

い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
語
唱
歌
へ
の
希
求
は
、
二
〇
年
代
の
童
謡
の
黄
金

期
を
牽
引
し
た
「
セ
ク
ト
ン
会
」
の
機
関
誌
『
オ
リ
ニ
（
子
供
）』（
一
九
二
三

年
三
月
）
の
誕
生
と
一
九
二
三
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
各
新
聞
社
の
童
謡
懸
賞
募

集
に
投
影
さ
れ
て
い
き
、
何
よ
り
も
総
督
府
に
よ
る
唱
歌
集
の
補
完
作
業
を
促

し
た
。

　

三
・
一
運
動
は
教
育
政
策
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
、
一
九
二
二
年
に
改
正
さ

れ
た
「
朝
鮮
教
育
令
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
内
地
延
長
主
義
」
に
基
づ
き
「
内

地
」
と
の
差
別
が
部
分
的
に
是
正
さ
れ
、
内
鮮
融
和
と
い
う
名
目
で
朝
鮮
に
か

か
わ
る
事
象
を
教
科
書
に
載
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
普
通
学
校
も
六
年
制
に
変

わ
っ
た
た
め
、
従
来
の
教
科
書
の
改
訂
補
完
は
緊
急
を
要
す
る
事
柄
で
も
あ
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
従
来
の
教
科
書
の
補
充
教
材
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が
『
普
通

学
校
補
充
唱
歌
集
』（
一
九
二
六
、
以
下
『
補
充
唱
歌
集
』）
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
童
謡
運
動
」
に
代
表
さ
れ
る
朝
鮮
人
の
朝
鮮
語
唱
歌
へ
の
希
求
を
植
民
地
権

力
が
取
り
入
れ
る
形
で
な
さ
れ
た
歌
詞
の
懸
賞
募
集
を
通
し
て
朝
鮮
人
の
作
品

も
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
朝
鮮
教
育
令
期
に
存
在
し
た
「
国
語
」
の

共
同
性
に
加
え
ら
れ
た
破
裂
音
に
関
す
る
こ
と
は
後
述
す
る
。
た
だ
し
、
本
節

で
は
『
補
充
唱
歌
集
』
に
は
朝
鮮
語
唱
歌
が
大
幅
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

「
儀
式
唱
歌
」
が
載
っ
て
い
な
い
点
を
強
調
し
て
お
く
。
し
か
し
、
こ
れ
が
あ

く
ま
で
も
『
普
通
学
校
唱
歌
書
』
や
小
学
校
の
教
材
で
あ
っ
た
『
尋
常
小
学
唱

歌
』
な
ど
）
（（
（

の
補
充
教
材
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
�
）
の
「
儀
式
唱
歌
」
は
軍
国
主
義
的
な
忠
君
愛
国
の
国
民
精
神
を
育
成

す
る
代
表
的
な
唱
歌
と
し
て
大
日
本
帝
国
が
決
め
た
記
念
日
に
斉
唱
す
る
こ
と

が
強
制
さ
れ
た
が
、
一
九
一
五
年
に
「
不
穏
唱
歌
」
の
温
床
と
さ
れ
た
私
立
学

校
に
校
歌
を
直
し
記
念
日
の
儀
式
当
日
に
〈
君
が
代
〉
を
斉
唱
す
る
よ
う
通
牒

し
た
『
官
報
）
（（
（

』
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
植
民
地
の
音
を
秩
序
付
け
る
象

徴
的
な
唱
歌
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
を
き
っ
か
け
に

突
入
し
た
戦
時
体
制
に
合
わ
せ
て
「
忠
良
な
る
皇
国
臣
民
の
育
成
」
を
目
標
に

改
正
さ
れ
た
第
三
次
朝
鮮
教
育
令
（
一
九
三
八
）
以
降
に
な
る
と
、
朝
鮮
語
が

必
須
課
目
か
ら
除
か
れ
朝
鮮
語
唱
歌
も
排
除
さ
れ
る
な
ど
、
学
校
に
お
け
る
音

の
統
一
が
一
層
加
速
化
し
た
。
た
と
え
ば
、
歌
詞
の
難
解
さ
ゆ
え
に
総
督
府
が

別
途
に
作
っ
た
「
紀
元
節
」
の
歌
詞
は
「
国
民
精
神
の
振
作
を
期
し
、
内
鮮
一
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体
の
実
績
を
あ
げ
」
る
た
め
に
文
部
省
制
定
の
曲
を
採
択
し
「
内
地
」
と
統
一

さ
せ
た
り
）
（（
（

、
国
民
の
戦
意
高
揚
の
た
め
に
一
九
三
七
年
に
製
作
さ
れ
第
二
の
国

歌
と
ま
で
称
え
ら
れ
た
〈
海
行
か
ば
〉
を
〈
君
が
代
〉
と
と
も
に
す
べ
て
の
儀

式
で
斉
唱
さ
せ
た
）
（（
（

。
し
か
も
、
一
九
三
九
年
に
は
小
学
校
の
唱
歌
集
か
ら
儀
式

唱
歌
の
み
を
独
立
さ
せ
て
内
容
の
充
実
を
図
っ
た
『
み
く
に
の
う
た
』
が
発
行

さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
の
唱
歌
教
科
書
に
は
な
く
植
民
地
朝
鮮
に
の
み
編

集
・
普
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

朝
鮮
語
科
目
が
完
全
廃
止
さ
れ
た
植
民
地
末
期
（
一
九
四
一
年
「
国
民
学
校

令
」）
に
入
る
と
、
た
と
え
ば
生
徒
た
ち
は
校
門
を
出
て
戦
勝
祈
願
の
提
灯
行

列
を
作
っ
て
村
内
を
練
り
歩
い
た
り
、
村
民
は
戦
勝
記
念
行
事
の
た
め
に
学
校

に
動
員
さ
れ
た
り
し
て
、
学
校
を
媒
介
と
し
た
「
国
民
精
神
」
の
総
動
員
が
敢

行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
意
味
を
剥
奪
さ
れ
た
唱
歌
・
軍
歌
が
斉
唱
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
「
国
民
」
の
音
の
共
同
性
が
演
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、「
国
語
」
と
唱
歌
の
連
絡

　
　
　

教
科
統
合
教
育
と
芸
術
教
育
運
動

　

初
等
教
育
に
お
け
る
唱
歌
科
は
伊
沢
に
よ
り
教
科
目
と
し
て
導
入
さ
れ
た
初

期
か
ら
音
楽
教
育
と
し
て
の
自
律
性
よ
り
は
、
児
童
の
興
味
を
誘
発
し
学
習
効

果
を
高
め
徳
性
を
涵
養
す
る
の
み
な
ら
ず
、
発
音
を
矯
正
し
標
準
語
音
を
訓
練

さ
せ
る
な
ど
の
補
完
機
能
が
重
視
さ
れ
た
教
科
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ

た
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
特
に
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
「
国
語
」
科

と
の
関
連
性
を
よ
り
詳
細
に
見
て
い
き
た
い
。

　

教
科
統
合
論
的
な
観
点
か
ら
唱
歌
科
と
国
語
、
修
身
な
ど
の
他
学
科
と
の
連

絡
を
強
調
し
た
の
は
、
す
で
に
大
韓
帝
国
末
期
の
劉
銓
も
前
掲
文
で
「
各
学
校

に
於
て
音
楽
を
教
授
す
る
の
は
各
学
科
を
連
絡
し
て
教
授
学
上
及
び
心
理
学
上

に
直
間
接
に
大
変
関
係
が
有
る
）
（（
（

」
た
め
と
指
摘
し
て
い
る
。
統
監
府
の
日
本
人

官
僚
た
ち
に
も
こ
の
よ
う
な
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
学
部

で
唱
歌
教
育
を
議
論
し
た
一
九
〇
八
年
の
教
監
会
議
で
「『（
普
通
学
校
学
徒

用
）
国
語
読
本
』（
一
九
〇
七
～
八
、
以
下
『
学
部
国
語
読
本
』）
中
ニ
韻
文
交
リ

ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
材
料
ト
ナ
ス
）
（（
（

」
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

窺
え
る
。
こ
れ
を
受
け
る
『
学
部
唱
歌
集
』（
一
九
一
〇
）
に
は
二
七
曲
中

〈
紙
鳶
と과

팽
이

こ
ま
〉〈
時
計
〉〈
蝶
〉〈
移
秧
〉〈
学
問
歌
〉〈
漂
衣
〉〈
善
友
〉
の
七

曲
が
『
学
部
国
語
読
本
』
か
ら
採
ら
れ
た
か
、
若
干
の
改
訂
を
加
え
た
も
の
で

あ
っ
た
。
唱
歌
科
は
国
語
科
と
結
び
付
け
ら
れ
連
絡
統
合
学
習
の
形
で
の
補
完

的
な
機
能
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
補
完
的
な
機
能
は
植
民
地

期
に
入
る
と
よ
り
一
層
徹
底
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

先
ず
、
歌
詞
の
表
記
は
、
低
学
年
用
は
口
語
体
、
高
学
年
用
は
文
語
体
が
取

ら
れ
て
お
り
、
総
督
府
で
編
纂
さ
れ
た
す
べ
て
の
唱
歌
集
に
は
読
本
と
の
統
一

性
が
保
た
れ
て
い
る
）
（（
（

。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
内
容
に
お
い
て
も
「
国
語
」
科
と

の
連
絡
関
係
は
明
白
で
あ
る
。
先
ず
総
督
府
が
初
め
て
刊
行
し
た
『
新
編
唱
歌

集
』（
一
九
一
四
）
に
は
全
部
で
四
一
曲
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

特
に
儀
式
唱
歌
は
修
身
科
、
国
語
科
に
も
関
連
の
内
容
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
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歌で習う「国語」

緊
密
な
連
絡
関
係
を
成
し
て
い
る
）
（（
（

。
そ
の
他
に
〈
お
月
さ
ま
〉〈
タ
コ
〉〈
日
ノ

丸
ノ
旗
〉〈
モ
モ
タ
ロ
ウ
〉〈
サ
ク
ラ
〉〈
花
咲
爺
〉〈
時
計
〉〈
富
士
山
〉〈
春
が

来
た
〉〈
子
馬
〉〈
田
植
〉〈
あ
さ
が
お
〉〈
菊
〉
な
ど
の
一
三
曲
は
『
普
通
学
校

国
語
読
本
』（
一
九
一
二
～
五
）
か
ら
歌
詞
を
採
っ
た
か
関
係
の
あ
る
曲
で
あ
り
、

〈
正
直
〉〈
二
宮
金
次
郎
〉〈
職
業
〉〈
勤
倹
〉
な
ど
の
四
曲
は
『
普
通
学
校
修
身

書
』（
一
九
一
四
）
と
関
連
が
あ
る
。〈
運
動
会
〉〈
養
蚕
〉〈
勤
倹
〉〈
職
業
〉

〈
師
の
恩
〉
は
『
普
通
学
校
朝
鮮
語
及
漢
文
読
本
』（
一
九
一
五
～
八
、
以
下

『
第
一
次
朝
鮮
語
読
本
』）
と
連
絡
し
て
い
る
。〈
養
蚕
〉
は
『
普
通
学
校
農
業

書
』（
一
九
一
四
）
と
も
関
連
が
あ
り
、
こ
の
中
で
〈
養
蚕
〉〈
勤
倹
〉〈
職

業
〉
な
ど
は
日
本
で
は
確
認
さ
れ
な
い
唱
歌
の
例
で
あ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
「
簡
易
実
用
」
を
標
榜
し
た
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
普
通
学
校

の
大
凡
の
教
育
課
程
が
植
民
地
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
教
化
の
た
め
の
科
目
と

し
て
の
修
身
と
「
国
語
」、
そ
し
て
算
術
及
び
低
級
の
職
業
教
科
で
あ
る
農
業

初
歩
、
商
業
初
歩
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
）
（（
（

を
考
慮
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
事
実

は
『
新
編
唱
歌
集
』
が
こ
の
時
期
の
教
育
課
程
を
網
羅
し
た
教
科
統
合
的
な
教

材
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
、〈
月달

〉
以
外
は
す
べ
て
日
本
語

唱
歌
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
朝
鮮
語
唱
歌
と
第
一
次
『
朝
鮮
語
読
本
』
と
の

間
の
関
連
性
は
見
受
け
ら
れ
な
い
反
面
、
特
に
「
国
語
」
科
と
の
関
連
が
密
接

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
唱
歌
集
が
日
本
語
音
の
訓
練
の
み
な
ら
ず
唱

歌
の
斉
唱
を
通
し
て
音
の
共
同
性
を
演
出
し
児
童
の
脳
裏
に
共
通
の
「
国
語
」

像
を
植
え
付
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
推
測
は
、
一
九
一
五
年
に
総
督
府
で
『
羅
馬
字
新
編
唱
歌
集
』
が
刊
行

さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
る
。
こ
の
唱
歌
集
は
『
新
編
唱
歌
集
』
を
そ
の

ま
ま
ロ
ー
マ
字
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
官
報
』
の
「
教
科
用
図
書
発

行
」
の
広
告
に
は
『
普
通
学
校
修
身
書　

生
徒
用
（
諺
文
訳
）』『
普
通
学
校
農

業
書
朝
鮮
訳
文
』『
羅
馬
字
新
編
唱
歌
集
』
な
ど
の
三
種
に
対
し
、「
私
立
学
校

中
国
語
ニ
テ
教
授
シ
難
キ
学
校
ニ
限
リ
使
用
ス
ベ
キ
モ
ノ
）
（（
（

」
と
す
る
注
記
が
付

さ
れ
て
い
る
。「
普
通
学
校
規
定
」
の
適
用
を
受
け
な
い
私
立
学
校
は
総
督
府

の
弾
圧
に
よ
り
一
九
一
五
年
か
ら
学
生
数
の
比
率
が
普
通
学
校
に
逆
転
さ
れ
て

し
ま
っ
た
が
）
（（
（

、
依
然
「
不
穏
勢
力
」
の
温
床
と
し
て
早
急
な
教
化
が
必
要
な
対

象
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
上
記
の
教
科
用
図
書
中
の
前
の

二
者
は
朝
鮮
語
を
通
し
て
の
修
身
の
浸
透
、
職
業
教
育
の
徹
底
を
期
し
よ
う
と

す
る
内
容
伝
達
を
主
眼
と
し
て
朝
鮮
語
に
訳
し
て
提
供
さ
れ
た
教
材
で
あ
る
こ

図 1　新編唱歌集
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と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、『
国
語
読
本
』
の
翻
訳
版
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

「
国
語
」
が
内
容
（
意
味
）
の
伝
達
に
目
的
の
あ
る
教
科
で
は
な
い
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。『
国
語
読
本
』
の
空
白
を
埋
め
る
『
羅
馬
字
新
編
唱
歌
集
』
が
ロ
ー

マ
字
表
記
を
採
用
し
た
の
は
言
語
の
音
声
表
記
を
徹
底
す
る
と
の
趣
旨
か
ら
な

の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
て
、
こ
の
ロ
ー
マ
字
本
の
刊
行
は

『
国
語
読
本
』
に
代
わ
っ
て
音
声
言
語
と
し
て
の
日
本
語
の
広
範
な
浸
透
を
念

頭
に
置
い
た
措
置
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
徳

性
の
涵
養
と
は
す
な
わ
ち
国
民
精
神
の
陶
冶
を
意
味
し
、「
国
語
」
と
は
国
民

精
神
の
精
髄
と
み
な
す
こ
の
時
代
の
言
語
認
識
が
唱
歌
科
の
こ
う
し
た
統
合
学

習
的
な
性
格
の
教
材
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

唱
歌
科
の
以
上
の
よ
う
な
教
科
統
合
の
傾
向
は
『
新
編
唱
歌
集
』
に
次
ぐ

『
普
通
学
校
唱
歌
書
』（
一
九
二
〇
）
に
な
る
と
さ
ら
に
深
化
す
る
。『
普
通
学

校
唱
歌
書
』
は
初
め
て
学
年
別
に
編
纂
さ
れ
た
た
め
、『
新
編
唱
歌
集
』
を
受

け
継
ぎ
つ
つ
も
歌
曲
数
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
新
た
に
収
録
さ

れ
た
歌
曲
を
見
る
と
、
主
に
小
学
校
の
教
材
で
あ
る
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
か
ら

採
っ
た
曲
が
多
い
。
そ
の
他
の
新
曲
の
中
で
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
朝
鮮
に
か

か
わ
る
唱
歌
が
明
ら
か
に
増
え
て
い
る
点
で
あ
る
。『
国
語
読
本
』
と
関
連
の

あ
る
〈
京
城
〉〈
金
剛
山
〉、『
修
身
書
』
と
関
連
の
あ
る
〈
鄭
民
赫
〉、『
朝
鮮

語
読
本
』
と
関
連
の
あ
る
〈
燕
〉（
興
夫
伝
）、
そ
の
他
〈
鴨
緑
江
〉（『
高
等
国

語
読
本
』）〈
牧
丹
台
〉〈
釜
山
港
〉
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
・
一
運
動
以

降
朝
鮮
の
民
心
を
懐
柔
す
る
た
め
の
方
便
と
し
て
朝
鮮
の
自
然
や
朝
鮮
人
の
生

活
、
文
化
な
ど
を
教
科
書
に
取
り
入
れ
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
企
て
と
関
連
が

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
朝
鮮
語
唱
歌
は
二
曲
し
か
増
え
て
い
な
い
し
、
曲
そ
の
も

の
も
日
本
語
唱
歌
を
翻
訳
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。『
朝
鮮
語
読
本
』
と

朝
鮮
語
唱
歌
と
の
連
絡
は
相
変
ら
ず
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
朝
鮮
語
で
で
き
た

朝
鮮
人
の
唱
歌
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
意
思
も
ま
っ
た
く
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
総
督
府
主
導
の
唱
歌
教
育
は
こ
の
時
期
、
実
は
深
刻
な
危
機
に
直
面

し
て
い
た
。
す
で
に
日
本
で
一
九
一
〇
年
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
関
心

の
高
揚
と
児
童
中
心
主
義
・
個
性
尊
重
の
芸
術
教
育
思
潮
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、

伊
沢
以
来
の
徳
性
涵
養
＝
国
民
精
神
の
注
入
を
目
的
と
す
る
露
骨
な
教
訓
な
い

し
知
識
を
教
え
る
功
利
的
な
唱
歌
観
に
対
す
る
批
判
が
行
わ
れ
、
美
的
情
調
の

涵
養
を
目
的
と
す
る
芸
術
教
育
が
民
間
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
運
動
と
相
乗
効
果
を
発
揮
し
な
が
ら
大
き
く
起
こ
っ
た
の
が
、
政
府
主
導

の
学
校
唱
歌
や
説
話
に
対
抗
し
て
、
雑
誌
『
赤
い
鳥
』（
一
九
一
八
）
を
中
心

に
児
童
の
純
粋
性
を
育
て
る
た
め
の
話
や
歌
を
創
作
し
て
世
に
広
め
よ
う
と
し

た
童
謡
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
運
動
は
学
校
唱
歌
が
抑
圧
・
排
除
し
た
伝
承
童

謡
・
民
謡
に
も
関
心
を
向
け
、
こ
れ
ら
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
日
本
国
民
音
楽

を
創
造
し
よ
う
と
い
う
動
き
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
運
動

は
朝
鮮
の
子
供
の
た
め
の
朝
鮮
語
唱
歌
を
希
求
し
て
い
た
当
時
の
朝
鮮
に
も
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
朝
鮮
の
知
識
人
た
ち
に
（
伝
承
）
童
謡
や
民
謡
の
蒐

集
・
研
究
と
い
う
学
問
的
な
関
心
を
喚
起
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、『
オ
リ
ニ
』

な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
童
謡
創
作
運
動
を
も
触
発
し
た
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歌で習う「国語」

の
で
あ
る
）
（（
（

。
実
際
に
多
く
の
人
々
が
新
聞
や
雑
誌
の
読
者
欄
に
童
謡
の
歌
詞
を

投
稿
し
て
お
り
、「
セ
ク
ト
ン
会
」
を
中
心
に
創
作
曲
も
多
数
発
表
さ
れ
て
人

気
を
集
め
て
い
た
。
朝
鮮
に
お
け
る
童
謡
運
動
は
反
「
学
校
唱
歌
」
の
風
潮
が

そ
の
ま
ま
朝
鮮
語
唱
歌
創
作
運
動
に
つ
な
が
る
地
点
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

総
督
府
は
朝
鮮
内
外
の
こ
の
よ
う
な
権
力
へ
の
抵
抗
的
要
素
を
持
つ
反
「
唱

歌
」
の
動
き
に
対
し
、
完
全
に
新
し
い
方
式
に
よ
る
新
し
い
唱
歌
集
の
発
行
を

推
進
す
る
こ
と
で
民
間
を
中
心
と
し
た
動
き
を
吸
収
・
統
合
し
よ
う
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、『
普
通
学
校
補
充
唱
歌
集
』（
一
九
二
六
）
の
歌
詞
懸
賞
募
集
に
朝

鮮
人
の
参
加
を
促
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。『
朝
鮮
日
報
』
の
関
連
記
事
を
見

れ
ば
、
朝
鮮
教
育
令
改
正
で
普
通
学
校
が
六
年
制
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
時

の
小
学
校
教
材
で
あ
る
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

こ
こ
に
は
「
朝
鮮
的
な
教
材
が
全
く
無
く
、
授
業
上
遺
憾
な
点
が
少
な
く
な

い
）
（（
（

」
た
め
、
総
督
府
で
補
充
教
材
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
そ
の
意
図
を

伝
え
て
い
る
。
一
九
二
三
年
一
一
月
二
九
日
付
の
『
官
報
』
に
は
新
た
に
編
纂

す
る
普
通
学
校
教
科
用
唱
歌
の
歌
詞
募
集
の
広
告
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
募
集

規
定
に
は
題
材
と
し
て
「
朝
鮮
ノ
童
話
、
童
謡
、
伝
説
、
史
伝
、
教
訓
、
名
所
、

旧
蹟
、
実
業
其
ノ
他
朝
鮮
的
題
材
ニ
シ
テ
普
通
学
校
児
童
ノ
興
味
ヲ
喚
起
ス
ル

ニ
足
ル
モ
ノ
但
シ
普
通
学
校
用
修
身
、
国
語
、
朝
鮮
語
等
ノ
教
科
書
中
ヨ
リ
朝

鮮
的
教
材
ヲ
選
ヒ
テ
歌
詞
ニ
作
ル
モ
妨
ケ
ス
）
（（
（

」
と
あ
る
。
修
身
や
実
業
教
育
関

連
の
題
材
も
相
変
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
朝
鮮
的
な
も
の
を
範
疇
化
し

て
整
理
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
う
け
ら
れ
る
。『
官
報
』
に
提
示
さ
れ
た
採

用
数
は
表
２
の
よ
う
で
あ
る
。

　

表
３
は
懸
賞
募
集
で
採
用
さ
れ
た
曲
中
に
実
際
に
新
し
い
唱
歌
集
に
収
載
さ

れ
た
曲
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
朝
鮮
語
と
日
本
語
の
採
用
割

合
は
ほ
ぼ
一
対
二
に
調
整
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
割
合
は
『
補
充

唱
歌
集
』
全
曲
中
の
朝
鮮
語
と
日
本
語
の
割
合
（
二
一
曲
対
三
九
曲
）
と
ほ
と

ん
ど
一
致
す
る
。
し
か
し
、
前
掲
し
た
表
（
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
低
学
年
を

中
心
と
し
て
朝
鮮
語
唱
歌
を
た
く
さ
ん
採
用
し
た
点
は
従
来
に
比
べ
て
画
期
的

な
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
う
し
て
『
補
充
唱
歌
集
』
に
は
従
来
の
『
普
通
学
校
唱
歌
書
』
に
収
載
さ

れ
た
朝
鮮
に
関
す
る
唱
歌
（
上
記
の
七
曲
）
に
加
え
、
懸
賞
募
集
に
よ
り
〈
長

煙
管
〉〈
白
頭
山
〉〈
鶏
林
〉〈
高
麗
の
旧
都
〉〈
百
済
の
旧
都
〉〈
成
三
問
〉〈
昔

表 2　募集広告採用数

朝鮮語 日本語

一学年用 　　　0 　　　0

二学年用 　　　（ 　　　0

三学年用 　　　（ 　　　0

四学年用 　　　（ 　　　（

五学年用 　　　（ 　　　（

六学年用 　　　0 　　　（

合計 　　 （（ 　　 （（

表3　教材採用数

朝鮮語 日本語

　　 0 　　 0

　　 （ 　　 （

　　 （ 　　 （

　　 （ 　　 （

　　 （ 　　 （

　　 （ 　　 （

　　（0 　　（（
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脱
解
〉
な
ど
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
朝
鮮
的
と
さ

れ
る
唱
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
日
本
語
で
で
き
て
い
る
。
朝
鮮
語
の
も
の
は
〈
兎토

ご끼

っ놀
음こ

〉〈
遅
刻
は
や마

세

め
よ
う
〉〈
余
業
の의

滋
味
〉〈
学배

우
는ぶ

海바
다

〉
な
ど
の
よ
う
に
、

児
童
の
生
活
や
遊
戯
と
か
か
わ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
児
童
の
興
味
を

喚
起
さ
せ
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
朝
鮮
の
歴
史
や
地
理
、
風
俗
な
ど
が
、
実
は

教
科
書
の
中
で
秩
序
付
け
ら
れ
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
歌
詞
が
採

用
し
て
い
る
言
語
に
も
端
的
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
第
二
次

『
朝
鮮
語
読
本
』
の
韻
文
教
材
で
あ
る
〈
こ팽

이ま
〉〈
蝶나

븨
〉〈
水물

방
아車

〉〈
休放

学み
の의

お作

別
別
れ
〉
が
朝
鮮
語
唱
歌
と
し
て
収
載
さ
れ
て
お
り
、
初
め
て
両
教
科
間
の
連

絡
関
係
が
結
ば
れ
た
と
い
う
点
か
ら
も
こ
の
唱
歌
集
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
朝
鮮
人
た
ち
の
朝
鮮
語
唱
歌
へ
の
需
要
を
満
た
す
に
は
あ

ま
り
に
も
物
足
り
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
で
に
こ
の
唱
歌
集
発

行
の
同
じ
年
で
あ
る
一
九
二
六
年
に
は
朝
鮮
初
の
童
謡
集
と
称
さ
れ
る
尹
克
栄

の
『
半반

달月
』
が
刊
行
さ
れ
レ
コ
ー
ド
に
ま
で
吹
き
込
ま
れ
て
い
た
し
、
二
九
年

に
は
洪
蘭
坡
（
ホ
ン
・
ナ
ン
パ
、
一
八
九
七
～
一
九
四
一
）
の
『
朝
鮮
童
謡
百
曲

集
』、
丁
淳
喆
（
チ
ョ
ン
・
ス
ン
チ
ョ
ル
）
の
『
葦

갈
닙
피
리笛

』
な
ど
が
公
刊
さ
れ
、
童

謡
作
曲
家
た
ち
を
中
心
に
童
謡
運
動
が
よ
り
一
層
活
発
に
な
っ
て
い
た
。
し
か

も
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
開
始
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
放
送
は
一
九
三
三
年
か
ら
朝

鮮
語
専
用
の
第
二
放
送
を
実
施
し
て
か
ら
創
作
童
謡
を
放
送
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
全
国
的
な
同
時
性
と
広
播
性
か
ら
童
謡
の
普
及
に
至
大
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
）
（（
（

。
植
民
地
の
統
治
機
構
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
放
送
メ
デ
ィ
ア
も
、
植
民
地

の
検
閲
体
制
に
そ
の
存
廃
を
左
右
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
出
版
メ
デ
ィ

ア
も
、
こ
の
時
期
に
は
共
に
大
衆
の
嗜
好
に
応
じ
る
大
衆
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の

性
格
を
も
強
く
帯
び
て
い
た
た
め
、
そ
の
植
民
地
近
代
性
の
矛
盾
の
作
り
上
げ

た
躍
動
性
）
（（
（

が
朝
鮮
語
唱
歌
と
し
て
の
創
作
童
謡
の
全
盛
期
を
作
り
出
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
躍
動
性
は
教
科
書
の
編
纂
に
反
映
さ
れ
た
り
も
し
た
。
朝

鮮
総
督
府
の
検
定
を
受
け
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
九
三
五
年
に
京
城
師
範
学

校
音
楽
教
育
研
究
会
が
編
纂
し
た
『
初
等
唱
歌
』（
全
六
冊
）
に
は
一
学
年
用

か
ら
三
学
年
用
ま
で
は
各
三
曲
、
四
学
年
用
に
二
曲
、
五
学
年
用
に
一
曲
の
朝

鮮
語
唱
歌
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
〈
お설

날
正
月
〉〈
虹

무
지
개〉

な
ど
と
当
時
の

創
作
童
謡
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
語
唱
歌
を
求
め
る
享
受
者
た
ち
の
多
様

な
声
は
、
日
中
戦
争
以
降
皇
民
化
政
策
が
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
る
中
で
暴
力
的

に
終
熄
を
迎
え
さ
せ
ら
れ
た
。

　

一
九
三
八
年
の
第
三
次
朝
鮮
教
育
令
改
正
に
よ
り
朝
鮮
語
が
選
択
科
目
へ
と

転
落
し
朝
鮮
語
唱
歌
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
学
校
に
お
け
る
音
の
統
一

は
加
速
化
し
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
標
準
と
な
る
べ
き

教
科
用
図
書
が
な
」
く
、
唱
歌
教
授
法
が
千
差
万
別
に
乱
れ
て
い
る
た
め
、
内

鮮
一
体
、
皇
国
臣
民
の
育
成
と
い
う
時
局
的
課
題
に
答
え
て
総
督
府
が
新
た
に

編
纂
し
た
）
（（
（

と
い
う
教
科
書
『
初
等
唱
歌
』（
一
九
三
九
～
四
一
）
の
例
か
ら
確
認

し
て
み
た
い
。

　

実
は
、
こ
の
唱
歌
集
は
上
記
の
『
補
充
唱
歌
集
』
と
同
じ
よ
う
に
懸
賞
募
集

に
よ
る
歌
詞
を
収
載
す
る
形
を
採
っ
て
い
る
。
ハ
ン
グ
ル
新
聞
に
載
っ
た
唱
歌
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募
集
の
広
告
を
見
る
と
、「
改
正
さ
れ
た
新
し
い
教
育
令
の
趣
旨
に
従
い
小
学

生
た
ち
の
唱
歌
を
通
し
て
皇
国
臣
民
の
精
神
を
養
う
た
め
に
」
小
学
唱
歌
用
歌

詞
を
全
鮮
の
小
学
生
た
ち
か
ら
募
集
す
る
こ
と
に
し
た
が
、「
そ
の
歌
詞
は
実

生
活
に
適
合
す
る
も
の
に
し
、
児
童
た
ち
に
日
常
生
活
と
精
神
教
育
の
統
一
さ

れ
た
感
激
を
与
え
よ
う
と
い
う
の
が
」
募
集
の
主
眼
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
歌
詞
内
容
の
方
向
性
を
限
定
し
て
い
る
）
（（
（

。
一
・
二
学
年
用
は
一
九
三
八
年

に
、
三
・
四
学
年
用
は
三
九
年
に
行
わ
れ
た
こ
の
懸
賞
募
集
は
、
応
募
者
を
小

学
生
に
限
定
し
た
点
、
新
し
い
教
育
令
に
よ
り
小
学
校
と
普
通
学
校
と
の
区
別

て
帰
ら
う
よ
／
重
い
ふ
く
ろ
を
皆
下
げ
て
）
（（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、「
児
童
た
ち
の

日
常
生
活
」
が
「
皇
民
化
」
と
い
う
国
家
の
論
理
と
融
合
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
点
か
ら
み
て
も
、
こ
の
歌
詞
募
集
は
「
下
か
ら
」
の
児
童
生
活
の
収
斂
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
朝
鮮
人
児
童
が
日
本
人
児
童
と
い
っ
し
ょ
に
皇
国
臣
民
と

し
て
の
意
思
を
日
本
語
で
醱
剌
と
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
上
か

ら
」
の
強
制
を
、
ま
る
で
募
集
の
結
果
に
よ
る
自
然
な
も
の
と
し
て
装
う
た
め

の
装
置
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
唱
歌
集
の
「
緒
言
」
に

「
本
書
ハ
ソ
ノ
編
纂
ニ
当
リ
、
皇
国
臣
民
タ
ル
ノ
情
調
涵
養
ニ
適
切
ナ
ル
唱
歌

ノ
採
択
ニ
留
意
セ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
採
用
曲
以
外
の
収
録
曲
に

も
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
著
し
い
。
ま
た
、
従
来
の
学
校
唱
歌
集
に
比
べ
て
朝
鮮

に
か
か
わ
る
内
容
の
唱
歌
が
ほ
と
ん
ど
載
っ
て
い
な
い
反
面
、〈
揚
子
江
〉〈
北

満
の
野
〉〈
万
里
の
長
城
〉
な
ど
の
中
国
大
陸
を
題
材
に
し
た
曲
が
目
立
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
も
大
陸
侵
略
と
い
う
国
策
を
唱
歌
に
よ
っ
て
児
童
た
ち
の
脳
裏

に
焼
き
付
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

一
九
四
一
年
に
発
刊
さ
れ
た
五
学
年
用
と
六
学
年
用
の
『
初
等
唱
歌
』
は
、

同
じ
年
に
公
布
さ
れ
た
国
民
学
校
令
に
基
づ
き
唱
歌
科
が
「
芸
能
科
音
楽
」
に

変
わ
る
な
ど
の
急
変
す
る
教
育
改
編
の
中
で
、
懸
賞
募
集
の
形
は
取
れ
な
か
っ

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
は
音
楽
教
授
に
お
い
て
歌
唱
と
鑑
賞
の

基
礎
に
な
る
発
音
と
聴
音
の
訓
練
が
特
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ

は
音
楽
科
が
総
力
戦
体
制
下
の
軍
事
訓
練
の
補
完
機
能
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
と

関
連
が
あ
る
。
総
督
府
が
時
局
の
変
化
に
よ
る
教
材
の
改
編
の
た
め
に
発
行
し

が
廃
止
さ
れ
た
関
係
で
日
本
人
児
童
も
応
募

に
参
加
し
た
点
、
す
べ
て
の
歌
詞
が
日
本
語

で
あ
る
点
、
そ
し
て
「
第
一
学
年
用
は
春
、

私
は
、
一
年
生
」
な
ど
の
よ
う
に
応
募
段
階

で
題
目
を
限
定
し
た
点
な
ど
に
お
い
て
『
補

充
唱
歌
集
』
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
て

い
る
と
い
え
る
。

　

表
４
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
数
の

朝
鮮
人
児
童
と
日
本
人
児
童
の
日
本
語
歌
詞

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
歌
詞
の

内
容
は
、
例
え
ば
三
学
年
用
の
採
用
曲
〈
栗

ひ
ろ
ひ
〉
に
「
茶
色
の
大
き
な
こ
の
栗
で
／

晩
に
は
お
い
し
い
栗
ご
は
ん
／
軍
歌
う
た
つ

表4　採用者の民族別数

採用曲数 朝鮮人 日本人

一学年 　　 （ 　　 （ 　　 （

二学年 　　 （ 　　 （ 　　 （

三学年 　　 （ 　　 （ 　　 （

四学年 　　 （ 　　 （ 　　 （

合計 　　（（ 　　（（ 　　（（
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た
『
教
科
書
編
輯
彙
報
』
に
は
「
音
楽
に
於
け
る
歌
唱
は
歌
詞
即
ち
国
語
を
取

扱
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
特
に
国
語
科
と
の

連
絡
を
強
調
し
て
「
本
科
目
に
示
さ
れ
た
『
正
シ
イ
発
音
』
と
い
ふ
基
礎
演
習

は
『
耳
ノ
訓
練
』
と
共
に
直
ち
に
国
語
科
目
の
基
礎
演
習
と
な
る
や
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
）
（（
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
音
楽
教
育
は
そ
も
そ

も
意
味
と
音
声
を
関
係
付
け
る
言
語
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
国
語
」
か
ら
音
声

の
み
を
あ
ま
り
に
も
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ

て
、
初
等
教
育
の
一
元
化
に
よ
り
朝
鮮
内
の
す
べ
て
の
児
童
に
適
用
さ
れ
た
発

音
や
聴
音
を
強
調
す
る
音
楽
教
育
は
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
朝
鮮
人
生
徒
た

ち
に
と
っ
て
は
音
の
統
制
と
抑
圧
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

四
、
歌
う
文
字
普
及
運
動

　

以
上
、
植
民
地
期
朝
鮮
の
「
学
校
唱
歌
」
は
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
宣
伝
す

る
道
具
で
あ
る
と
同
時
に
、「
国
語
」
と
し
て
の
日
本
語
教
育
を
文
体
・
内

容
・
発
音
な
ど
の
側
面
か
ら
補
完
し
つ
つ
「
国
語
」
の
同
一
性
を
音
声
的
に
演

出
す
る
装
置
と
し
て
機
能
す
る
一
方
で
、「
上
か
ら
」
の
「
国
語
」
の
強
制
と

は
裏
腹
に
朝
鮮
語
唱
歌
の
教
科
内
に
お
け
る
位
置
や
朝
鮮
語
科
と
の
連
絡
関
係

は
ほ
と
ん
ど
確
保
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
朝
鮮
語
科
さ
え
も
「
継

子
扱
い
」
を
さ
れ
て
「
あ
ま
り
に
も
他
の
学
科
よ
り
軽
忽
に
扱
う
」
風
潮
）
（（
（

が
次

第
に
固
定
し
て
い
く
中
で
、
学
校
で
の
朝
鮮
語
唱
歌
の
足
場
は
さ
ら
に
悪
く
な

る
一
方
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
語
教
育
と
朝
鮮
語
唱
歌
な
い
し
歌
と
の
関
連
は
学
校
以
外

の
場
所
で
結
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
中
盤

ま
で
朝
鮮
日
報
社
と
東
亜
日
報
社
が
そ
れ
ぞ
れ
農
村
啓
蒙
運
動
の
一
環
と
し
て

独
自
に
展
開
し
た
文
字
普
及
運
動
の
場
で
は
ハ
ン
グ
ル
普
及
と
か
か
わ
っ
て
歌

が
大
き
く
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
四
年
ま
で
四
回
実
施
さ
れ
た
朝
鮮
日
報
社
の
文
字

普
及
運
動
と
、
一
九
三
一
年
か
ら
一
九
三
四
年
ま
で
四
回
実
施
さ
れ
た
東
亜
日

報
社
の
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
運
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
知
は
力
、
学
ば
な
け
れ
ば
生
き

残
れ
ず
」
と
「
学
ぼ
う
！
教
え
よ
う
！
み
ん
な
で
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
!!
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
学
校
の
休
み
中
に
帰
郷
す
る
男
女
学
生
た
ち
を
動
員
し

て
展
開
さ
れ
た
民
族
啓
蒙
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
運
動
は
「
朝
鮮
民
族
の
九
割
を
文
盲
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と

は
文
明
人
と
し
て
の
一
大
恥
辱
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
文
盲
を
退
治
し
な
く

て
は
「
民
族
の
平
等
な
権
利
を
云
謂
す
る
こ
と
は
、
あ
る
大
き
い
不
足
を
感
じ

る
の
）
（（
（

」
だ
と
説
い
た
『
東
亜
日
報
』
の
社
説
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

農
村
の
現
実
を
規
定
す
る
植
民
地
の
搾
取
構
造
と
い
う
根
本
問
題
に
は
口
を
つ

ぐ
ん
だ
ま
ま
、
民
族
的
劣
等
感
を
強
調
し
て
実
力
養
成
の
み
を
早
急
な
課
題
と

し
て
強
調
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
じ
時
期
に
総
督
府
が
展
開
し
た
「
農
村
振
興

運
動
」
に
も
、
読
者
網
の
拡
大
と
い
う
新
聞
社
の
利
潤
追
求
に
も
符
合
す
る
事

業
で
あ
っ
た
と
す
る
批
判
）
（（
（

は
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
学
校
と
い
う
制
度
の

外
で
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
民
族
語
教
育
は
、
近
代
啓
蒙
と
い
う
事
業
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の
初
発
の
意
図
か
ら
離
れ
民
族
抵
抗
的
な
性
格
へ
と
発
展
し
て
い
く
可
能
性
も

内
包
し
て
い
た
。
運
動
の
中
心
に
存
在
す
る
ハ
ン
グ
ル
が
民
族
精
神
の
象
徴
と

し
て
認
識
さ
れ
る
限
り
、
こ
の
運
動
は
皇
民
化
の
実
現
の
た
め
に
情
報
（
意

味
）
の
効
率
的
な
伝
達
を
目
的
に
推
進
さ
れ
た
総
督
府
の
一
連
の
朝
鮮
語
奨
励

策
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
民
族
語
と
し
て
の
ハ
ン
グ
ル
は
、「
文
字
と
算
数
以

外
は
何
も
こ
の
運
動
に
混
ぜ
な
い
こ
と
）
（（
（

」
と
い
う
新
聞
社
の
再
三
の
「
注
意
」

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
不
純
物
」
を
引
き
入
れ
る
吸
引
力
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
「
不
純
物
」
の
中
に
は
歌
が
あ
っ
た
。

　

両
新
聞
社
の
文
字
普
及
運
動
は
参
加
学
生
た
ち
の
体
験
記
を
新
聞
に
連
載
し

た
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
が
、
学
生
た
ち
が
明
ら
か
に
す
る
講
習
内
容

は
、
上
記
の
「
注
意
」
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
ン
グ
ル
と
算
術
が

中
心
で
あ
っ
た
。
各
新
聞
社
が
発
行
し
た
文
字
普
及
の
教
材
も
、
朝
鮮
日
報
社

の
場
合
、『
ハ한

글

원

본

ン
グ
ル
原
本
』
と
『
算
術
教
材
』
が
あ
り
、
一
九
三
四
年
に
は

こ
の
二
つ
を
合
本
し
た
『
文
字
普
及
教
材
』
を
発
行
し
て
い
る
。
東
亜
日
報
社

の
場
合
も
『
ハ한

글

공

부

ン
グ
ル
の
勉
強
』（
一
九
三
二
）
と
『
日
用
計
数
法
』（
一
九
三

三
）
が
用
い
ら
れ
た
）
（（
（

。
と
こ
ろ
で
、
体
験
記
に
よ
れ
ば
、
学
生
た
ち
は
児
童
た

ち
を
文
字
普
及
班
に
集
め
て
興
味
を
誘
発
す
る
た
め
に
、
童
話
を
聞
か
せ
た
り

音
楽
を
教
え
た
り
し
た
こ
と
が
わ
か
る
）
（（
（

。
中
に
は
地
域
の
宗
教
団
体
な
ど
と
協

力
し
て
音
楽
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
文
化
活
動
の
性
格
を
帯
び
た
場
合
も
あ
っ

た
が
）
（（
（

、
た
い
て
い
の
場
合
は
簡
単
な
童
謡
と
民
謡
が
歌
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
）
（（
（

。

一
九
三
五
年
に
文
字
普
及
運
動
が
総
督
府
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
後
、
申
し
込

ん
で
く
る
読
者
た
ち
に
無
料
で
配
付
さ
れ
た
朝
鮮
日
報
社
の
一
九
三
六
年
版

『
文
字
普
及
教
材
』
に
は
〈
青파

랑
새

い
鳥
〉、〈
星별

헤
이
기

数
え
〉、〈
雁

기
럭
이〉、〈

農
謡
〉
な
ど
の

各
地
方
の
伝
承
童
謡
や
民
謡
な
ど
が
「
標
準
語
」
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

教
材
の
冒
頭
に
あ
る
「
教
授
上
注
意
」
に
は
、「
子
音
・
母
音
を
習
っ
て
か
ら

字
を
習
い
、
そ
れ
か
ら
発
音
の
練
習
を
さ
せ
よ
。
そ
れ
が
で
き
た
ら
、
第
一
課

か
ら
教
え
る
が
、
先
ず
欄
の
上
に
記
さ
れ
て
い
る
単
語
を
教
え
て
か
ら
本
文
を

読
ま
せ
よ
。
下
欄
の
民
謡
、
童
謡
は
覚
え
易
く
す
る
た
め
に
入
れ
た
も
の
な
の

で
、
楽
し
く
覚
え
さ
せ
よ
」
と
示
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
お
そ
ら
く
文
字
普
及
運
動
で

も
各
地
方
の
自
生
的
共
同
性
に
基
盤
を
置
い
た
親
し
い
童
謡
や
民
謡
を
、「
標

準
語
」
の
歌
詞
で
歌
わ
せ
る
こ
と
で
ハ
ン
グ
ル
を
楽
し
く
教
え
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
歌
わ
れ
た
童
謡
や
民
謡
は
既
に
洋
楽
と
し
て
の
唱
歌
に

比
べ
て
低
俗
で
劣
等
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

伝
承
童
謡
や
俗
歌
（
雑
歌
）
な
ど
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
民
衆
を
基

盤
と
し
た
民
族
の
歌
で
あ
る
民
謡
と
し
て
発
見
さ
れ
精
力
的
に
蒐
集
・
研
究
さ

れ
る
な
ど
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
価
値
の
転
換
が
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、

従
来
の
童
謡
や
俗
歌
の
自
生
的
共
同
性
は
民
族
の
原
郷
と
し
て
の
郷
土
の
共
同

性
へ
と
強
引
に
還
元
さ
れ
朝
鮮
を
表
象
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
（（
（

。
そ
の
た
め
、
民

族
と
い
う
名
の
下
に
自
生
的
共
同
性
を
利
用
し
て
啓
蒙
を
推
し
進
め
る
た
め
に

は
、
民
謡
や
伝
承
童
謡
な
ど
の
歌
詞
の
も
つ
「
低
俗
」
さ
を
正
さ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
替
え
歌
の
〈
文
字
普
及
歌
〉
で

あ
る
。〈
ア
リ
ラ
ン
〉
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
六
年
の
映
画
『
ア
リ
ラ
ン
』
の
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類
例
を
見
な
い
大
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
主
題
歌
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
も
大
流
行
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
歌
詞
の
卑
俗
さ
を
挙
げ
て
学
校
や
家
庭
へ
の
悪
影
響
を
警
戒
す

る
主
張
が
な
さ
れ
た
り
し
た
）
（（
（

。〈
文
字
普
及
歌
〉
と
は
、
文
盲
退
治
と
ハ
ン
グ

ル
運
動
を
朝
鮮
文
化
樹
立
の
た
め
の
百
年
の
大
計
と
捉
え
、「
両
方
面
の
運
動

を
一
層
促
進
・
普
及
せ
し
め
よ
う
と
」
し
て
朝
鮮
日
報
社
が
一
九
三
〇
年
末
に

行
っ
た
歌
謡
懸
賞
募
集
で
選
外
佳
作
に
当
選
し
た
朴
鳳
俊
の
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
替

え
歌
の
こ
と
で
あ
る
。

　

一
、
我
が
山
河
津
々
浦
々
／
新
生
活
の
音
が
響
き
渡
る
よ

　
　

エ
ー
ヘ　

エ
ヘ
ヤ
力
強
い
／
文
盲
者
を
無
く
す
と
い
う
声
高
ら
な
り
。

二
、
空
中
に
行
き
交
う
あ
の
飛
行
機
／
山
河
を
轟
か
す
汽
車
は

　
　

貴
方
の
こ
と
も
知
っ
て
い
よ
う
が
／
文
盲
で
苦
し
む
こ
の
胸
よ

三
、
真
夜
中
が
日
中
に
変
わ
っ
た
今
日
も
／
目
は
あ
る
の
に
読
め
な
い
の

は
こ
れ
ど
う
し
て
か

　
　

学
ぼ
う
学
ぼ
う
早
く
学
ぼ
う
／
知
は
力
よ
学
ば
ず
ん
ば
生
き
ら
れ
ず

リ
フ
レ
ー
ン
、
ア
リ
ラ
ン
ア
リ
ラ
ン
ア
ラ
リ
ヨ
／
ア
リ
ラ
ン
峠
を
越

え
行
く

　
　

ア
リ
ラ
ン
峠
は
別
の
峠
よ
／
此
の
世
の
文
盲
は
越
え
ら
れ
ず

　
『
朝
鮮
日
報
』
は
選
外
佳
作
の
作
品
に
楽
譜
を
付
け
て
「
こ
の
歌
が
意
味
か

ら
も
曲
調
か
ら
も
私
た
ち
の
郷
土
の
味
と
匂
い
を
深
く
持
っ
て
い
る
」
た
め
、

「
我
が
大
衆
が
歌
え
る
よ
う
一
般
化
さ
せ
た
い
）
（（
（

」
と
述
べ
、〈
ア
リ
ラ
ン
〉
の
大

衆
性
を
啓
蒙
に
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
九
三
一
年
の
第
三
回
文
字
普
及

班
で
配
布
さ
れ
た
改
訂
版
『
ハ한

글

원

본

ン
グ
ル
原
本
』
に
は
朴
鳳
俊
の
〈
文
字
普
及

歌
〉
が
載
っ
て
い
る
）
（（
（

。
そ
し
て
同
じ
年
の
文
字
普
及
班
の
体
験
記
中
に
は
新
た

に
紹
介
さ
れ
た
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
に
関
す
る
報
告
も
あ
っ
た
。
培
材
高
普
の
尹
基

永
（
ユ
ン
・
キ
ヨ
ン
）
は
「
流
行
す
る
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
の
歌
詞
は
退
け
ら
れ
」

「
我
が
山
河
津
々
浦
々
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
力
の
基
、
学
ば
ず
ん
ば
生
き
ら
れ

ず
」
と
い
う
「『
ハ
ン
グ
ル
原
本
』
に
載
っ
て
い
る
真
の
〈
ア
リ
ラ
ン
〉」
が
子

供
た
ち
に
よ
っ
て
元
気
よ
く
歌
わ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
）
（（
（

。
ま
た
、
普
成

専
門
の
李
義
一
の
報
告
に
も
「
我
が
山
河
津
々
浦
々
新
生
活
の
音
が
響
き
渡
る

よ
、
エ
イ
ヘ
エ
ヘ
ヤ
、
元
気
よ
く
文
盲
者
を
無
く
そ
う
と
い
う
声
高
ら
か
な

り
」
が
「
村
中
を
轟
か
す
よ
う
に
四
方
か
ら
歌
わ
れ
た
」
と
い
う
記
述
が
み
ら

れ
る
）
（（
（

。

　

し
か
し
、
す
で
に
民
衆
の
間
で
大
衆
性
を
確
保
し
た
曲
の
替
え
歌
が
啓
蒙
に

活
か
さ
れ
た
の
は
民
謡
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
文
字
普
及
運
動
で
は
上
記
の
童

謡
や
民
謡
の
よ
う
に
興
味
を
誘
発
し
て
記
憶
を
助
け
る
た
め
の
歌
以
外
に
も
文

字
の
暗
記
の
た
め
の
歌
も
歌
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
朝
鮮
日
報
社
主
催
の
第
一

回
文
字
普
及
運
動
に
参
加
し
た
学
生
の
体
験
記
に
は
、「
少
女
た
ち
は
『
う
ち

の
赤
ち
ゃ
ん
を
寝
か
せ
て
く
れ
』
の
代
わ
り
に
、
少
年
た
ち
は
『
千
年
を
生
き

よ
う
、
万
年
を
生
き
よ
う
』
の
よ
う
な
歌
の
代
わ
り
に
、『
私
が
手
に
持
っ
た

鎌
は
ㄱ
字
で
、
私
が
逆
さ
に
持
っ
た
鎌
は
ㄴ
字
で
、
下
駄
の
歯
は
ㄷ
字
よ
』
と



123

歌で習う「国語」

『
外
に
点
が
一
つ
は
ㅏ
字
で
、
外
に
点
が
二
つ
は
ㅑ
字
よ
』
と
文
字
打
令
を
歌

い
ま
す
。
書
堂
の
犬
も
三
年
も
経
て
ば
風
月
を
詠
ず
と
い
う
諺
の
よ
う
に
、

三
・
四
歳
の
子
供
た
ち
も
歌
う
よ
う
に
な
り
、
村
中
が
文
字
打
令
で
明
け
暮
れ

る
）
（（
（

」
と
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
第
二
回
の
時
も
、
た
と
え
ば
「
鳥
追
い
小
屋
で

歌
う
ハ
ン
グ
ル
歌
」
と
い
う
表
題
で
「
昼
は
皆
野
に
出
て
働
き
ま
す
。
あ
ち
こ

ち
の
鳥
追
い
小
屋
か
ら
『
ガ가

갸
ギ
ャ
』『
ゴ거

겨
ギ
ョ
』
の
声
が
聞
こ
え
る
と
、
こ
の

胸
は
喜
び
に
躍
り
ま
し
た
）
（（
（

」
と
紹
介
し
て
い
る
体
験
記
な
ど
か
ら
、
文
字
が
リ

ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
伴
っ
た
簡
単
な
歌
の
形
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
な
「
下
か
ら
」
の
叫
び
が
「
上
」
に
収
斂
さ
れ
明
ら
か
な
形
と
し
て

提
示
さ
れ
た
の
が
、
国
語
学
者
の
李
鉀
（
イ
・
カ
ッ
プ
）
が
〈
勧
学
歌
〉
の
メ

ロ
デ
ィ
ー
に
歌
詞
を
付
け
た
〈
文
盲
打
破
歌
〉
で
あ
る
。

一
、
耳
が
あ
っ
て
も
聞
け
な
き
ゃ
つ
ん
ぼ
で
／
口
を
持
っ
て
も
話
せ
な
き

ゃ
唖
よ

　
　

目
を
開
け
て
も
読
め
な
い
字
の
盲
人
は
／
盲
人
で
も
つ
ん
ぼ
に
唖
な

り
。

二
、
聞
く
代
わ
り
に
見
ろ
と
い
う
文
が
読
め
な
い
か
ら
／
つ
ん
ぼ
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い

　
　

話
す
よ
う
に
書
く
文
が
書
け
な
い
か
ら
／
盲
人
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
。

三
、
人
と
同
じ
目
と
耳
を
持
ち
な
が
ら
／
一
生
の
恨
み
を
い
か
に
堪
え
ら

れ
よ
う

　
　

分
か
り
や
す
い
我
が
文
字
は
気
持
ち
さ
え
あ
れ
ば
／
い
か
な
る
鈍
才

で
も
皆
習
え
よ
う
。

四
、
鎌
を
置
い
て
ㄱ
字
を
誰
が
知
ら
な
い
か
／
鳥
籠
を
ひ
っ
く
り
返
し
た

ら
ㄴ
と
自
然
に
気
付
く

　
　

定
規
を
立
て
て
測
れ
ば
ㅣ
字
に
な
り
／
砧
を
横
に
お
け
ば
ㅡ
字
に
な

る
よ
。

　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

十
、
鎹
み
た
い
な
ㄷ
と
灯
檠
ㅗ
を
／
上
と
下
を
く
っ
付
け
た
ら
도
じ
ゃ
な

い
か

　
　

鳥
籠
の
ㄴ
を
ま
た
く
っ
付
け
よ
／
死
ぬ
者
も
生
か
す
「
돈金

」
と
い
う

な
り
。

十
一
、
こ
の
よ
う
に
色
々
と
組
み
合
わ
せ
れ
ば
／
口
に
出
す
言
葉
は
書
け

な
い
わ
け
が
な
い

　
　

一
日
に
一
字
二
日
に
二
字
ま
め
に
／
こ
う
し
て
習
っ
て
い
け
ば
遂
に

習
熟
で
き
る
よ
。

　

一
九
三
二
年
『
ハ한

글

ン
グ
ル
』
第
一
巻
第
五
号
に
「
文글

씨
노
래

字
歌
」
と
い
う
題
下
に

紹
介
さ
れ
た
こ
の
歌
詞
は
最
後
の
節
に
「
こ
の
よ
う
に
色
々
と
組
み
合
わ
せ
れ

ば
口
に
出
す
言
葉
は
書
け
な
い
わ
け
が
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
内
容

を
増
や
し
て
半
切
表
を
覚
え
さ
せ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
原
曲
で



124

あ
る
〈
勧
学
歌
〉（
奥
好
義
作
曲
）
は
『
学
部
唱
歌
集
』
に
載
っ
て
い
た
曲
で
、

単
純
で
典
型
的
な
唱
歌
で
あ
る
う
え
に
知
名
度
も
あ
り
暗
記
に
相
応
し
い
た
め
、

替
え
歌
を
付
け
た
と
み
ら
れ
る
）
（（
（

。
こ
の
替
え
歌
も
東
亜
日
報
社
で
一
九
三
三
年

七
月
に
発
行
し
た
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
運
動
の
教
材
で
あ
る
李
允
宰
（
イ
・
ユ
ン
ジ

ェ
、
一
八
八
八
～
一
九
四
三
）
の
『
ハ
ン
グ
ル
の
勉
強
』
の
最
後
の
頁
に
〈
文

盲
打
破
歌
〉
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
載
っ
て
お
り
、
文
字
普
及
運
動
に
も
活
用
さ

れ
た
。
一
九
三
三
年
の
第
三
次
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
運
動
に
参
加
し
た
学
生
の
体
験

記
に
は
「
夕
方
に
な
っ
て
始
め
る
時
に
は
各
班
で
〈
文
盲
退
治
歌
〉
を
歌
っ
て

か
ら
勉
強
を
始
め
、（
中
略
）〈
文
盲
退
治
歌
〉
で
元
気
よ
く
終
わ
っ
た
）
（（
（

」
と
報

告
さ
れ
て
お
り
、
三
四
年
に
参
加
し
た
学
生
は
「
勧
酒
歌
だ
け
歌
っ
て
い
た
口

で
〈
文
盲
打
破
歌
〉
を
歌
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
」
が
「
嬉
し
い
出
来
事
」
で

あ
っ
た
と
紹
介
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
従
来
の
民
謡
や
唱
歌
の
大
衆
性
を
啓
蒙
運
動
に
活
用
す
る
た

め
に
作
ら
れ
た
替
え
歌
は
、
口

さ
れ
る
う
ち
に
改
作
・
再
創
造
さ
れ
る
と
い

う
属
性
上
、
本
来
の
意
図
を
越
え
て
民
衆
の
抵
抗
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
盛
り
込

ん
だ
り
も
し
た
。
夜
学
で
不
穏
な
唱
歌
や
民
謡
を
教
え
て
弾
圧
を
受
け
た
記
事

な
ど
）
（（
（

は
上
記
の
文
字
普
及
運
動
が
植
民
地
権
力
へ
の
協
力
と
抵
抗
の
境
を
危
う

く
行
き
来
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
レ
コ
ー
ド
で
聞
く
朝
鮮
語
読
本

　

一
九
三
五
年
一
〇
月
二
八
日
に
開
か
れ
た
ハ
ン
グ
ル
日
の
記
念
式
行
事
に
は
、

実
は
特
別
な
余
興
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
朝
鮮
語
の
標
準
語
を
教
え

る
た
め
に
使
う
、
読
み
方
と
歌
い
方
と
話
し
方
か
ら
な
る
最
初
の
留
声
機
盤
」

の
視
聴
会
と
「
新
た
に
発
明
さ
れ
た
朝
鮮
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
ハ
ン
グ
ル
を

打
っ
て
み
せ
る
」
催
し
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
特
に
、
一
九
三
〇
年
か
ら
発
行
さ
れ
た
第

三
次
『
朝
鮮
語
読
本
』
の
一
部
を
普
通
学
校
の
児
童
た
ち
が
直
接
朗
読
し
た

『
オ
ー
ケ
ー
教
育
レ
コ
ー
ド　

朝
鮮
語
』（
一
二
枚
組
。
以
下
、『
読
本
』
レ
コ
ー

ド
）
は
、
右
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
朝
鮮
語
学
会
の
関
係
者

で
あ
る
沈
宜
麟
（
シ
ム
・
ウ
ィ
リ
ン
、
一
八
九
四
～
一
九
五
一
）
が
朗
読
法
の
指

導
を
、
鄭
寅
燮
が
材
料
の
選
択
及
び
音
声
指
導
を
担
当
し
て
お
り
、
朝
鮮
語
学

会
の
機
関
誌
で
あ
る
『
ハ한

글

ン
グ
ル
』
第
三
巻
第
一
〇
号
（
一
九
三
五
）
の
「
ハ

ン
グ
ル
誕
生
四
八
九
年
」
記
念
式
関
連
号
に
レ
コ
ー
ド
の
製
作
に
関
す
る
特
集

が
載
っ
て
い
る
な
ど
、
朝
鮮
語
学
会
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
上
記
の
『
ハ
ン
グ
ル
』
誌
に
オ
ー
ケ
ー
の
文
芸
部
長
で
レ
コ
ー

ド
製
作
の
実
務
を
担
当
し
た
金
陵
人
（
ク
ム
ヌ
ン
イ
ン
、
？
～
一
九
三
七
）
は
そ

の
経
過
を
報
告
し
た
文
章
で
「
吹
き
込
み
当
時
、
こ
れ
を
励
ま
す
意
味
で
朝
鮮

語
学
会
の
李
煕
昇
氏
が
わ
ざ
わ
ざ
吹
入
所
ま
で
来
臨
し
た
）
（（
（

」
と
記
し
て
も
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
朝
鮮
初
の
朝
鮮
語
教
育
レ
コ
ー
ド
」
の
製
作
は
、
当
時
朝

鮮
盤
を
発
行
し
て
い
た
レ
コ
ー
ド
製
作
会
社
の
中
で
最
も
活
発
に
運
営
し
て
い

な
が
ら
、「
大
衆
の
低
級
な
趣
味
に
迎
合
」
す
る
流
行
歌
な
ど
の
発
売
を
主
力

に
し
て
「
識
者
階
級
か
ら
朝
鮮
語
の
レ
コ
ー
ド
を
容
赦
な
く
唾
罵
」
さ
れ
て
い

た
オ
ー
ケ
ー
レ
コ
ー
ド
の
イ
メ
ー
ジ
改
善
と
い
う
企
業
戦
略
と
も
合
致
し
て
い
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た
。
金
陵
人
は
「
も
っ
と
広
い
将
来
を
開
拓
す
る
た
め
に
大
衆
の
要
求
よ
り
一

歩
先
に
進
ん
で
大
衆
の
質
的
向
上
を
企
て
よ
う
」
と
し
た
と
、
そ
の
製
作
意
図

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
）
（（
（

。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
教
育
レ
コ
ー
ド
の
製
作
は
治

安
妨
害
と
風
俗
壊
乱
な
ど
の
名
目
で
レ
コ
ー
ド
の
検
閲
を
強
化
し
て
い
た
総
督

府
の
検
閲
当
局
か
ら
も
歓
迎
さ
れ
る
事
業
で
あ
っ
た
。
当
時
の
大
衆
雑
誌
『
三

千
里
』
に
載
っ
た
、
検
閲
で
禁
止
処
分
を
受
け
た
レ
コ
ー
ド
を
紹
介
し
た
文
章

に
は
「
レ
コ
ー
ド
業
者
も
文
化
の
使
命
を
自
負
し
て
不
穏
不
良
な
レ
コ
ー
ド
を

製
作
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
最
近
は
一
歩
前
進
し
て
有
益
な
レ
コ
ー
ド
を
次
第

に
こ
の
社
会
に
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年
度
は
オ
ー
ケ
ー
会
社
が
朝
鮮

語
教
育
レ
コ
ー
ド
を
創
始
的
に
製
作
し
、
一
般
学
童
に
便
宜
を
与
え
て
お
り
、

コ
ロ
ム
ビ
ア
会
社
は
『
国
語
読
本
』
す
べ
て
を
正
確
な
音
で
レ
コ
ー
ド
化
す
る

予
定
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
進
歩
す
れ
ば
文
化
上
の
価
値
が
ど
ん
な
に
多
い

か
を
誠
心
に
期
待
」
し
て
い
る
と
い
う
検
閲
当
局
者
の
言
辞
が
引
用
さ
れ
て
い

る
）
（（
（

。
皇
国
臣
民
と
し
て
の
朝
鮮
人
の
動
員
の
た
め
に
も
総
督
府
は
解
放
前
後
ま

で
朝
鮮
語
専
用
の
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
し
て
朝
鮮
語
を
管
理
し
よ
う
と
し
た
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
朝
鮮
語
教
育
は
そ
の
延
長
線
上
に
置
か
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
と
に
か
く
『
国
語
読
本
』
の
レ
コ
ー
ド
化
を
牽
引
す

る
ほ
ど
の
先
駆
的
な
こ
の
事
業
は
、
ハ
ン
グ
ル
音
声
教
材
の
普
及
と
い
う
朝
鮮

語
学
会
の
意
図
が
レ
コ
ー
ド
会
社
の
企
業
イ
メ
ー
ジ
戦
略
は
も
ち
ろ
ん
、
総
督

府
の
検
閲
政
策
と
も
絶
妙
に
共
鳴
す
る
場
で
運
よ
く
結
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た

点
は
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

図2　『普通学校朝鮮語読本』レコードに添えられていたパンフレットの表紙。出典は鄭寅燮『国語音声学研究』
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当
事
者
た
ち
の
言
及
に
よ
れ
ば
、
一
般
社
会
の
反
応
も
か
な
り
良
か
っ
た
と

み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
金
陵
人
は
「
こ
の
教
育
レ
コ
ー
ド
発
売
の
知
ら
せ
が
江

湖
に
伝
え
ら
れ
る
と
、
社
会
の
諸
賢
か
ら
た
く
さ
ん
の
激
励
と
声
援
の
文
章
が

毎
日
数
十
通
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
一
層
勤
勤
孜
孜
と
教
育
レ

コ
ー
ド
の
製
作
を
継
続
し
て
朝
鮮
の
現
下
、
焦
眉
の
運
動
で
あ
る
語
文
教
育
運

動
に
微
力
な
が
ら
寄
与
で
き
る
よ
う
努
め
、
学
校
と
家
庭
に
お
い
て
児
童
教
育

の
よ
い
師
友
を
提
供
し
、
第
二
世
国
民
で
あ
る
児
童
の
情
緒
教
育
を
引
き
受
け

る
外
、
家
族
団
欒
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
備
品
を
提
供
し
た
い
）
（（
（

」
と
述
べ
た
。

鄭
寅
燮
も
「
各
学
校
で
は
こ
れ
を
標
準
と
し
て
ハ
ン
グ
ル
教
育
に
大
き
な
成
果

を
収
め
て
お
り
、
各
家
庭
で
も
児
童
た
ち
が
よ
く
聞
き
取
り
そ
の
レ
コ
ー
ド
か

ら
出
る
発
音
と
読
み
方
を
習
っ
て
お
り
、
特
に
そ
の
中
に
流
れ
る
音
楽
の
伴
奏

は
不
毛
だ
っ
た
あ
の
時
代
の
情
緒
教
育
に
大
変
役
に
立
っ
た
）
（（
（

」
と
振
り
返
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
二
人
の
関
係
者
が
共
に
『
読
本
』
レ
コ
ー
ド
が
ハ
ン
グ
ル
教
育

は
も
ち
ろ
ん
情
緒
教
育
に
も
寄
与
し
た
と
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
実
は
こ
の
事
業
を
実
質
的
に
主
導
し
た
の
は
朝
鮮
語
学
会
と
い

う
よ
り
、
朝
鮮
語
研
究
の
基
礎
に
な
る
音
声
学
を
研
究
す
る
学
術
団
体
と
し
て

一
九
三
五
年
四
月
二
四
日
に
創
立
さ
れ
た
朝
鮮
音
声
学
会
と
、
そ
の
実
質
的
な

責
任
者
で
あ
っ
た
鄭
寅
燮
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鄭

寅
燮
は
自
ら
回
顧
し
て
い
る
よ
う
に
朝
鮮
音
声
学
会
が
推
進
し
た
事
業
と
し
て

「
外
来
語
表
記
法
統
一
案
」
の
制
定
と
「
教
育
レ
コ
ー
ド
」
の
製
作
を
挙
げ
て

い
る
）
（（
（

。
し
か
し
、
敢
え
て
彼
の
回
想
に
頼
ら
な
く
て
も
、
レ
コ
ー
ド
の
内
容
や

材
料
選
択
に
表
れ
た
言
語
認
識
や
言
語
教
育
観
に
は
鄭
寅
燮
の
持
論
が
深
く
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
上
記
の
『
ハ
ン
グ
ル
』
誌
に
載
っ
て
い
る
彼

の
文
で
あ
る
「
言
語
教
育
と
蓄
音
機
）
（（
（

」
か
ら
レ
コ
ー
ド
の
製
作
意
図
を
も
う
少

し
詳
細
に
読
み
取
っ
て
み
よ
う
。

　

鄭
寅
燮
が
語
文
教
育
に
お
け
る
教
育
レ
コ
ー
ド
の
重
要
性
を
強
調
し
た
の
は
、

時
間
の
制
限
や
非
教
育
的
な
内
容
を
も
つ
ラ
ジ
オ
放
送
や
ト
ー
キ
ー
と
は
違
い
、

レ
コ
ー
ド
は
教
育
的
な
内
容
を
繰
り
返
し
再
生
で
き
る
と
い
う
理
由
の
外
に
、

よ
り
根
本
的
に
は
「
音
声
は
文
を
書
く
文
字
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
も
の
」
と

み
な
す
一
九
世
紀
比
較
言
語
学
の
核
心
に
基
づ
き
語
文
を
統
一
す
る
の
に
効
果

的
で
あ
る
と
い
う
言
語
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
現
今

文
化
が
発
達
し
た
社
会
は
語
と
文
の
統
一
を
唱
え
て
、
各
地
方
の
方
言
は
次
第

に
減
少
す
る
と
共
に
、
文
化
の
中
心
地
を
土
台
に
し
た
中
流
以
上
の
現
代
語
を

そ
の
標
準
語
と
定
め
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
言
語
の
教
育
を
合
理
化
し
て
い
る
」

と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
規
範
言
語
と
し
て
の
中
流
以
上
の
ソ
ウ
ル
語
に
よ

る
画
一
化
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
レ
コ
ー
ド
を
活
用
し
た
こ
の
よ

う
な
言
語
規
範
の
推
進
を
学
術
誌
を
通
し
て
訴
え
た
の
み
な
ら
ず
、
レ
コ
ー
ド

の
内
容
そ
の
も
の
に
も
反
映
さ
せ
て
い
る
が
、
第
一
学
年
用
の
最
初
の
ト
ラ
ッ

ク
に
は
「
朝
鮮
語
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
う
っ
か
り
間
違
い
易
い
で
す
。

し
か
も
地
方
に
よ
っ
て
方
言
が
あ
る
た
め
、
互
い
に
聞
き
分
け
ら
れ
な
い
場
合

が
多
い
で
す
。
標
準
語
を
し
っ
か
り
と
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
こ
こ

に
あ
り
ま
す
」
と
い
う
解
説
を
つ
け
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
標
準
語
認
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表 5　朝鮮語読本レコードの内容

単　　元 レコードの内容

第一学年用

（読本巻一）

第一課～第一〇課

（正しい読み方と間違った読み方）

鄭寅燮の解説、示範後児童が朗読

第一七課・第四三課（半切） 鄭寅燮の解説、示範後児童が朗読

第三九課（朝
아 츰 해

日） 朗読後歌唱
4 4

第四〇課（お
아 버 지

父さんと
와

息
아

子
들

） 教師の示範後児童が朗読

第四五課（象
코끼리

） 示範及び会話体を習う

第五三課（雨
비

） 朗読後歌唱
4 4

第二学年用

（読本巻二）

第一課（春
봄

） 朗読と歌唱
4 4

第一六課（虹
무지개

） 朗読後歌唱
4 4

第二六課（水
물 방 아

車） 朗読後歌唱
4 4

第二九課（山
산 울 림

彦） 示範及び会話体の練習（名曲挿入〈スイ

ートホーム〉）

第三一課（韓石峯） 示範後児童が朗読

第三学年用

（読本巻三）

第五課（朴赫居世） 会話体の練習（宮廷雅楽伴奏）

第一四課（夢
꿈

） 会話体の練習（効果音に飛行機プロペラ）

第一五課（月
달

） 朗読後歌唱
4 4

第一九課（子
자 장 歌

守唄） 朗読後歌唱
4 4

第四課（花
꽃 닢

弁） 句読点活かし美文朗読示範

第二六課（昼
점 심 밥

御飯） 句読点活かし美文朗読示範

第四学年用

（読本巻四）

第八課（こ
혹  뗀  이 야 기

ぶを取られた話） 趣味教材（歌唱
4 4

、効果音）

第一課（朝
아 침 바 다

の海） 朗読後歌唱
4 4

（効果音）

第二八課（扶余） 朗読後歌唱
4 4

第五学年用

（読本巻五）

第九課（漁夫歌） 朗読後名曲鑑賞（ボルガの舟歌）

第一二課（諺文の
의

制定） 朗読（李王職雅楽伴奏）

第二一課（沈清） 会話体で朗読（沈清歌大笒伴奏）

第六学年用

（読本巻六）

第二課（時調五首） 朗読（古楽器で伴奏）

第六課（孔子と
와

孟子） 朗読

第九課（詩話二�） 朗読後名曲鑑賞（エレジー）

第二二課（途上の
의

一家） 朗読（名曲伴奏〈詩人と農夫〉）
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識
は
す
で
に
『
ハ한

글

ン
グ
ル
綴마

춤
법
통
일
안

字
法
統
一
案
』（
一
九
三
三
）
に
も
「
標
準
語
は

大
体
に
お
い
て
現
在
中
流
社
会
で
使
わ
れ
る
ソ
ウ
ル
語
と
す
る
」
と
あ
る
た
め
、

朝
鮮
語
学
会
で
も
共
有
さ
れ
た
方
針
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
新
し
い
音
声
メ
デ
ィ

ア
で
あ
る
レ
コ
ー
ド
を
通
し
て
標
準
語
の
劇
的
な
浸
透
を
図
ろ
う
と
し
た
と
い

う
点
で
は
、
教
育
レ
コ
ー
ド
の
試
み
は
朝
鮮
語
学
会
の
意
思
が
積
極
的
に
投
影

さ
れ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
鄭
寅
燮
に
と
り
教
育
レ
コ
ー
ド
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
理
由
は
も

う
一
つ
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
先
述
し
た
「
児
童
の
情
緒
教
養
」
の
涵
養
を

支
援
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
レ
コ
ー
ド
は
何
よ
り
も
音
楽
鑑
賞
の
重
要

な
道
具
な
の
で
あ
る
。
彼
は
『
読
本
』
レ
コ
ー
ド
に
お
い
て
言
語
教
育
と
音
楽

教
育
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
点
に
こ
そ
鄭
寅
燮
の
独
創

性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　

レ
コ
ー
ド
の
内
容
を
提
示
す
れ
ば
表
（
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
見
れ
ば
、「（
朗
読
後
）
歌
唱
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
韻
文
に

曲
を
付
け
た
歌
で
全
二
七
ト
ラ
ッ
ク
中
の
十
ト
ラ
ッ
ク
が
こ
れ
に
当
た
る
。

〈
月
〉〈
虹
〉
な
ど
を
除
け
ば
『
読
本
』
レ
コ
ー
ド
の
た
め
に
特
別
に
作
ら
れ
た

も
の
で
、
作
曲
は
当
時
京
城
交
響
楽
団
の
指
揮
者
兼
李
王
職
雅
楽
部
嘱
託
で
あ

っ
た
李
鍾
泰
（
イ
・
ジ
ョ
ン
テ
）
が
引
き
受
け
た
が
、
彼
は
音
楽
指
導
も
行
っ

た
。
唱
歌
以
外
に
も
名
曲
鑑
賞
で
洋
楽
や
朝
鮮
の
宮
廷
音
楽
で
あ
る
雅
楽
が
活

用
さ
れ
て
お
り
、
言
語
教
育
と
音
楽
教
育
の
統
合
に
よ
る
情
緒
教
養
の
涵
養
が

模
索
さ
れ
て
い
る
。
植
民
地
期
の
学
校
教
育
の
場
で
実
現
で
き
な
か
っ
た
『
朝

鮮
語
読
本
』
と
唱
歌
と
の
緊
密
な
連
絡
関
係
は
こ
こ
で
初
め
て
達
成
さ
れ
た
と

い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
言
語
教
育
観
は
鄭
寅
燮
の
持
論
で
も
あ
っ
た
。
彼
は

す
で
に
二
〇
年
代
に
セ
ク
ト
ン
会
で
活
動
し
な
が
ら
児
童
に
対
す
る
芸
術
教
育

の
重
要
性
を
説
い
て
お
り
、
中
で
も
最
も
効
果
的
な
も
の
と
し
て
演
劇
を
挙
げ

て
い
た
）
（（
（

。
一
九
二
六
年
か
ら
は
彼
自
身
も
『
オ
リ
ニ
』
誌
に
童
話
劇
を
発
表
し

て
い
っ
た
。
ま
た
、
一
九
二
九
年
に
は
『
東
亜
日
報
』
の
学
芸
面
に
お
い
て
言

語
教
授
と
文
芸
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

文
句
の
暗
誦
に
の
み
精
力
を
消
耗
し
、
直
接
言
語
内
容
を
直
感
で
き
な

い
無
味
乾
燥
な
内
容
と
方
法
に
よ
っ
て
い
た
ら
、
結
局
そ
の
言
語
の
生
命

は
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
語
学
教
材
に
文
芸
的
価
値
あ
る
も

の
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
点
か
ら
み
て
も
効
果
が
大
き
い
。

（
中
略
）
現
下
各
国
は
勿
論
、
各
々
そ
れ
自
体
と
し
て
の
母
語
学
習
に
お

い
て
自
由
作
文
や
文
芸
的
内
容
を
も
っ
た
読
本
や
其
の
他
の
学
科
に
お
い

て
も
、
い
わ
ゆ
る
芸
術
的
指
導
方
法
が
実
践
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
学
徒

た
ち
の
美
的
鑑
賞
力
と
創
造
性
に
よ
る
表
現
機
能
の
完
成
を
期
待
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
中
略
）
現
下
朝
鮮
に
お
い
て
も
幼
年
教
育
に
童

話
・
童
謡
な
ど
の
提
唱
に
よ
る
効
果
を
強
く
指
摘
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
芸
術
的
試
練
を
受
け
て
き
た
者
は
、
い
か
な
る
方
面
に
進
出

し
よ
う
が
、
意
思
の
表
現
能
率
が
高
く
、
受
け
て
い
な
い
児
童
よ
り
は
は
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歌で習う「国語」

る
か
に
鋭
敏
な
聡
明
を
持
っ
て
い
る
事
実
を
日
常
見
て
い
る
）
（（
（

。

　

要
す
る
に
、
母
語
学
習
に
お
い
て
童
話
や
童
謡
な
ど
に
よ
る
芸
術
教
育
が
学

生
た
ち
の
鑑
賞
力
と
創
造
性
を
向
上
さ
せ
表
現
力
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。『
読
本
』
レ
コ
ー
ド
に
会
話
体
の
単
元
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
り
「
朝
鮮
語

読
本
唱
歌
」
が
多
数
製
作
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
芸
術
教
育
論
に

即
し
た
言
語
教
育
観
に
基
づ
く
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
は
「
言
語
教
育

と
蓄
音
機
」
の
末
尾
で
こ
の
よ
う
な
情
緒
教
育
を
通
し
て
豊
か
な
表
現
力
を
培

い
「
明
朗
か
つ
正
直
」
に
育
っ
た
朝
鮮
児
童
た
ち
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
標
準

語
音
が
レ
コ
ー
ド
を
通
し
て
「
国
際
的
に
地
球
を
回
り
ま
わ
っ
て
満
洲
、
ハ
ワ

イ
、
其
の
他
の
外
地
に
い
る
朝
鮮
児
童
の
ハ
ン
グ
ル
文
字
教
育
に
」
ま
で
至
大

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
確
信
し
て
や
ま
な
い
）
（（
（

。
彼
の
こ
の
確
信
は
、
あ
る
意

味
で
は
世
界
各
地
に
離
散
し
て
い
る
朝
鮮
民
族
の
紐
帯
を
強
固
に
し
民
族
意
識

を
涵
養
す
る
核
心
と
し
て
朝
鮮
語
を
捉
え
る
言
語
民
族
主
義
に
裏
付
け
ら
れ
た

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
文
章
に
お
い
て
鄭
寅
燮
は
朝

鮮
民
族
に
と
り
朝
鮮
語
と
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
に
つ
い
て
は
徹
底
的
に
口

を
つ
ぐ
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
日
本
語
を
日
本
人
の
精
神
的
な
血
液
で
国
体
を
維

持
す
る
中
心
と
捉
え
た
上
田
万
年
が
確
信
に
満
ち
て
「
一
朝
（
戦
勝
の
）
慶
報

に
接
す
る
時
は
、
千
島
の
は
て
も
、
沖
縄
の
は
し
も
、
一
斉
に
君
が
八
千
代
を

こ
と
ほ
ぎ
奉
る
な
り
。
も
し
そ
れ
此
の
こ
と
ば
を
外
国
に
て
聞
く
と
き
は
、
こ

は
実
に
一
種
の
音
楽
な
り
、
一
種
天
堂
の
福
音
な
り
）
（（
（

」
と
説
い
た
こ
と
と
比
べ

て
み
れ
ば
、
言
語
認
識
に
お
け
る
明
白
な
温
度
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
鄭

寅
燮
の
志
向
は
、
あ
く
ま
で
も
国
体
を
象
徴
す
る
「
国
語
」
と
し
て
の
日
本
語

を
核
心
に
置
い
た
植
民
地
朝
鮮
の
言
語
秩
序
の
下
位
体
系
と
し
て
の
範
囲
を
逸

脱
し
な
い
限
り
に
お
い
て
朝
鮮
語
の
統
一
と
順
化
に
よ
る
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
確
保
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
語
が
帝
国
の
言
語
秩
序
が
及
ぶ
範
囲
を
通
り
越
し
て
外
に

出
れ
ば
、
植
民
地
の
言
語
編
制
に
攪
乱
を
引
き
起
こ
す
危
険
性
を
内
包
す
る
。

「
国
語
」
と
は
一
国
の
独
立
を
維
持
す
る
た
め
に
最
も
必
要
な
も
の
と
す
る
認

識
は
言
語
民
族
主
義
の
核
心
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
鄭
寅
燮
が
参
加
し
た
世

界
言
語
学
者
大
会
は
、
彼
が
意
図
し
よ
う
と
し
な
か
ろ
う
と
に
関
係
な
く
、
朝

鮮
語
が
朝
鮮
民
族
を
代
表
す
る
言
語
と
し
て
立
た
さ
れ
た
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
民
族
の
共
同
作
品
と
し
て
発
見
さ
れ
た
民
謡
が
朝
鮮
語
の
外
遊
に
同

行
し
た
の
は
、
そ
れ
が
朝
鮮
語
と
朝
鮮
民
族
と
の
結
合
を
一
層
自
然
な
も
の
と

す
る
装
置
と
し
て
機
能
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
四
二
年
の
「
朝
鮮
語
学
会
事

件
」
は
こ
の
よ
う
な
危
険
性
さ
え
も
抉
り
出
そ
う
と
し
た
植
民
地
権
力
に
よ
る

朝
鮮
語
摘
出
の
大
手
術
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

六
、
終
わ
り
に

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
植
民
地
朝
鮮
で
強
制
さ
れ
た
唱
歌
と
「
国
語
」
教
育
と

の
関
係
を
「
皇
民
化
政
策
」
の
観
点
で
ま
と
め
直
し
て
み
よ
う
。
西
島
央
は
、

近
代
日
本
の
学
校
音
楽
は
児
童
の
生
活
、
自
然
、
心
性
な
ど
に
対
す
る
童
謡
的
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な
情
緒
、
愛
郷
心
な
ど
か
ら
な
る
「
下
か
ら
」
吸
い
上
げ
ら
れ
た
唱
歌
と
、
忠

君
愛
国
の
国
民
精
神
構
築
の
た
め
に
「
上
か
ら
」
徹
底
的
に
強
制
さ
れ
た
「
儀

式
唱
歌
」
な
ど
を
、
斉
唱
と
い
う
授
業
方
式
を
通
し
て
身
体
化
さ
せ
る
こ
と
で

児
童
を
国
民
化
し
て
い
っ
た
と
説
い
て
い
る
）
（（
（

。
し
か
し
植
民
地
朝
鮮
で
の
音
に

よ
る
「
皇
民
化
」
と
は
、「
上
か
ら
」
の
「
国
語
」
の
音
の
強
制
と
「
下
か

ら
」
の
朝
鮮
語
の
音
の
抑
圧
・
排
除
の
政
策
で
あ
り
、
唱
歌
教
育
は
そ
れ
を
身

体
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
学
校
の
場
で
は
朝

鮮
人
の
「
下
か
ら
」
の
声
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
、
朝
鮮
語
を
動
員
す
る
動

き
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
か
極
め
て
歪
曲
さ
れ
た
形
で
成
さ
れ
た
。
そ

れ
は
根
本
的
に
日
本
語
は
国
民
精
神
の
精
髄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
国
語
」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
民
地
末
期
ま
で
相
変
ら
ず
そ
の
朝
鮮
社
会
へ
の

浸
透
に
は
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
と
関
連
が
あ
る
。
実
は
、
普
及
率
が
依

然
と
し
て
低
調
な
「
国
語
」
に
代
わ
っ
て
噴
出
す
る
国
民
精
神
を
効
果
的
か
つ

派
手
に
演
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
公
共
の
場
で
斉
唱
さ
れ
る
唱
歌
や
軍

歌
な
ど
の
歌
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
「
国
語
」
の
普
及
率
が
低
か
っ
た
た
め
に
朝
鮮
語
も
統
治
に
積
極
的
に

活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
植
民
地
権
力
に
と
っ
て
朝
鮮
語
は
情
報
（
意

味
）
の
効
率
的
な
伝
逹
の
た
め
の
手
段
と
し
て
管
理
さ
れ
た
の
み
で
、
朝
鮮
語

唱
歌
に
よ
る
情
緒
涵
養
や
、
ま
し
て
朝
鮮
語
唱
歌
の
斉
唱
に
よ
る
音
の
共
同
性

の
実
現
は
念
頭
に
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
育
の
場
で
実
現
さ
れ

な
か
っ
た
朝
鮮
語
と
朝
鮮
語
唱
歌
と
の
結
び
付
き
は
主
に
メ
デ
ィ
ア
の
場
で
多

様
に
試
み
ら
れ
、
時
に
は
体
制
内
に
吸
収
さ
れ
た
り
、
時
に
は
「
国
語
」
と
い

う
音
の
共
同
性
の
持
つ
虚
像
を
攪
乱
さ
せ
た
り
し
た
。
何
故
な
ら
、
植
民
地
期

朝
鮮
に
お
け
る
「
国
語
」
政
策
が
「
国
語
」
の
内
面
化
に
は
失
敗
し
た
ま
ま
音

の
共
同
性
を
性
急
か
つ
過
激
に
推
し
進
め
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

注※
注
の
書
誌
に
付
い
て
い
る
「
＊
」
は
ハ
ン
グ
ル
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
。

（
１
）　

＊

鄭
寅
燮
『
国
語
音
声
学
研
究
』、
徽
文
出
版
社
、
一
九
七
三
年
、
三
八

一
頁
。

（
２
）　

＊

鄭
寅
燮
、
前
掲
注
（
１
）
書
、
三
八
三
～
三
八
四
頁
。

（
３
）　

＊

林
鐘
国
『
親
日
文
学
論
』、
平
和
出
版
社
、
一
九
六
六
年
。

（
４
）　

＊

鄭
寅
燮
、
前
掲
注
（
１
）
書
、
三
五
三
～
三
五
六
頁
、『
氷
の
下
に
も

水
は
流
れ　

「
朝
鮮
語
学
会
受
難
」
五
〇
周
年
記
念
集　

』、
ハ
ン
グ
ル
学
会
、

一
九
九
三
年
。

（
５
）　

＊

鄭
寅
燮
、
前
掲
注
（
１
）
書
、
一
〇
七
頁
。

（
６
）　

＊

鄭
寅
燮
『
セ
ク
ト
ン
会
子
供
運
動
史
』、
学
園
社
、
一
九
七
五
年
、
一

七
六
～
一
七
七
頁
。

（
７
）　

Y
u
k
ik
o
 
S
. 
Jo

lly,  

“Th
e 

U
se 

o
f 
th
e 

S
o
n
gs 
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T
each

in
g 

F
o
r-

eig
n
 
L
a
n
g
u
a
g
es,

” M
o
d
ern

 
L
a
n
g
u
a
g
e 

J
o
u
rn
a
l, 

V
o
l.5

9
, 
N
o
.1 /

2
, 
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「
音
楽
教
育
と
外
国
語
教
育
の
接
点

　

語
学
学
習
に
お
け
る
歌
唱
の
す
す
め　

」『
世
界
の
日
本
研
究
』
一
四
、
二
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歌で習う「国語」

〇
〇
八
年
。

（
８
）　

松
永
典
子
「『
国
語
』
教
育
か
ら
『
東
亜
の
日
本
語
』
教
育
へ
の
道　

植

民
地
・
占
領
地
の
日
本
語
教
育　

」『
日
本
語
教
育
研
究
』、
一
九
九
七
年
、
七

七
～
七
八
頁
。

（
９
）　

前
田
均
「
日
本
語
教
育
用
『
ア
イ
ウ
エ
オ
の
歌
』
数
種
」『
外
国
語
教

育
』
三
〇
、
二
〇
〇
四
年
。

（
（（
）　

こ
れ
は
唱
歌
教
育
の
実
施
の
た
め
に
伊
沢
修
二
が
目
賀
田
種
太
郎
と
連
名

で
文
部
�
に
提
出
し
た
上
申
書
で
す
で
に
確
認
で
き
る
。「
夫
レ
音
楽
ハ
学
童

ノ
神
気
ヲ
爽
快
ニ
シ
テ
其
ノ
勤
学
ノ
労
ヲ
消
シ
、
肺
臓
ヲ
強
ク
シ
テ
健
全
ヲ
助

ケ
、
音
声
ヲ
清
ク
シ
、
発
音
ヲ
正
シ
、
聴
力
を
疾
ク
シ
、
考
思
ヲ
密
ニ
シ
、
又

能
ク
心
情
ヲ
楽
マ
シ
メ
其
ノ
善
性
ヲ
渙
発
セ
シ
ム
」（
伊
沢
修
二
・
目
賀
田
種

太
郎
「
校
唱
歌
ニ
用
フ
ベ
キ
音
楽
取
調
ノ
事
業
ニ
着
手
ス
ベ
キ
見
込
書
」、
一

八
七
八
年
、
引
用
は
『
東
京
芸
術
大
学
百
年
史 

東
京
音
楽
学
校
� 

第
一
巻
』、

音
楽
之
友
社
、
一
九
八
七
年
）。

（
（（
）　

長
志
珠
絵
『
近
代
日
本
と
国
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』、
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
八
年
、
第
一
章
。

（
（（
）　

山
東
功
『
唱
歌
と
国
語　

明
治
近
代
化
の
装
置　

』、
講
談
社
、
二
〇
〇

八
年
。

（
（（
）　
「
国
語
」
の
普
及
率
が
植
民
地
期
に
入
っ
て
か
ら
第
三
次
朝
鮮
教
育
令

（
一
九
三
八
）
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
低
か
っ
た
の
は
、
普
及
政
策
が
主
に
学
校

教
育
を
通
し
て
推
進
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
八
年

以
降
に
な
り
朝
鮮
民
衆
に
対
す
る
日
常
的
な
「
国
語
」
の
使
用
を
強
制
す
る

「
国
語
常
用
運
動
」
が
「
国
語
講
習
会
」
な
ど
の
開
催
を
通
し
て
全
社
会
的
に

展
開
さ
れ
る
と
、
一
九
三
九
年
に
一
三
・
八
九
％
、
一
九
四
〇
年
に
一
五
・
五

七
％
、
一
九
四
一
年
に
一
六
・
六
一
％
、
一
九
四
二
年
に
一
九
・
九
四
％
、
一

九
四
三
年
に
二
一
・
一
五
％
と
五
年
間
で
ほ
ぼ
（0
％
近
く
増
え
た
。「
講
習

会
」
が
約
二
ヶ
月
間
の
短
期
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
目
標
も

「
簡
単
な
会
話
が
可
能
」
な
程
度
で
あ
っ
た
た
め
、
統
計
そ
の
も
の
は
多
分
に

成
果
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

参
照
、

『
第
八
十
六
回
帝
国
会
議
説
明
資
料
』、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
四
四
年
。

（
（（
）　

普
通
学
校
の
就
学
率
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
＊

呉
成
哲
『
植
民
地
初
等
教

育
の
形
成
』、
教
育
科
学
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
参
照
。

（
（（
）　

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、『
大
韓
毎
日
申
報
』
は
＊「
音
楽
は
役
に
立
つ

か
」（
一
九
一
〇
年
一
月
十
二
日
付
）
と
い
う
見
出
し
で
皇
族
の
李
載
完
が

「
音
楽
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
」
こ
と
を
非
難
し
た
。
或
い
は
同
徳
女
学
校

長
だ
っ
た
趙
東
植
（
チ
ョ
・
ド
ン
シ
ク
、
一
八
八
七
～
一
九
六
九
）
は
、
一
九

〇
四
年
以
降
官
立
漢
城
漢
語
学
校
で
新
学
問
を
学
ん
だ
時
、「（
当
時
新
た
に
導

入
さ
れ
た
教
授
科
目
で
あ
っ
た
）
唱
歌
は
ま
と
も
な
人
間
が
手
を
染
め
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
、
練
習
を
怠
っ
た
結
果
、
一
学
期
の
成
績
が
大
変
悪
く
て
」

こ
っ
そ
り
山
に
登
っ
て
練
習
し
た
経
験
を
回
想
し
て
い
る（
＊『
朝
鮮
日
報
』
一

九
三
七
年
一
月
十
日
付
）。

（
（（
）　

＊

劉
銓
「
音
楽
の
効
能
」『
大
韓
興
学
報
』
二
、
一
九
〇
九
年
。

（
（（
）　

＊『
官
報
』
三
五
四
九
、
一
九
〇
六
年
九
月
四
日
付
。

（
（（
）　

＊

張
膺
震
「
教
授
と
教
科
に
対
し
て
（
前
号
続
）」『
太
極
学
報
』
一
五
、

一
九
〇
七
年
。

（
（（
）　

文
部
省
音
楽
取
調
掛
編
『
小
学
唱
歌
集
（
初
編
）』、
一
八
八
一
年
（
引
用

は
、『
教
科
書
・
啓
蒙
文
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
一
一
、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
六
年
、
九
九
頁
）。
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
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（
（（
）　

＊

劉
銓
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文

（
（（
）　

伊
沢
修
二
・
山
住
正
己
校
注
『
洋
楽
事
始　

音
楽
取
調
成
績
申
報
書
』
平

凡
社
、
一
九
七
一
年
、
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。

（
（（
）　
「
大
正
五
年
十
一
月
十
三
日
警
高
機
発
第
五
二
七
号
・
不
穏
者
発
見
処
分

ノ
件
（
京
畿
道
警
務
部
報
告
）」
姜
徳
相
編
『
朝
鮮
（
一
）』
現
代
史
資
料
二
五
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六
年
、
一
〇
頁
。
引
用
に
あ
た
っ
て
現
代
語
訳
し
た
。

（
（（
）　

＊「
訓
禁
唱
歌
」『
皇
城
新
聞
』
一
九
〇
九
年
十
月
二
十
七
日
付
、
＊「
唱 

歌
も
だ
め
か
」『
大
韓
毎
日
申
報
』
一
九
〇
九
年
十
月
二
十
七
日
付
、
＊「
愛
国

も
適
当
じ
ゃ
な
い
」『
大
韓
毎
日
申
報
』
一
九
一
〇
年
五
月
二
十
四
日
付
、
な

ど
。

（
（（
）　

＊「
音
楽
教
科
の
著
述
」『
万
歳
報
』
一
九
〇
七
年
六
月
七
日
付
。

（
（（
）　

＊「
唱
歌
編
刊
期
」『
皇
城
新
聞
』
一
九
一
〇
年
三
月
十
七
日
付
。

（
（（
）　

こ
の
こ
と
は
、
間
島
に
設
立
さ
れ
た
民
族
主
義
系
の
私
立
学
校
で
あ
っ
た

光
成
中
学
校
で
一
九
一
四
年
に
発
行
さ
れ
、
総
督
府
に
よ
り
不
穏
唱
歌
と
し
て

押
収
さ
れ
た
『
最
新
唱
歌
集
』
に
『
学
部
唱
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
た
曲
が
二
十

曲
以
上
選
曲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

（
（（
）　

学
部
「
第
二
回
官
公
立
普
通
学
校
教
監
会
議
要
録
」、
一
九
〇
八
、
七
七

～
八
一
頁
。

（
（（
）　

学
部
、
前
掲
注
（
（（
）
文
、
七
九
頁
。
こ
の
会
議
の
一
ヶ
月
前
に
学
部
で

は
「
通
俗
教
育
上
に
参
考
す
る
為
に
地
方
で
流
行
す
る
俚
謡
と
童
謡
な
ど
を
査

察
す
る
必
要
が
有
る
」
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
民
謡
蒐
集
」
を
開
始
し
て

い
る
（「
俚
謡
童
謡
査
察
」『
皇
城
新
聞
』
一
九
〇
八
年
六
月
十
八
日
付
）。

（
（（
）　

田
村
虎
蔵
「
韓
国
併
合
と
音
楽
教
育
問
題
」『
音
楽
界
』
四-

一
、
一
九
一

一
年
。

（
（（
）　
「
朝
鮮
総
督
府
新
編
唱
歌
集
の
発
行
」『
朝
鮮
教
育
会
雑
誌
』
二
七
、
一
九

一
四
年
。

（
（（
）　
『
新
編
唱
歌
集
』
に
は
同
唱
歌
集
収
録
曲
を
朝
鮮
語
訳
し
た
三
曲
に
『
学

部
唱
歌
集
』
収
録
曲
三
曲
を
加
え
た
六
曲
が
、『
普
通
学
校
唱
歌
書
』
に
は
上

の
六
曲
に
同
唱
歌
集
収
録
曲
を
朝
鮮
語
訳
し
た
二
曲
を
加
え
た
八
曲
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。

（
（（
）　

＊「
朝
鮮
語
唱
歌
と
朝
鮮
歴
史
の
教
授
」『
東
亜
日
報
』
一
九
二
二
年
九
月

二
十
日
付
。

（
（（
）　
『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
三
年
十
二
月
七
日
付
の
＊「
普
校
用
唱
歌
歌
詞
応
募

要
件
」
と
い
う
記
事
に
は
、『
補
充
唱
歌
集
』
編
纂
の
意
図
を
「
先
般
朝
鮮
教

育
令
改
正
の
結
果
、
普
通
学
校
で
は
『
尋
常
小
学
唱
歌
』（
全
六
冊
）
を
教
科

書
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
第
二
次
朝
鮮
教
育
令
以
降

は
『
尋
常
小
学
唱
歌
』
が
普
通
学
校
の
教
材
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。

（
（（
）　
「
私
立
学
校
ノ
唱
歌
ニ
関
ス
ル
件
」『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
〇
一
八
、
一

九
一
五
年
十
二
月
二
十
四
日
付
。

（
（（
）　

＊「
紀
元
節
唱
歌
統
一
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
七
年
十
一
月
二
十
七
日
付
。

（
（（
）　

＊「
あ
ら
ゆ
る
儀
式
で
『
君
が
代
』
の
他
に
『
海
行
か
ば
』
の
合
唱
」『
朝

鮮
日
報
』
一
九
三
八
年
六
月
九
日
付
。

（
（（
）　

高
仁
淑
『
近
代
朝
鮮
の
唱
歌
教
育
』、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、

一
二
二
頁
。

（
（（
）　

＊

劉
銓
、
前
掲
注
（
（（
）
論
文
。

（
（（
）　

学
部
、
前
掲
注
（
（（
）
文
、
七
八
・
八
〇
頁
。

（
（（
）　

特
に
、
総
督
府
が
一
九
三
九
年
に
編
纂
し
た
『
初
等
唱
歌
』
の
「
緒
言
」
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歌で習う「国語」

に
は
「
文
体
・
用
語
等
ハ
成
ル
ベ
ク
読
本
ト
補
助
ヲ
一
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

�
〈
君
が
代
〉　

『
国
語
読
本
』
巻
四
「
君
が
よ
」
／
�
〈
一
月
一
日
〉

　

『
国
語
読
本
』
巻
二
「
シ
ン
ネ
ン
」
／
�
〈
紀
元
節
〉　

『
国
語
読
本
』
巻

四
「
神
武
天
皇
」
／
�
〈
天
長
節
〉　

『
国
語
読
本
』
巻
三
「
テ
ン
チ
ョ
ウ
セ

ツ
」
／
�
〈
勅
語
奉
答
〉　

『
修
身
書
』
巻
四
「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
」
／
�

～
�
『
修
身
書
』
巻
二
「
祝
日
・
大
祭
日
」。
な
お
、
一
九
二
三
年
か
ら
使
わ

れ
た
第
二
次
『
朝
鮮
語
読
本
』
に
も
「
天
長
節
祝
日
」（
巻
二
）、「
紀
元
節
」

（
巻
三
）
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

＊

呉
成
哲
、
前
掲
注
（
（（
）
書
。

（
（（
）　
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
七
九
九
、
一
九
一
五
年
四
月
六
日
付
。

（
（（
）　

呉
成
哲
の
前
掲
注
（
（（
）
書
の
調
査
に
基
づ
き
『
羅
馬
字
新
編
唱
歌
集
』

使
用
期
間
中
の
普
通
学
校
と
私
立
学
校
の
学
生
数
の
推
移
を
表
に
す
る
と
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

年
度

普
通
学
校

私
立
各
種
学
校

一
九
一
五

六
〇
、
六
六
〇

五
一
、
七
二
四

一
九
一
七

七
五
、
五
八
三

四
三
、
六
四
三

一
九
一
九

八
〇
、
六
三
二

三
四
、
九
七
五

（
（（
）　
「
セ
ク
ト
ン
会
」
の
看
板
童
謡
作
曲
者
と
し
て
〈
半반

달月
〉
な
ど
を
発
表
し

た
尹
克
栄
（
ユ
ン
・
グ
ギ
ョ
ン
、
一
九
〇
三
～
一
九
八
八
）
の
一
九
七
三
年
の

回
顧
で
は
あ
る
が
、
彼
は
日
本
留
学
中
に
方
定
煥
（
バ
ン
・
ジ
ョ
ン
フ
ァ
ン
、

一
八
九
九
～
一
九
三
一
）
か
ら
「
国
も
奪
わ
れ
言
葉
も
奪
わ
れ
た
の
に
、
ど
う

し
て
歌
さ
え
日
本
の
歌
を
歌
う
か
い
？（
中
略
） 

彼
ら（
子
供
）に
は
私
た
ち
の

歌
も
な
い
。
尹
克
栄
よ
、
子
供
に
与
え
る
歌
を
作
り
な
さ
い
」
と
篤
励
さ
れ
、

童
謡
運
動
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る 

＊『
尹
克
栄
全
集
Ⅱ
』、
現

代
文
学
、
二
〇
〇
四
年
、
四
八
四
～
四
八
七
頁
）。

（
（（
）　

＊「
普
校
用
唱
歌
歌
詞
応
募
要
件
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
三
年
十
二
月
七

日
付
。

（
（（
）　
「
普
通
学
校
教
科
用
唱
歌
歌
詞
募
集
」『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
三
三
八
九
、

一
九
二
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
。

（
（（
）　

＊

한
용
희
『
韓
国
の
童
謡
』
世
光
音
楽
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
五
八
頁
。

（
（（
）　

植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
の
植
民
地
近
代
性
に
関
す
る
分
析
は
、

＊

徐
在
吉
「
日
帝
植
民
地
期
ラ
ジ
オ
放
送
と
『
植
民
地
近
代
性
』」『
사
이
間

S
A
I

』
一
、
二
〇
〇
六
年
、
参
照
。

（
（（
）　
「『
初
等
唱
歌
』
所
載
新
作
教
材
の
取
扱
」『
教
科
書
編
輯
彙
報
』
四
、
朝

鮮
総
督
府
、
一
九
三
九
年
。

（
（（
）　

＊「
小
学
生
唱
歌
懸
賞
募
集　

皇
国
臣
民
の
精
神
涵
養　

」『
朝
鮮
日
報
』

一
九
三
八
年
七
月
二
日
付
。

（
（（
）　
「『
初
等
唱
歌
』
歌
詞
の
当
選
作
と
選
後
の
感
想
」『
教
科
書
編
輯
彙
報
』

四
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
九
年
。

（
（（
）　
「
芸
能
科
音
楽
」『
教
科
書
編
輯
彙
報
』
八
（
国
民
学
校
特
輯
）、
朝
鮮
総

督
府
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）　

李
完
応
「
朝
鮮
の
学
政
当
局
は
何
故
朝
鮮
語
科
を
度
外
視
す
る
か
」『
朝

鮮
及
朝
鮮
民
族
』
一
、
一
九
二
七
年
、
＊「
ハ
ン
グ
ル
を
い
か
に
普
及
さ
せ
る
か

　

そ
れ
に
対
す
る
教
育
家
諸
氏
の
意
見　

」『
東
亜
日
報
』
一
九
二
八
年
十
一

月
十
一
日
付
。

（
（（
）　

＊「
文
盲
退
治
の
運
動
」『
東
亜
日
報
』
一
九
二
八
年
三
月
十
七
日
付
。

（
（（
）　

＊

崔
民
之
・
金
民
珠
『
日
帝
下
民
族
言
論
史
論
』、
日
月
書
閣
、
一
九
七
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八
年
。

（
（（
）　

＊「
実
地
運
動
に
五
つ
の
注
意
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
二
年
七
月
十
八
日

付
。

（
（（
）　

＊

鄭
晋
錫
編
『（
朝
鮮
日
報
・
東
亜
日
報
）
文
字
普
及
運
動
教
材　

一
九

二
九
～
一
九
三
五　

』、
Ｌ
Ｇ
サ
ン
ナ
ム
言
論
財
団
、
一
九
九
九
年
。

（
（（
）　

＊「
日
々
増
え
て
案
外
好
成
績
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
九
年
八
月
十
六
日

付
、
＊「
馬
山
府
：
生
徒
四
百
名
、
音
楽
と
衛
生
も
歌
っ
た
」『
東
亜
日
報
』
一

九
三
二
年
八
月
四
日
付
、
＊「
信
川
郡
：
ほ
と
ん
ど
が
女
子
、
毎
日
唱
歌
を
教

え
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
二
年
九
月
一
日
付
、
＊「
平
山
郡
：
運
動
用
具
準
備
、

同
里
を
ま
わ
っ
て
唱
歌
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
二
年
九
月
二
日
付
、
＊「
高
陽

郡
：
音
楽
で
円
満
に
終
了
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
三
年
八
月
十
日
付
、
＊「
高

陽
郡
：
百
余
名
に
音
楽
・
童
話
も
教
え
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
四
年
八
月
十

六
日
付
、
＊「
釜
山
鎮
：
移
動
し
な
が
ら
音
楽
技
芸
も
教
え
」『
東
亜
日
報
』
一

九
三
四
年
八
月
十
六
日
付
、
＊「
新
義
州
：
音
楽
、
体
操
も　

女
隊
員
活
動
も

非
常
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
四
年
八
月
十
八
日
付
、
な
ど
多
数
。

（
（（
）　

＊「
霊
山
：
文
字
普
及
と
音
楽
会
開
催
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
一
年
八
月

十
九
日
付
、
＊「
馬
山
府
：
音
楽
会
も
開
催　

ハ
ン
グ
ル
は
教
え
ら
れ
ず
」『
東

亜
日
報
』
一
九
三
四
年
八
月
十
六
日
付
、
＊「
尚
州
郡
：
家
庭
婦
人
が
中
心　

音
楽
会
も
開
催
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
四
年
九
月
四
日
付
、
な
ど
。

（
（（
）　

第
四
回
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
運
動
の
学
生
体
験
記
の
中
に
は
、
ハ
ン
グ
ル
講
習

で
童
謡
と
民
謡
を
教
え
た
と
い
う
報
告
が
あ
る
（
＊「
釜
山
鎮
：
移
動
し
な
が
ら

音
楽
技
芸
も
教
え
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
四
年
八
月
十
六
日
付
）。

（
（（
）　

＊

鄭
晋
錫
編
、
前
掲
注
（
（（
）
書
。

（
（（
）　

林
慶
花
「
民
族
の
歌
と
し
て
の
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
の
創
出　

『
民
謡
』
概
念

の
導
入
か
ら
『
郷
土
民
謡
』
の
発
見
ま
で　

」『
朝
鮮
半
島
の
こ
と
ば
と
社
会
』、

明
石
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

（
（（
）　

＊「
新
流
行
！
怪
流
行
！
」『
別
乾
坤
』
一
七
、
一
九
二
八
年
、
＊

蔡
奎
燁

「『
レ
コ
ー
ド
』
で
見
た
朝
鮮
の
歌　

大
家
の
出
現
を
切
望　

」『
毎
日
申
報
』

一
九
三
二
年
二
月
三
日
付
。

（
（（
）　

＊「
文
字
普
及
歌
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
一
年
一
月
十
六
日
付
。

（
（（
）　

原
本
は
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、『
朝
鮮
日
報
』
二
〇
〇
八
年
十
月
十
四

日
付
（
＊「
朝
鮮
日
報
、
一
九
三
〇
年
代
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
で
ハ
ン
グ
ル
普
及
」）

で
金
煉
甲
に
よ
り
公
開
さ
れ
た
。

（
（（
）　

＊「
江
華
の
新
し
い
〈
ア
リ
ラ
ン
歌
〉
文
班
万
歳
声
裡
に
感
激
の
涙
で
閉

会
さ
れ
る
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
一
年
八
月
二
十
五
日
付
。

（
（（
）　

＊「
田
園
で
興
る
我
が
〈
文
字
普
及
歌
〉
農
民
は
働
く
時
も
歌
い
ま
す
」

『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
一
年
八
月
二
十
七
日
付
、
＊「
英
陽
文
字
普
及
班　

最
後

に
〈
ア
リ
ラ
ン
〉
で
解
散
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
一
年
九
月
十
三
日
付
。

（
（（
）　

＊「
村
中
が
文
字
打
令　

牧
歌
の
代
わ
り
に
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
九
年

八
月
二
十
七
日
付
。

（
（（
）　

＊「
鳥
追
い
小
屋
で
歌
う
ハ
ン
グ
ル
歌
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
〇
年
九
月

二
十
四
日
付
。

（
（（
）　

こ
の
曲
は
「
ヨ
ナ
抜
き
音
階
」「
ピ
ョ
ン
コ
節
」
と
い
う
音
楽
的
構
造
を

持
っ
た
典
型
的
な
唱
歌
で
あ
る
。

（
（（
）　

＊「
大
田
郡
：
文
盲
退
治
歌
で
毎
晩
始
め
た
」『
東
亜
日
報
』
一
九
三
三
年

九
月
二
十
二
日
付
。

（
（（
）　

＊「
碧
潼
郡
：
鎌
を
見
て
ㄱ
も
知
ら
な
か
っ
た
文
盲
者
を
目
覚
め
さ
せ
」

『
東
亜
日
報
』
一
九
三
四
年
九
月
四
日
付
。
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歌で習う「国語」

（
（（
）　

＊「〈
ア
リ
ラ
ン
〉
教
え
て
懲
役
の
羽
目
に
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
一
年

五
月
十
日
付
、
＊「
夜
学
教
員
検
挙
、
不
穏
な
文
が
入
っ
た
唱
歌
集
が
問
題
」

『
東
亜
日
報
』
一
九
三
〇
年
九
月
九
日
付
、
＊「
夜
学
講
習
所
襲
撃　

先
生
・
生

徒
等
検
挙　

原
因
は
某
種
の
不
穏
唱
歌
の
嫌
疑
か　

事
件
は
さ
ら
に
拡
大
」

『
朝
鮮
中
央
日
報
』
一
九
三
六
年
三
月
三
十
日
付
、
な
ど
。

（
（（
）　

＊「
四
百
八
十
九
年
記
念
式
挙
行　

今
夜
明
月
官
に
て
」『
東
亜
日
報
』
一

九
三
五
年
十
月
二
十
九
日
付
。

（
（（
）　

＊

金
陵
人
「
朝
鮮
語
教
育
レ
コ
ー
ド
吹
き
込
み
製
作
の
経
過
」『
ハ
ン
グ

ル
』
三　

一
〇
、
一
九
三
五
年
。

（
（（
）　

＊

金
陵
人
、
前
掲
注
（
（（
）
文
。

（
（（
）　

＊「
ど
ん
な
レ
コ
ー
ド
が
禁
止
に
当
た
る
か
」『
三
千
里
』
八　

四
、
一
九

三
六
年
。

（
（（
）　

＊

金
陵
人
、
前
掲
注
（
（（
）
文
。

（
（（
）　

＊

鄭
寅
燮
、
前
掲
注
（
６
）
書
、
一
七
六
頁
。

（
（（
）　

＊

鄭
寅
燮
、
前
掲
注
（
１
）
書
、
一
七
六
頁
。

（
（（
）　

＊

鄭
寅
燮
「
言
語
教
育
と
蓄
音
機
」『
ハ
ン
グ
ル
』
三　

一
〇
、
一
九
三

五
年
。

（
（（
）　

＊

鄭
寅
燮
「
児
童
芸
術
教
育
」『
東
亜
日
報
』
一
九
二
八
年
十
二
月
十
一

～
十
三
日
付
。

（
（（
）　

＊

鄭
寅
燮
「
文
芸
的
教
育
の
境
遇
と
所
感
（
四
）」『
東
亜
日
報
』
一
九
二

九
年
五
月
七
日
付
。

（
（（
）　

＊

鄭
寅
燮
、
前
掲
注
（
（（
）
文
。

（
（（
）　

上
田
万
年
『
国
語
の
た
め
』、
冨
山
房
、
一
八
九
五
年
、
一
三
頁
。

（
（（
）　

西
島
央
「
学
校
音
楽
は
い
か
に
し
て
『
国
民
』
を
つ
く
っ
た
か
」、
小
森

陽
一
他
編
『
編
成
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム　

一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
１
』
岩

波
講
座
近
代
日
本
の
文
化
史
五
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
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春画と衣装

春
画
と
衣
装

鈴　

木　

堅　

弘　
　
　

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
の
春
画
を
見
て
い
て
不
可
解
に
思
え
て
く
る
こ
と
の
一
つ
は
、
交

わ
る
男
女
が
衣
装
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
春
画
は
男
女
の
性
の
営
み
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、

男
女
が
裸
体
で
描
か
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
明
代
後
期
（
十

六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
）
以
降
の
中
国
春
画
に
は
衣
装
の
表
現
が
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
春
画
に
は
裸
体
が
少
な
く
、
む
し
ろ
華
麗
な

衣
装
を
身
に
つ
け
た
男
女
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
春
画
に
つ

い
て
は
、
色
事
を
行
う
男
女
が
と
も
に
衣
装
を
着
て
い
る
割
合
は
全
体
の
約
八

割
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
女
性
に
関
し
て
は
約
九
割
が
衣
装
を
身
に
つ
け
て
い
る
）
（
（

。

　

春
画
に
衣
装
を
描
く
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
で
い
く
つ
か
の

重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
裸
体
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て

か
え
っ
て
性
の
営
み
へ
の
想
像
力
を
刺
激
し
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
紡
ぎ
出

す
）
（
（

」、
あ
る
い
は
「
裸
に
衣
装
を
着
せ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
彩
な
情
景
を

演
出
し
、
多
彩
な
趣
向
を
眺
め
娯
し
む
こ
と
が
で
き
る
）
（
（

」、
ま
た
「
春
画
の
享

受
者
が
、
衣
装
か
ら
身
分
や
、
そ
の
場
の
状
況
、
男
女
関
係
な
ど
を
的
確
に
読

み
取
る
た
め
）
（
（

」
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
と
は
異
な
る
新
た
な
見
解
を
示
し
て
み
た
い
。

　

も
っ
と
も
、
日
本
の
春
画
が
男
女
の
裸
体
を
ま
っ
た
く
描
い
て
こ
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
浮
世
絵
春
画
以
前
の
肉
筆
春
画
で
は
、
全
裸
の
男
女

の
取
り
組
み
が
多
く
描
か
れ
、
む
し
ろ
着
衣
の
性
交
図
は
少
な
い
。
そ
れ
が
菱

川
師
宣
以
降
（
十
七
世
紀
後
半
）
の
浮
世
絵
春
画
に
な
る
と
衣
装
を
着
た
ま
ま

の
性
交
図
が
数
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
時
代
か
ら
春
画
表
現
の
な

か
に
衣
装
を
描
く
要
素
が
加
わ
り
は
じ
め
る
）
（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
は
な
ぜ
衣
装
が
描
か
れ
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た
の
か
、
そ
の
理
由
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
日
本
の
古
い
肉
筆
春

画
」
あ
る
い
は
「
中
国
春
画
」
と
も
異
な
る
、
浮
世
絵
春
画
の
独
自
の
特
徴
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
た
だ
漠
然
と
し
た
考
察
を
試
み
て
も
、
色

事
と
衣
装
を
結
び
つ
け
る
本
質
は
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
あ
る
観
点
に
し
ぼ
っ
て
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
「
春

画
」
と
「
風
流
」
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

日
本
文
化
に
お
け
る
「
風
流
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
義
は
じ
つ
に
広
い
。
た
と
え
ば
岡
崎
義
恵
の
「
風
流

の
思
想
」
に
よ
れ
ば
、「
風
流
」
の
根
本
的
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

優
れ
た
る
精
神
文
化
的
価
値
の
存
す
る
有
様
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
初
め
は
主
と
し
て
政
教
的
で
あ
つ
た
か
と
思
は
れ
る
が
、
更
に
廣

く
倫
理
的
・
美
的
価
値
の
領
域
に
及
び
、
そ
の
所
在
は
天
下
の
民
俗
・
特

定
の
個
人
・
自
然
物
・
藝
術
品
等
に
亙
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
）
（
（

。

　

岡
崎
の
説
に
よ
る
と
、「
風
流
」
と
は
単
に
芸
術
的
な
美
意
識
の
範
疇
に
止

ま
る
こ
と
な
く
、
日
本
人
の
生
活
文
化
や
精
神
世
界
の
な
か
に
深
く
と
け
込
ん

だ
意
識
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
風
流
の
伝
統
は
は
る
か

『
万
葉
集
』
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
、
平
安
期
に
は
和
歌
や
説

話
の
世
界
の
な
か
で
優
雅
を
嗜
好
す
る
「
み
や
び
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。

一
方
、
近
世
期
に
は
、
俳
諧
世
界
で
奢
侈
を
忌
避
す
る
「
わ
び
」・「
さ
び
」
と

し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
み
て
も
、「
風
流
」
の
意
義
は
じ
つ
に
広
い
。

　

ま
た
と
く
に
平
安
期
以
降
、「
風
流
」
は
人
工
的
な
創
作
物
を
飾
り
立
て
る

原
動
力
と
し
て
用
い
ら
れ
た
）
（
（

。
中
世
期
に
「
風
流
」
は
、
花
車
や
花
傘
を
豪
華

に
か
ざ
る
意
識
と
な
り
、
祭
礼
の
衣
装
、
山
鉾
の
装
飾
、
造
園
の
人
工
美
、
生

活
用
品
の
虚
飾
ま
で
、
そ
の
意
識
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
か
ざ
り
」
と
し
て
の
「
風
流
」
を
考
え
る
な
ら
ば
、
春
画
・
艶

本
の
形
態
そ
の
も
の
が
す
で
に
多
く
の
飾
り
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
江
戸
時

代
の
春
画
は
、
贅
を
尽
く
し
た
装
丁
か
ら
細
密
な
多
色
刷
り
ま
で
、
艶
摺
、
空

摺
な
ど
多
様
な
技
法
を
駆
使
し
た
人
工
装
飾
で
彩
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、「
風
流
」
の
原
義
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
風
流
」
へ
の

誘
い
の
な
か
に
は
つ
ね
に
「
好
色
」
の
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

中
国
唐
代
の
詩
歌
に
お
け
る
「
風
流
」
の
意
味
を
考
察
し
た
小
西
甚
一
に
よ
れ

ば
、「
風
流
を
構
成
す
る
要
素
は
琴
・
詩
・
酒
・
妓
の
四
つ
で
あ
り
、
音
楽
、

文
芸
、
佳
酒
、
美
女
の
参
加
す
る
場
で
愉
し
む
と
こ
ろ
に
風
流
が
存
在
す
る
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
）
（
（

。
く
わ
え
て
小
西
は
、
こ
の
中
国
大
陸
で
用
い
ら
れ
た
風

流
の
四
要
素
が
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
書
物
を
通
じ
て
日
本
へ
流
入
し
、
平

安
期
に
和
歌
や
文
芸
を
た
し
な
む
知
識
人
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
四
要
素
が
「
好

色
」
の
意
味
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
）
（
（

。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
日
本
の
「
風
流
」
を
構
成
す
る
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「
か
ざ
り
」
と
「
好
色
」
の
側
面
に
注
目
し
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
が
両
者

を
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
。
ま
た
、
本
考
察
を
通
じ
て

日
本
文
化
に
通
底
す
る
「
風
流
」
の
意
識
が
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
深
く
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

一　
「
春
画
」
と
「
風
流
」

　

風
流
と
好
色

　

わ
れ
わ
れ
が
普
段
、「
風
流
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
と
、
貴
人
た
ち
の

優
雅
な
遺
風
を
思
い
起
こ
し
、
あ
る
い
は
世
捨
て
人
の
「
わ
び
」「
さ
び
」
の

精
神
を
思
い
出
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
世
俗
を
離
れ
た
理
想
境
へ
の
「
風

流
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
文
化
史
に
お
け
る
長
い
歴
史
の
な
か
で
比
較
的
新

し
い
時
代
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

さ
き
ほ
ど
の
く
り
返
し
に
な
る
が
、
日
本
文
化
に
お
け
る
「
風
流
」
の
意
味

は
、「
み
や
び
」「
か
ざ
り
」「
わ
び
」「
さ
び
」
な
ど
、
じ
つ
に
多
様
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
多
様
な
意
味
に
分
化
し
て
い
く
以
前
の
原
義
に
立
ち
戻
っ
て

み
る
な
ら
ば
、「
風
流
」
と
は
、
音
楽
を
奏
で
、
歌
を
詠
い
、
酒
興
を
愛
し
、

男
女
の
交
遊
を
た
の
し
む
「
色
事
の
世
界
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

　

こ
う
し
た
風
流
の
イ
メ
ー
ジ
は
す
で
に
平
安
期
か
ら
中
世
期
に
か
け
て
漢
詩

や
和
歌
の
世
界
で
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
休
宗
純
に
よ
る

『
狂
雲
集
』
に
は
「
風
流
年
少
寵
尤
深
」（
風
流 

年
少 

寵 

尤
も
深
し
）
や
）
（（
（

、

「
雲
雨
風
流
事
終　

夢
閨
私
語
笑
慈
明
」（
雲
雨
風
流  

事
終
っ
て
後  

夢
閨
の
私
語  

慈
明
を
笑
う
）
（（
（

）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
風
流
」
と
は
、
あ
き
ら
か
に

「
好
色
」
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
風
流
」
と
「
好
色
」
を
つ
な
ぐ
イ
メ
ー
ジ
は
、
江
戸
前
期
の
時
代
に

浮
世
草
子
の
流
布
に
と
も
な
い
庶
民
層
ま
で
ひ
ろ
が
り
を
み
せ
る
。
と
く
に

「
風
流
」
と
「
好
色
」
を
結
び
つ
け
る
記
述
は
、
元
禄
期
前
後
（
十
七
世
紀
後

半
）
か
ら
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
好
色
本
の
浮
世
草
子
の
な
か
に
数
多
く

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、『
男
色
十
寸
鏡
』（
貞
享
四
年 

一
六
八

七
）
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

伊
達
を
し
給
ふ
と
も
、
女
道
の
ふ
う
と
は
大
に
か
は
る
べ
し
。
其
品
は
い

ひ
も
つ
く
さ
れ
ず
。
心
を
つ
け
て
考
給
ふ
べ
し
。
い
ふ
に
お
よ
ば
ず
、
色

道
は
、
い
づ
れ
に
て
も
香き
や

車
風ふ

流
を
も
つ
て
の
交
ま
じ
わ
り

也
）
（（
（

。

　　

こ
こ
で
は
、
男
色
と
女
色
は
大
い
に
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
色
の
道

は
風
流
を
も
と
に
し
た
交
わ
り
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
男
色
者
の
た
し
な
み

を
教
示
し
た
内
容
で
あ
る
が
、
色
事
の
世
界
に
は
つ
ね
に
風
流
の
心
が
け
が
必

要
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

　

ま
た
同
時
代
の
浮
世
草
子
の
な
か
に
は
、
色
事
を
指
南
す
る
教
訓
事
項
と
し

て
「
風
流
」
の
概
念
を
も
ち
だ
す
記
述
が
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

『
好
色
袖
鑑
』（
天
和
二
年  

一
六
八
二
）
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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も
と
他
人
な
れ
ど
も
、
き（

奇

縁

）

え
ん
に
ひ
か
れ
て
夫
婦
と
な
る
。
さ
れ
ば
、
一

生
そ
ひ
は
つ
る
も
の
な
る
を
。
う
ま
れ
つ
き
は
さ
ら
な
り
。
先
其
こ
ゝ
ろ

ざ
ま
の
よ
し
あ
し
を
も
し
ら
ず
し
て
。
た
ゞ
人
の
い
ひ
な
し
を
し
る
べ
と

な
し
。
又
は
、
こ
ゝ
ろ
ざ
ま
、
う（

氏

）ぢ
す（

素

性

）

じ
や
う
に
も
か
ま
は
ず
。
た
ゞ
金

銀
に
め
く
れ
て
、
え
ん
を
む
す
び
な
ど
し
。
か
た
わ
。
お
ひ
女
房
な
ど
も

ち
て
。
わ
き
よ
り
あ
ざ
け
り
。
わ
ら
ふ
を
も
。
か
へ
り
み
ぬ
た
ぐ
ひ
も
あ

り
。
さ
て
〳
〵
か
な
し
く
、
む
ら
さ
き
心
に
あ
ら
ず
や
。
男
女
の
み
ち
は
、

ひ
と
へ
に
風
流
を
も
と
ゝ
し
）
（（
（

。

　

こ
の
記
述
は
夫
婦
の
色
事
に
対
す
る
教
示
事
項
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
金
銀

に
ひ
か
れ
て
婚
姻
す
れ
ば
他
人
か
ら
笑
わ
れ
、
男
女
の
道
は
ひ
と
え
に
風
流
が

大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
風
流
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
行
為
を
示
す
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
男
女
の
色
道
に
は
「
風

流
」
の
意
識
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、『
人
倫
糸
屑
』（
貞
享

五
年  

一
六
八
八
）
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

世
上
に
淫
乱
は
多
く
し
て
、
色
好
は
す
く
な
し
。
わ
き
か
ら
興
が
さ
め
、

と
り
入
て
み
る
程
い
や
に
む
つ
と
す
る
女
な
ど
を
。
吾あ
が

仏
と
思
ひ
、
一
生

そ
ひ
は
つ
る
た
ぐ
ひ
は
、
更
に
色
の
諸
分
は
空や

人ぼ

介
。
是
人
情
を
備そ
な
へ。

風

流
と
い
ふ
わ
か
ち
に
い
た
ら
ぬ
処
也
）
（（
（

。

　

世
の
中
に
は
色
事
に
お
ぼ
れ
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
け
れ
ど
も
、
人
情
を
備

え
、
風
流
の
境
地
に
至
る
色
好
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ

で
も
「
風
流
」
の
具
体
的
な
行
為
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
色
道
に

は
「
風
流
」
の
境
地
に
至
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
江
戸
時

代
の
好
色
本
の
記
述
か
ら
、
当
時
の
人
び
と
が
「
風
流
」
と
「
好
色
」
を
つ
な

ぐ
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
浮
世
草
子
の
な
か
に
は
「
風
流
」
を
題
名
に
冠
し
た
好
色
本
も
数
多

く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
風
流
好
色
十
二
段
』（
元
禄
十
五
年  

一
七
〇
二
）、

『
風
流
日
本
荘
子
』（
元
禄
十
五
年  

一
七
〇
二
）、『
風
流
曲
三
味
線
』（
宝
永
三
年

一
七
〇
六
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
江
戸
前
期
の
時
代
に
は
「
風

流
」
の
言
葉
が
「
好
色
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
こ
の
言
葉
が
し
だ
い
に
時
代

の
流
行
語
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
好
色
本
が
ひ
ろ
く
世
に
行
き
わ
た
る
元
禄
期
前
後
（
十

七
世
紀
後
半
）
の
時
代
か
ら
世
俗
に
お
い
て
好
色
的
な
も
の
を
「
風
流
」
と
し

て
捉
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
）
（（
（

。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
浮
世
草
子
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
か
ら
盛
ん
に
摺

ら
れ
始
め
た
浮
世
絵
春
画
も
、
こ
う
し
た
世
相
の
文
化
傾
向
に
充
分
に
呼
応
し

た
に
ち
が
い
な
い
。
た
し
か
に
「
風
流
」
を
題
名
に
冠
し
た
浮
世
絵
春
画
も
数

多
く
見
ら
れ
、
江
戸
の
春
画
文
化
は
そ
の
始
ま
り
か
ら
す
で
に
「
風
流
」
と

「
好
色
」
を
つ
な
ぐ
意
識
の
う
え
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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風
流
を
描
い
た
春
画
と
は

　

と
こ
ろ
で
、
春
画
が
「
好
色
」
を
描
い
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
一
方
で
、
は
た
し
て
本
当
に
「
風
流
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
江
戸

時
代
の
春
画
の
タ
イ
ト
ル
に
注
目
し
た
い
。
江
戸
時
代
の
春
画
の
な
か
で
最
初

に
「
風
流
」
を
題
名
に
冠
し
た
も
の
は
、
菱
川
師
宣
に
よ
る
『
風
流
絶
暢
図
』

（
天
和
期  

一
六
八
一　

八
四
）
で
あ
る
。
こ
の
春
画
は
、
中
国
の
明
清
期
（
十
六

世
紀
半
ば　

十
七
世
紀
半
ば
）
の
杭
州
で
出
版
さ
れ
た
中
国
春
画
『
風
流
絶
暢

図
』
を
、
菱
川
師
宣
が
原
題
名
の
ま
ま
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
挿
絵
は

師
宣
風
の
筆
致
で
あ
る
も
の
の
、
絵
の
構
図
や
内
容
は
明
板
原
本
と
ほ
ぼ
同
一

で
あ
り
、
画
図
上
部
に
詩
文
と
そ
の
日
本
語
訳
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
日
本
版
『
風
流
絶
暢
図
』
は
、
明
代
後
期
の
中
国
春
画
を
日
本
語
に
翻
訳

す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
日
本
で
同
書
の
版
木
を
つ
く
る
た
め
に
摺
ら
れ
た
と

い
え
よ
う
。

　

な
お
、
明
代
後
期
の
中
国
で
は
、
好
色
を
テ
ー
マ
に
し
た
絵
画
が
数
多
く
描

か
れ
、
好
色
秘
画
が
大
陸
の
文
人
の
あ
い
だ
で
た
い
へ
ん
に
流
行
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
中
国
版
原
本
『
風
流
絶
暢
図
』
の
序
文
と
各
詩
文
に
明
代
後
期
の

文
人
の
雅
号
が
多
数
署
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
）
（（
（

。
ち
な
み
に
、
明

代
後
期
の
大
陸
に
お
い
て
「
風
流
」
と
は
色
道
観
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
期

に
可
憐
に
し
て
華
や
か
な
中
国
春
画
が
数
多
く
描
か
れ
た
の
も
、
同
地
の
文
人

墨
客
が
好
色
世
界
に
憧
憬
を
抱
く
「
風
流
」
思
想
の
流
行
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
中
国
大
陸
で
の
春
画
の
盛
行
に
と
も
な
い
、
同
時
代
の
日
本
の
文

人
や
絵
師
が
大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
好
色
秘
画
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
）
（（
（

。
菱
川
師
宣
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、

日
本
版
『
風
流
絶
暢
図
』
に
は
、
中
国
版
原
本
か
ら
直
接
引
用
し
た
と
思
わ
れ

る
序
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
題
名
に
「
風
流
」
の
言
葉
を
用
い
た
理
由

が
記
さ
れ
て
い
る
。

其
名
曰
風
流
絶
暢
付
之
美
剞

中
秋
始
落
成
苦
心
煩
思
殆
非
一
日
也
）
（（
（

（
其
の
名
曰
く
風
流
絶
暢
と
は
之
に
付
き
、

中
を
美
し
く
剞
む
、
秋
始
ま
り

落
成
し
、
苦
心
を
煩
わ
し
く
思
え
ば
殆
ど
一
日
非
ず
也
）

　

こ
こ
か
ら
、「
風
流
絶
暢
図
」
の
タ
イ
ト
ル
が
、
風
流
が
尽
き
な
い
の
は
閨

中
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
れ
を
美
し
く
版
木
に
刻
む
と
い
う
意
味
で
付
け
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
後
半
部
か
ら
、
秋
が
始
ま
る
頃
に
こ
の
本
が
で

き
あ
が
り
、
長
い
苦
心
か
ら
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
と
、
風
流
文
人
ら
し
い
憂

い
の
感
情
が
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
題
名
の
「
風
流
」
と
は
あ
き
ら

か
に
閨
中
の
秘
事
を
示
し
て
お
り
、「
風
流
」
と
い
う
言
葉
が
「
好
色
」
と
同

義
語
で
用
い
ら
れ
て
い
た
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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で
は
、
日
本
の
浮
世
絵
師
が
こ
う
し
た
大
陸
の
風
流
観
を
そ
の
ま
ま
受
け
入

れ
る
か
た
ち
で
春
画
を
描
い
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
証
が
必

要
で
あ
る
が
、
日
本
の
春
画
・
艶
本
に
も
「
風
流
」
の
言
葉
を
用
い
た
タ
イ
ト

ル
は
実
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
白
倉
敬
彦
氏
に
よ
る
『
絵
入
春
画
艶

本
目
録
』（
平
凡
社
）
を
参
考
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
風
流
」
の
言
葉
を
タ
イ

ト
ル
に
加
え
て
い
る
春
画
を
抽
出
し
て
み
た
。

　

作
品　

年
代　

絵
師
名　

版
元

『
風
流
絶
暢
図
』　

天
和
期
（
一
六
八
一　

八
四
）
頃　

菱
川
師
宣

『
風
流
連
三
味
線
』　

元
禄
十
七
年
（
一
七
〇
四
）
画
師
未
詳

『
風
流
足
分
舟
』
（
改
題
本
）
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
頃　

西
川
祐
信　

菊

屋
七
郎
兵
衛
板

『
風
流
御
長
枕
』　

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
西
川
祐
信

『
風
流
三
幅
対
』　

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
西
川
祐
信

『
風
流
色
図
法
師
』　

正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
頃　

西
川
祐
信　

八
文
字
屋

『
風
流
妹
背
川
』
（
改
題
本
）
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
西
川
祐
信　

八
文
字

屋
八
左
ヱ
門
板

『
風
流
色
八
景
』　

正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
西
川
祐
信　

菱
屋
治
兵
衛
板

『
風
流
み
づ
遊
』
（
改
題
本
）
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
頃　

西
川
祐
信

『
風
流
�
園
桜
』　

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
頃　

川
枝
豊
信

『
風
流
色
蓍
』　

享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
西
川
祐
信　

谷
村
清
兵
衛
板

『
風
流
玉
の
盃
』　

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
北
尾
雪
坑
斎
（
辰
宣
）
画
か

『
風
流
姫
か
ゞ
み
』　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）（
西
川
祐
信
風
）

『
風
流
三
代
枕
』　

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
菊
川
秀
信

『
風
流
座
敷
八
景
』　

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
頃　

鈴
木
春
信

『
風
流
艶
色
真
似
ゑ
も
ん
』　

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
鈴
木
春
信　

西
村
永

寿
堂
板

『
風
流
江
戸
八
景
』　

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
頃　

鈴
木
春
信

『
風
流
色
長
者
』　

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
頃　

西
川
祐
尹

『
風
流
十
二
季
の
栄
花
』　

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
相
生
守
十
二
支
』　

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
頃　

礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
十
二
季
笑
』　

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
頃　

礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
男
女
相
生
吉
凶
図
』　

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
色
算
法
』　

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
頃　

礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
江
戸
十
二
景
』　

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
頃　

礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
四
季
の
友
』　

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
頃　

北
尾
政
演

『
風
流
道
具
八
景
』　

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
礒
田
湖
龍
斎

『
洛
東
風
流
姿
競
』　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
頃　

有
楽
斎
長
秀

『
風
流
前
句
合
』　

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
溪
斎
英
泉
画
か

『
風
流
東
飛
那
か
た
』　

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
頃　

画
師
未
詳

『
風
流
色
季
寄
』　

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
歌
川
芳
信
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春画と衣装

　

こ
の
表
か
ら
、「
風
流
」
と
い
う
言
葉
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
春
画
の
題
名

に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
明
和
・
安
永
期
（
十
八
世
紀
後

半
）
に
入
る
と
、「
風
流
」
を
用
い
た
春
画
の
タ
イ
ト
ル
が
目
立
つ
よ
う
に
な

り
、
文
化
・
文
政
期
（
十
九
世
紀
前
半
）
を
過
ぎ
る
と
、
そ
う
し
た
タ
イ
ト
ル

の
春
画
は
減
少
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
春
画
の
タ
イ
ト
ル

に
「
風
流
」
を
用
い
た
絵
師
に
は
偏
り
が
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
西
川
祐
信
、

鈴
木
春
信
、
礒
田
湖
龍
斎
な
ど
が
「
風
流
」
の
言
葉
を
好
ん
で
使
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
先
に
浮
世
草
子
の
好
色
本
に
「
風
流
」
の
題
名
が
数
多
く
見
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
江
戸
時
代
の
春
画
の
題
名
も
、
浮
世
草
子
の
盛
行
期
と

同
じ
時
期
か
、
あ
る
い
は
若
干
遅
れ
る
か
た
ち
で
、「
風
流
」
の
題
名
が
数
多

く
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
実
際
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
師
は
「
風
流
」
を
意
識
し
て
春
画
を

描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
意
識
が
最
も
明
確
に

記
さ
れ
て
い
る
序
文
を
中
心
に
検
証
し
て
み
た
い
。

　

江
戸
時
代
の
春
画
に
は
、
と
く
に
序
文
や
跋
文
に
「
風
流
」
の
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
初
期
の
浮
世
絵
春
画
か
ら
そ
の
言
葉
を
数
多
く
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
菱
川
師
宣
の
春
画
『
今
様
枕
屛
風
』（
貞
享
二

年

一
六
八
五
）
の
序
文
（
上
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

今
様
枕
ひ
や
う
ぶ　

上

萬
の
遊
ひ
の
な
か
に
色
を
好
む
人
こ
そ
男
女
の
興
あ
ら
ん
た
め
な
り
、
女

に
ほ
ひ
な
く
お
も
は
せ
て
我
も
慰
ん
事
、
徳
に
背
せ
り
、
む
つ
ま
し
く
思

ふ
女
を
あ
ひ
す
る
は
徳
に
か
な
へ
り
抔
と
い
ひ
て
、
み
た
り
に
興
交
す
る

時
は
美
悪
の
女
、
娶
姑
の
た
け
き
争
ひ
ふ
か
し
、
是
を
あ
つ
か
ふ
寺
の
兒

童
、
顯
舞
の
野
老
の
情
を
も
捨
ず
、
又
は
初
心
の
救
ふ
た
よ
り
に
も
な
ら

ん
か
し
と
遊
興
の
気
形
を
風
流
に
畫
し
て
、
其
道
の
た
よ
り
に
も
な
ら
ん

か
し
と
い
ふ
て
序
ス
と
云
々

　

注
目
す
べ
き
は
こ
の
序
文
の
後
半
部
分
で
あ
る
。「
遊
興
の
気
形
を
風
流
に

畫
し
て
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
こ
の
春
画
は
色
事
の
か
た
ち
を
「
風
流
」
と
し

て
描
き
、
色
道
の
指
南
書
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ほ
か
に
も
、
菱
川
師
宣
の
春
画
『
花
の
さ
か
づ
き
』（
貞
享
四
年

一
六
八

七
）
の
跋
文
に
は
、「
右
此
枕
絵
者
菱
川
師
宣
と
い
ひ
し
畫
工
数
巻
書
し
な
か

に
も
珍
敷
風
流
を
ゑ
り
出
し
て
二
冊
に
な
し
令
板
行
者
也
」
と
記
さ
れ
て
お
り
）
（（
（

、

あ
る
い
は
菱
川
師
宣
の
春
画
『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）

の
跋
文
に
は
、「
其
風
流
な
る
事
を
し
ら
ず
、
是
を
あ
ら
た
め
ず
ん
ば
あ
る
べ

か
ら
ず
と
筆
曲
を
つ
く
し
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
菱
川

師
宣
の
春
画
が
色
事
の
「
風
流
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

師
宣
以
後
に
も
、
い
く
つ
か
の
序
文
か
ら
春
画
を
描
く
際
の
絵
師
の
「
風

流
」
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
北
尾
重
政
は
春
画

『
艶
本
色
見
種
』（
安
永
六
年

一
七
七
七
）
の
序
文
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。
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序
色
見
へ
て
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
の
中
の
人
の
こ
ゝ
ろ
の
花は
な

に
な
り
行
、
は
つ

春は
る

の
わ
ら
ふ
を
た
ね
は
何な
に

某が
し

が
工た
く
みな
る
筆
に
書
な
し
、
お
と
こ
女
の
さ
ま

〳
〵
な
る
姿
す
が
た

容か
た
ちを
そ
の
ま
ゝ
に
、
む
か
し
男お
と
この
風
流
に
も
似
る
と
書か
き

あ
ら

は
し
て
、
お
さ
な
き
人
の
わ
ら
ひ
の
た
ね
に
も
と
な
し
、
色い
ろ

見み

草く
さ

と
な
つ

け
初は
つ

春は
る

の
ゑ
ほ
う
み
や
げ
と
は
な
し
ぬ

　

こ
こ
に
は
、
男
女
の
色
事
の
様
々
な
姿
を
そ
の
ま
ま
に
、
む
か
し
男
の
「
風

流
」
に
似
せ
て
描
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
風
流
」
と
は
ど
の
よ

う
な
情
景
で
あ
る
の
か
、
文
面
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
北
尾
重
政
が
こ
の

春
画
を
描
く
と
き
に
「
風
流
」
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
有
名

絵
師
が
性
愛
を
風
流
と
し
て
描
く
意
図
か
ら
、
当
世
は
や
り
の
「
好
色
」
を

「
風
流
」
と
し
て
捉
え
る
世
俗
意
識
ま
で
も
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
林
美
一
の
『
江
戸
枕
絵
師
集
成

勝
川
春
章
』
に
よ
れ
ば
、
勝

川
春
章
の
春
画
『
會
本
何
賦
枕
』（
天
明
三
年

一
七
八
三
）
の
序
文
に
は
、
春

画
そ
の
も
の
が
「
風
流
」
の
文
物
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

　
　
　

會ゑ

本ほ
ん

何か

賦ぶ

枕ま
く
ら

　

序

賦ふ
す

は
臥ふ
す

の
和
訓
に
通
ひ
、
臥ふ
し

所ど

に
賦く
ば

る
ま
く
ら
畫ゑ

の
風
流
、
少き
む

娘す
め

の
木
枕

よ
り
、
つ
い
ち
よ
こ
〳
〵
の
肘ひ
ぢ

ま
く
ら
、
し
れ
た
ら
儘
の
草
ま
く
ら
、
互

に
高た
か

を
く
ゝ
り
枕
、
恋
し
い
時
の
文ふ
み

枕
、
つ
と
め
の
床
の
ぬ
り
枕
、
い
や

な
客
衆
の
長
枕
、
好す
い

た
客
に
は
短み
じ

夜か
よ

も
あ
か
ぬ
別わ
か
れの
か
こ
ま
く
ら
、
あ
る

ひ
は
傀お

じ

や

れ

儡
女
の
旅
ま
く
ら
、
夜つ

じ

き

み

渡
娘
な
ど
の
艸く
さ

ま
く
ら
、
趣
向
は
つ
き
ぬ

数か
ず

枕
の
中
に
、
新に
ゐ

の
一
字
は
賦ふ

し
も
の
ゝ
字
な
れ
ば
と
、
爰
に
も
ら
し
、

年ね
ん

々〳
〵

歳せ
い

々〳
〵

此
書ほ
ん

肆や

が
何か

賦ぶ

枕
と
題
す
る
こ
と
し
か
り
）
（（
（

　　

こ
の
序
文
は
勝
川
春
章
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
部
分
に
は
っ
き
り

と
「
寝
床
へ
配
る
枕
絵
（
春
画
）
の
風
流
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か

ら
、
春
画
自
体
が
す
で
に
風
流
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
春
画
」
と
「
風
流
」
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
の
春
画
に
お
い
て
は
、
師
宣
、
重
政
、

春
章
の
序
文
が
記
す
よ
う
に
、「
好
色
な
る
も
の
」
と
「
風
流
な
る
も
の
」
を

重
ね
見
る
意
向
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
も
う
一
歩
進
め
て

考
え
れ
ば
、
そ
の
性
愛
表
現
の
背
後
に
は
、
色
道
を
絵
画
や
文
学
の
俎
上
へ
意

欲
的
に
引
き
上
げ
る
文
人
趣
味
の
風
流
観
が
横
た
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　

た
だ
こ
う
し
た
感
覚
は
、
江
戸
や
上
方
の
都
市
社
会
な
か
で
書
物
を
通
じ
て

中
国
の
色
道
文
化
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
醸
成
さ
れ
つ
つ
も
、
大
陸
的
な
閉
じ

た
好
色
世
界
の
範
疇
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
春
画
は
、

「
風
流
」
と
い
え
ど
も
、
そ
の
内
側
に
破
顔
一
笑
の
表
現
を
含
み
、
あ
る
い
は

庶
民
生
活
の
幅
広
い
開
け
た
実
態
を
含
み
、
大
陸
の
好
色
文
化
と
は
異
な
る
独

自
の
性
愛
世
界
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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江
戸
時
代
の
絵
師
た
ち
と
風
流

　

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
風
流
」
の
言
葉
は
春
画
や
浮
世
草
子
の

な
か
だ
け
に
見
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
言
葉
は
、
浮
世
絵
師
た
ち
が
活

躍
し
た
時
代
に
は
す
で
に
庶
民
の
誰
も
が
知
っ
て
い
た
用
語
で
あ
り
、
春
画
以

外
に
も
絵
本
類
、
俳
諧
集
、
狂
言
本
な
ど
に
多
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の

言
葉
は
「
好
色
」
の
み
な
ら
ず
、「
み
や
び
」「
か
ざ
り
」「
わ
び
」「
さ
び
」
な

ど
、
ひ
じ
ょ
う
に
広
い
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
浮
世
絵
師
た
ち
は
そ

の
時
代
の
も
っ
と
も
新
鮮
な
話
題
や
風
俗
を
描
く
こ
と
を
旨
と
し
て
い
た
た
め

に
、
つ
ね
に
市
井
に
流
行
る
言
葉
や
文
物
を
い
ち
早
く
捉
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
英
一
蝶
が
「
四
季
絵
辞
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

近
頃
、
越
前
の
産
岩
佐
何
某
と
な
む
い
ふ
者
、
歌
舞
、
白
拍
子
の
時
勢
粧

を
お
の
づ
か
ら
う
つ
し
得
て
、
世
人
う
き
世
又
兵
衛
と
あ
だ
名
す
、
久
し

く
世
に
翫
ぶ
に
、
亦
房
州
の
菱
川
師
宣
と
云
者
、
江
府
に
出
て
梓
に
お
こ

し
、
こ
ぞ
つ
て
風
流
の
目
を
喜
ば
し
む
、
此
道
、
予
が
学
ぶ
所
に
あ
ら
ず

と
い
へ
ど
も
、
若
か
り
し
時
、
あ
だ
し
あ
だ
波
の
よ
る
べ
に
ま
よ
ひ
、
時

雨
朝
帰
り
の
ま
ば
ゆ
き
を
い
と
は
ざ
る
頃
ほ
ひ
、
岩
佐
、
菱
川
が
上
に

た
ゝ
ん
事
を
お
も
ひ
つ
　ゝ

よ
し
な
）
（（
（

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
菱
川
師
宣
は
江
戸
に
お
い
て
浮
世
版
画
を
描
く
こ
と
で
人

び
と
の
「
風
流
」
の
目
を
喜
ば
し
た
と
い
う
。
し
か
も
、
こ
こ
で
の
「
風
流
」

と
は
好
色
な
淫
風
が
漂
う
遊
里
や
芝
居
小
屋
の
悪
所
の
こ
と
で
あ
る
。
一
蝶
自

身
、
若
か
り
し
頃
、
そ
の
よ
う
な
世
俗
風
俗
の
賑
や
か
な
世
界
を
描
く
道
に
惹

か
れ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
当
時
こ
う
し
た
場
所
は
、
新
た
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

や
享
楽
的
な
娯
楽
を
生
み
出
す
流
行
の
発
信
地
で
あ
っ
た
。
岩
佐
又
兵
衛
や
菱

川
師
宣
な
ど
の
浮
世
絵
師
が
描
い
た
の
は
、
ま
さ
に
悪
所
の
風
俗
で
あ
り
、
彼

ら
は
色
事
と
虚
飾
に
満
ち
た
遊
興
の
世
界
を
「
風
流
」
と
し
て
描
い
た
の
で
あ

る
）
（（
（

。

　

な
お
も
う
一
点
、
江
戸
時
代
の
「
風
流
」
に
つ
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
お
か
し
み
」
も
ま
た
「
風
流
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

江
戸
の
浮
世
絵
師
が
俳
諧
や
狂
歌
を
た
し
な
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
滑
�
遊
戯
の
な
か
に
「
風
流
」
の
意
識
が
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
郡
司
正
勝
が
「
風
流
と
や
つ
し
」

の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。
た
と
え
ば
『
俳
諧
増
補
提
要
録
』（
安
永
二
年

一

七
七
三
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

俳は
い

諧か
い

は
を
か
し
き
を
風ふ
う

流り
う

と
せ
り
、
寂さ
び

し
み
の
実じ
つ

を
旨
と
す
。
歌か

舞ぶ

伎き

狂き
や
う

言げ
ん

の
大お
ほ
ざ

晒ら
ひ

と
、
能
狂
言
の
を
か
し
み
を
味
ふ
べ
し
、
乞
食
袋
、
夜
の

柱
、
何
く
れ
と
な
く
意こ
ゝ
みを
附つ

け
ざ
れ
ば
得
が
た
き
道
ぞ
か
し
、
思
ふ
べ
し



146

慎
む
べ
し
）
（（
（

　

こ
の
記
述
か
ら
俳
諧
で
は
「
お
か
し
さ
」
を
風
流
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
）
（（
（

。

　

ま
た
、「
お
か
し
な
も
の
」
と
「
風
流
な
る
も
の
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
見
方

は
書
画
の
ジ
ャ
ン
ル
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
大
岡
春
朴
『
画
本
手
鑑
』（
享

保
五
年
一
七
二
〇
）
の
「
鳥
羽
絵
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ

る
。

　

　
　

鳥
羽
絵

　

近
頃
よ
り
鳥
羽
絵
と
名
付
け
狂
画
を
専
ら
に
す
る
あ
り

古
へ
の
僧
正

に
よ
る
も
の
か

畜
獣
禽
鳥
は
風
流
な
ら
ず

た
だ
人
物
の
み
異
形
な
り

手
足
の
短
長

小
眼
大
口

人
躰
を
の
ぞ
き
風
流
を
こ
と
と
す

誠
に
五
月

雨
の
つ
れ
づ
れ

秋
の
夜
の
と
も
と
成
べ
き
物
は
是
な
ん
ま
さ
る
と
覚
ゆ

　

こ
こ
で
は
、
鳥
羽
絵
に
描
か
れ
た
動
物
描
写
が
「
風
流
」
な
の
で
は
な
く
、

滑
�
な
人
物
表
現
が
醸
し
出
す
「
お
か
し
さ
」
を
「
風
流
」
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
浮
世
絵
師
た
ち
が
こ
の
感
覚
を
意
識
し
な
い
わ
け

が
な
い
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
気
の
利
い
た
「
見
立
て
」
や
機
知
に
富
ん

だ
「
洒
落
」
も
ま
た
「
風
流
」
で
あ
り
、
彼
ら
が
俳
諧
に
お
い
て
へ
た
な
洒
落

を
詠
め
ば
風
流
が
な
い
と
罵
ら
れ
、
浮
世
絵
に
お
い
て
上
手
な
見
立
て
を
描
け

ば
風
流
と
し
て
褒
め
称
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
お
か
し
み
」
の
表

現
が
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
、
そ
こ
に
江
戸
人
な
り
の
美
学
が
あ
り
、「
風

流
」
と
は
、
機
知
に
富
ん
だ
「
お
か
し
み
」
を
「
歌
」
や
「
絵
」
で
表
現
す
る

行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

な
ら
ば
、
色
事
の
「
お
か
し
み
」
を
描
く
春
画
は
、
浮
世
絵
師
た
ち
に
と
っ

て
ま
さ
に
「
風
流
」
を
表
現
す
る
現
場
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

二　

春
画
の
衣
装
と
「
雛
形
本
」

　

風
流
と
し
て
の
衣
装

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
の
問
題
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　

さ
き
ほ
ど
明
代
後
期
の
中
国
春
画
と
江
戸
時
代
の
春
画
の
関
係
に
つ
い
て
触

れ
た
が
、
長
年
に
わ
た
り
日
本
の
春
画
を
研
究
し
て
き
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ

ン
は
、
双
方
の
特
徴
を
比
較
し
て
「
日
本
の
絵
師
は
、
人
物
と
性
器
の
描
写
に

加
え
て
、
着
物
な
ど
の
装
飾
的
な
も
の
に
力
を
い
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
）
（（
（

。
こ
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
な
視
座
を
含
ん
で
お
り
、
両
文
化
の
性
愛
表
現

が
同
じ
「
風
流
」
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
表
現
に
違
い
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
差
異
に
こ
そ
、
そ
の
文
化
独
自
の
傾
向
が
表
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
中
国
春
画
に
は
あ
ま
り
描
か
れ
ず
、
日
本
の
春
画

に
数
多
く
描
か
れ
て
き
た
衣
装
の
表
現
が
、
日
本
の
春
画
文
化
を
特
徴
づ
け
る

重
要
な
要
素
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
同
じ
「
風
流
」
と
い
う
観
点
に
立

ち
つ
つ
も
、
双
方
の
表
現
を
分
か
つ
分
岐
点
と
は
何
か
。
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る

の
は
、
日
本
の
「
風
流
」
に
は
「
好
色
」
の
ほ
か
に
「
か
ざ
り
」
の
意
識
を
含
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ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
春
画
に
は
衣
装
表
現
を
通

じ
て
「
か
ざ
り
」
の
精
神
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

日
本
文
化
に
お
け
る
「
風
流
」
と
「
か
ざ
り
」
の
歴
史
は
、
じ
つ
に
古
い
。

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
公
家
の
日
記
類
（『
中
右
記
』『
明
月
記
』）
に
は
、

「
風
流
」
の
言
葉
が
衣
装
の
装
飾
や
御
車
の
虚
飾
を
示
す
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
）
（（
（

。
と
く
に
こ
う
し
た
風
流
観
は
祭
礼
や
法
会
の
場
で
用
い
ら
れ
、
非
日
常

的
な
祠
祭
空
間
を
豪
華
な
山
鉾
や
華
美
な
花
笠
で
飾
り
、
人
び
と
の
目
を
楽
し

ま
せ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
場
で
は
、
人
び
と
が
鬼
や
猩
々
の
異
装
で
着
飾
っ

た
仮
装
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
名
所
の
景
観
を
飾
っ
た
風
流
傘
が
舞

い
、
豪
華
な
小
袖
の
布
模
様
で
彩
ら
れ
た
山
車
が
町
中
を
練
り
歩
い
た
。
こ
の

風
流
祭
祀
の
伝
統
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
な
お
続
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

京
都
の
�
園
祭
や
地
方
の
民
俗
祭
祀
で
は
）
（（
（

、
祭
り
と
い
う
ハ
レ
の
空
間
を
非
日

常
へ
と
変
貌
さ
せ
る
演
出
と
し
て
、
能
狂
言
の
造
り
物
や
豪
華
絢
爛
な
織
物
の

「
か
ざ
り
」
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
ま
た
辻
惟
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た

日
本
の
「
か
ざ
り
文
化
」
の
母
体
に
は
つ
ね
に
「
風
流
」
の
意
識
が
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
意
識
は
、
日
本
の
文
化
史
の
う
え
で
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
江
戸
時
代
は
、
衣
装
を
着
飾
る
こ
と
が
「
風
流
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、『
男
色
十
寸
鏡
』（
貞
享
四
年

一
六
八
七
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　

　

伊
達
風ふ
　
り
う流

心
得
の
事

伊
達
風
俗
。
第
一
、
衣
装
の
模
様
ち
ら
し
が
た
な
ど
に
、
分わ
き

て
意こ
ゝ

得ろ
ゑ

有
べ

し
。
女
め
き
た
る
は
悪
し
、
ち
ら
し
つ
け
て
。
お
ほ
か
た
に
似
合
た
る
よ

り
も
。
く
す
ん
で
、
は
づ
れ
に
伊
達
を
し
た
る
は
、
見
る
に
あ
ら
ず
し
て

奥
深
し
）
（（
（

。

　

　

こ
こ
で
は
、「
風
流
」
の
心
得
と
し
て
、
衣
装
模
様
に
し
っ
か
り
と
気
配
り

し
、
地
味
だ
け
れ
ど
も
所
々
に
着
飾
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
記
述
は
、
男
性
の
着
衣
に
関
す
る
心
得
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
同
じ
こ
と
が

女
性
の
着
衣
に
も
い
え
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
、
衣
装
を
上
手
に
着
こ
な
す
こ

と
が
「
風
流
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
話
を
春
画
に
戻
し
た
い
。
前
章
に
て
江
戸
時
代
の
春
画
が
「
風

流
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
こ
と
を
検
証
し
た
が
、
な
ら
ば
当
然
、
そ
の
表
現

の
な
か
に
日
本
的
な
「
か
ざ
り
文
化
」
が
息
づ
い
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

さ
き
ほ
ど
、
日
本
の
春
画
の
特
徴
と
し
て
衣
装
表
現
の
多
様
さ
を
指
摘
し
た
が
、

ま
さ
に
こ
の
点
に
風
流
を
母
体
と
し
た
「
か
ざ
り
」
の
演
出
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

ま
た
じ
っ
さ
い
に
何
人
か
の
浮
世
絵
師
が
、
春
画
の
序
文
で
衣
装
模
様
や
家

具
装
飾
を
意
識
し
て
描
い
た
こ
と
を
打
ち
明
か
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
菱
川

師
宣
の
春
画
『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）
の
序
文
で
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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陰い
ん

陽や
う

和わ
が

合う

の
道
は
二ふ
た

神ば
し
らの
ま
く
ば
い
し
給
ひ
し
よ
り
、
此こ
の

来か
た

風ふ
う

土ど

に
生
□

も
の
此
み
ち
を
恋
な
ず
ま
ぬ
は
な
し
、
人
と
し
て
な
さ
け
に
頼た
よ

り
て
色
好

ま
ざ
□
□
し
、
見
よ
〳
〵
春
の
花
も
み
ち
の
秋
の
色
有
に
能
心
ま
よ
へ
り
、

人
間
の
露ろ

命め
い

北ほ
く

州し
う

に
千
年
も
み
な
こ
れ
か
り
の
た
の
し
み
と
た
わ
む
れ
遊あ
そ

ふ
、
糸い
と

竹た
け

の
其
品
を
う
た
ひ
ぐ
は
ん
八
六
五
□
□
ま
音を
と

を
高た
か

師し

の
濱は
ま

の
あ

た
な
身
に
そ
へ
引
な
ら
す
三さ

味み

線せ
ん

の
い
と
お
も
し
ろ
き
し
ら
べ
に
て
、
十

六
お
と
り
し
て
恋こ
ひ

慕し
と

ふ
と
も
多
は
色し
や

音う
を

糸ん
し

竹ち
く

の
道
よ
り
生
ず
、
こ
れ
□
よ

□
て
色し
き

紙し
ぎ

□や
う

に
其
品
々
と
を
絵
に
あ
ら
は
し
、
模も

様や
う

風ふ
う

流り
う

を
あ
ら
た
め
枕
ま
く
ら

絵ゑ

大だ
い

全ぜ
ん

と
題
し
て
、
い
く
世
の
慰
な
く
さ
みに

も
す
る
の
み

　

注
目
す
べ
き
は
こ
の
序
文
の
最
後
で
あ
る
。
こ
こ
で
師
宣
は
、
色
事
の
場
面

を
描
く
こ
と
で
世
相
の
「
模
様
風
流
を
あ
ら
た
め
」
と
高
々
と
宣
言
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
春
画
を
描
く
こ
と
で
世
の
中
に
新
た
な
衣
装
模
様
の
流
行
を
生

み
出
す
と
告
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
菱
川
師
宣
の
心
意
気
に
、
春
画
を
通
じ
て

流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
現
場
を
み
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
当
世
を
代
表
す
る
浮
世
絵
師
が
春
画
を
描
く
に
あ
た
っ
て
「
風
流
」
を
母

体
と
し
た
「
か
ざ
り
」
の
演
出
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
ほ
か
に
も
、
絵
師
が
春
画
を
描
く
に
際
に
衣
装
表
現
を
意
識
し
た
記
述

を
い
く
つ
か
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
菱
川
師
宣
が
活
躍
し
た
時
代
か
ら

か
な
り
下
る
が
、
た
と
え
ば
、
歌
川
国
貞
の
春
画
『
今
様
三
體
志
』（
文
政
十

二
年

一
八
二
九
）
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

今
様
の
三
體
志
は
、
画
工
の
妙
を
活は
た
らか
し
て
、
真
行
草
の
三
交
を
見
せ
た

り
。
真
は
真
実
真
の
手
の
真
に
あ
ら
ず
。
詰
と
き
ま
り
の
真
に
し
て
、
麻

上
下
・
打
掛
姿
の
表
向む
き

を
画
け
る
の
み
。
行
は
行ぎ
や

義う
ぎ

を
す
こ
し
崩
し
て
、

霰あ
ら
れ小
紋
の
羽
織
を
着
流
し
、
ど
う
ふ
か
す
れ
ば
気
の
行
く
事
も
、
あ
る
行
き
や
う

に
譬
へ
し
な
り
。

　

こ
の
序
文
は
猿
猴
坊
月
成
に
よ
る
が
、
こ
こ
か
ら
こ
の
春
画
が
麻
上
下
、
打

ち
掛
け
、
霰
小
紋
の
羽
織
な
ど
の
衣
装
表
現
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ほ
か
に
も
、
春
川
五
七
の
春
画
『
会
本
手
事
之
発
名
』（
文
化
初
期
）

の
序
文
に
は
、
江
戸
よ
り
も
上
方
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
推
奨
し
て
描
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　

予よ

が
此こ
の

會ゑ

本ほ
ん

を
も
の
し
て
直す
ぐ

よ
か
ら
ぬ
京き
や
う

女ぢ
よ

郎ら
う

を
寫う
つ

す
る
は
ひ
と
へ
に

今い
ま

め
か
し
た
る
江え

戸ど

繪ゑ
す

姿が
た

の
嫋た
を
や
かゝ

な
ら
で
悪あ
く

ら
し
き
を
は
ぶ
き
茲こ
ゝ

に
中な
か

頃ご
ろ

の
好よ

き
を
採
廼の

巳み 

さ
い
あ
れ
中な
か

〳
〵
に
目め

な
れ
ざ
れ
ば
流り
う

行か
う

に
お
く
れ

し
な
ど
い
ふ
べ
け
れ
ど 

京き
や

都う

の
女ぢ
よ

郎ら
う

の
良よ

き
模ふ

様り

を
識し

る
人ひ
と

は
し
る
な

る
べ
し

　　

こ
こ
で
序
文
の
作
者
は
、
こ
の
春
画
で
は
当
世
の
江
戸
で
流
行
っ
て
い
る
女
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性
の
姿
美
は
省
き
、
む
し
ろ
流
行
遅
れ
と
さ
れ
る
上
方
女
性
の
容
姿
を
紹
介
し

た
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
模
様
」
の
言
葉
に
「
ふ
り
」
と
い
う
読
み
仮
名
を

つ
け
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
言
葉
に
は
、
た
ん
な
る
上
方
女
性
の
気
品
や

仕
草
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
京
女
が
好
ん
だ
衣
装
模
様
と
い
う
意
味
も
含
ん
で

い
る
。
ま
た
こ
こ
か
ら
、
こ
の
時
代
か
ら
す
で
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
発
信
地
は

江
戸
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
一
方
、
上
方
の
衣
装
は
、
上
品
で
優
雅
で
は

あ
る
が
ど
こ
と
な
く
古
ぼ
け
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
も
う
一
点
、
春
画
そ
の
も
の
が
極
彩
色
に
飾
り
立
て
る
目
的
で
描
か
れ

た
こ
と
を
示
す
記
述
を
紹
介
し
た
い
。
溪
斎
英
泉
は
春
画
『
閨
中
紀
聞

枕
文

庫
』（
文
政
五
年　

天
保
三
年

一
八
二
二　

一
八
三
二
）
の
序
文
で
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　

　

世よ

に
行
お
こ
な
はる

ゝ
笑わ
ら

本い
ぼ
んハ

圖づ

工こ
う

が
筆ふ
で

の
は
た
ら
き
に
ま
か
せ
、
其そ
の

交ま
じ

合わ
り

の

状か
た
ち

新あ
た
らし

き
を
�え
ら
み、

丹た
ん

青せ
い

の
彩
い
ろ
ど
りを

美び

を
尽つ
く

し
、
閲
け
み
す
る
も
の

者

春い
ろ
け情

を
催
も
よ
ほ
すこ

と
を
宗

と
せ
り

　　

こ
の
英
泉
の
記
述
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
の
春
画
は
「
其そ
の

交ま
じ

合わ
り

の

状か
た
ち

新あ
た
らし

き
を
�え
ら
み」

す
な
わ
ち
色
事
の
新
し
い
方
法
を
紹
介
し
、「
丹た
ん

青せ
い

の
彩

い
ろ
ど
り 

を
美び

を
尽つ
く

し
」
て
美
し
く
飾
り
立
て
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
序
文
を
通
じ
て
、
浮
世
絵
師
た
ち
が
春
画
を
描
く
際
に
当
世
流
行

の
衣
装
模
様
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
色
事
の
描
出
に
お
い

て
も
、
性
愛
に
の
ぞ
む
主
人
公
た
ち
の
周
囲
を
か
ざ
る
衣
装
表
現
に
ま
で
気
配

り
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
春
画
表
現
の
デ
ィ
テ
ー
ル
の
深
さ
か
ら
、
江

戸
時
代
の
春
画
と
「
か
ざ
り
の
文
化
」
と
の
関
連
性
が
見
え
て
こ
よ
う
。

　　

春
画
と
雛
形
本

　

先
ほ
ど
、
菱
川
師
宣
の
春
画
『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』
の
序
文
を
通
じ
て
、
当

時
の
春
画
が
新
た
な
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
た
め
に
描
か
れ
た
こ
と

に
ふ
れ
た
。
と
は
い
え
、
江
戸
時
代
の
春
画
が
そ
の
役
割
を
全
面
的
に
担
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
庶
民
の
衣
生
活
の
先
導
役
を
担

っ
た
の
は
衣
装
模
様
の
図
案
を
描
い
た
「
雛
形
本
」
で
あ
る
。
と
く
に
こ
う
し

た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
情
報
誌
は
、
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
数
多
く
出
版
さ

れ
、
都
市
の
富
裕
町
人
を
中
心
に
彼
ら
の
服
飾
文
化
を
リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
）
（（
（

。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
「
雛
形
本
」
は
、
実
用
性
を
と
も
な
う
服
飾
デ
ザ
イ
ン
は

あ
ま
り
描
か
れ
ず
、
そ
の
多
く
は
実
際
に
衣
服
と
し
て
裁
縫
で
き
な
い
複
雑
な

模
様
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
雛
形
本
」
は
、
衣
装
模
様
を
通
じ
て
古

典
の
見
立
て
を
表
現
し
た
り
、
奇
抜
な
デ
ザ
イ
ン
で
洒
落
の
異
風
を
表
現
し
た

り
と
、
実
用
性
を
と
も
な
う
よ
り
も
、
見
た
目
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
優
先
す

る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
「
雛
形
本
」
は
、
江
戸
時
代
の
「
か
ざ
り

文
化
」
を
支
え
る
支
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
多
様
な
図
案
に
は
遊
び
心
を

ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
た
「
風
流
」
の
意
識
が
潜
ん
で
い
た
）
（（
（

。

　

そ
こ
で
、
江
戸
時
代
の
春
画
の
衣
装
表
現
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
ど
う
し
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て
も
避
け
ら
れ
な
い
の
が
、
同
時
代
に
描
か
れ
た
「
雛
形
本
」
と
の
関
連
性
で

あ
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
雛
形
本
の
模
様
図
案
と
春
画
の
衣
装
表
現

の
類
似
性
や
流
用
性
で
あ
り
、
春
画
の
衣
装
表
現
に
は
雛
形
本
の
デ
ザ
イ
ン
が

数
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
白
倉
敬
彦
氏

は
、
呉
服
屋
の
タ
イ
ア
ッ
プ
商
品
で
あ
っ
た
浮
世
絵
と
比
較
し
な
が
ら
春
画
に

も
同
じ
よ
う
な
機
能
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
当
世
流
行
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
と
の
結
び
つ
き
は
無
視
で
き
な
い
と
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
江
戸
時
代
の
庶
民
の
あ
い
だ
で
流
行
し
た

「
柳
と
鞠
」
の
模
様
を
例
に
挙
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
模
様
は
、
十
七
世

紀
後
半
の
雛
形
本
に
�
繁
に
描
か
れ
て
お
り
、
菱
川
師
宣
に
よ
る
雛
形
本
『
当

図２　川枝豊信『閨のくす玉』

図１　菱川師宣『当世早流雛形』

図３　宮川春水『百色初』

図４　西川祐信『情ひいな形』

（立命館大学アートリサーチセンター蔵）

世
早
流
雛
形
』（
天
和
四
年

一
六

八
四
）〔
図
１
〕
や
、
雛
形
本
『
友

禅
ひ
い
な
か
た
』（
貞
享
五
年

一

六
八
八
）
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
方
、
こ
の
「
柳
と
鞠
」

の
模
様
は
春
画
の
衣
装
表
現
に
も

�
繁
に
描
か
れ
て
お
り
、
た
と
え

ば
、
川
枝
豊
信
の
春
本
『
閨
の
く

す
玉
』（
享
保
十
二
年

一
七
二

七
）〔
図
２
〕
や
宮
川
春
水
の
春

本
『
百
色
初
』（
宝
暦
十
二
年

一
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七
六
二
）〔
図
３
〕
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
春

画
と
先
の
雛
形
本
の
刊
行
年
と
の
あ
い
だ
に
は
数
十
年
の

隔
た
り
が
あ
る
も
の
の
、
雛
形
本
で
紹
介
さ
れ
た
新
し
い

デ
ザ
イ
ン
が
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
市
井
へ
と
浸
透

し
、
そ
れ
を
春
画
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
同
じ
模
様
の
描
出
の
タ
イ
ム
ラ
グ
に
こ
そ
、

こ
の
模
様
が
世
俗
で
流
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
、
春
画
で
は
、
こ
の
模
様
が
色

事
を
連
想
さ
せ
る
記
号
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
西
川
祐

信
に
よ
る
春
本
『
情
ひ
い
な
形
』（
正
徳
二
年

一
七
一

二
）
の
冒
頭
に
は
、「
柳
と
鞠
」
の
小
袖
模
様
が
雛
形
本

の
型
式
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
た
か
た
ち
で
描
か
れ
て
い
る

が
〔
図
４
〕、
そ
の
模
様
に
狂
歌
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、

「
も模

様
や
う
は
思
は
く
に
ひ
つ
た
り
と

し
だ
り
柳や
な
ぎに

鞠ま
り

は

づ
み
の
よ
い
手
く
だ
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
、
柳

の
ま
わ
り
で
「
弾
む
鞠
」
を
色
事
の
場
面
に
見
立
て
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
雛
形
本
に
多
く
描
か
れ
た
「
柳
と
鞠
」

の
模
様
が
、
春
画
の
舞
台
で
は
男
女
の
交
わ
り
を
示
す
記

号
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
春
画
と
雛
形
本
を
つ
な
ぐ
衣
装
模
様
は
、
ほ

か
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
菱
川
師
宣
の

図７　西川祐信『和楽色納戸』 図５　菱川師宣『まくら絵大ぜん』

図６　『新板小袖御ひいなかた』図８　西川祐信『正徳雛形』
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『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』
の
な
か
に
、
六
月
土
用
干
し
の
最
中
に
、
そ
こ
の
女
房

が
昼
中
か
ら
裸
で
若
衆
と
む
つ
み
合
い
、
干
し
た
「
さ
く
ら
川
」
の
模
様
に
心

を
よ
せ
て
互
い
に
歌
を
詠
む
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
５
〕。
本
図
に
は
、

衣
桁
に
つ
る
し
下
げ
ら
れ
た
「
さ
く
ら
川
」
の
小
袖
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
模
様
が
雛
形
本
『
新
板
小
袖
御
ひ
い
な
か
た
』

〔
図
６
〕
に
描
か
れ
て
い
る
。
双
方
の
版
本
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
て
い

る
た
め
、
当
時
「
さ
く
ら
川
」
の
小
袖
模
様
が
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
西
川
祐
信
の
春
本
『
和
楽
色
納
戸
』（
享
保
二
年

一
七
一
七
）

〔
図
７
〕
で
は
、「
か
す
み
梅
」
の
小
袖
を
着
た
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
同

じ
衣
装
模
様
が
同
絵
師
に
よ
る
雛
形
本
『
正
徳
雛
形
』（
正
徳
三
年

一
七
一

三
）〔
図
８
〕
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
春
画
と
雛
形
本
の
類
似
性
は
意
外
と
多
く
存
在
し
、

双
方
の
刊
行
年
も
等
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
た
衣
装
デ
ザ
イ
ン
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
代
の
流
行
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
春
画
を
描
い
た
絵
師
の
な
か
で
、
同
時
に
雛
形
本
ま
で
描
い
て
い
る

絵
師
は
意
外
に
少
な
い
。
人
物
描
写
を
得
意
と
し
た
浮
世
絵
師
が
図
案
集
の
雛

形
本
に
筆
を
と
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
菱
川
師
宣
と
西
川

祐
信
が
春
画
と
雛
形
本
の
双
方
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
ふ
た
り

の
絵
師
に
絞
っ
て
、
春
画
と
雛
形
本
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
の
類
似
性
に
着
目

し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
菱
川
師
宣
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
絵
師
は
若
い
こ
ろ
縫
箔
師
と

し
て
江
戸
で
業
を
な
し
、
染
織
品
に
刺
繡
や
摺
箔
を
ほ
ど
こ
す
職
人
で
あ
っ
た
）
（（
（

。

そ
の
た
め
、
浮
世
絵
師
と
し
て
一
家
を
な
し
た
あ
と
も
、
浮
世
絵
の
衣
装
表
現

に
つ
い
て
は
と
く
に
気
を
つ
か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
師
宣
は

『
小
袖
の
姿
見
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）
と
『
当
世
早
流
雛
形
』（
天
和
四
年

一
六
八
四
）
の
二
つ
の
雛
形
本
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
絵
師
の
春
画
に

お
い
て
は
、
衣
桁
の
小
袖
模
様
や
掻
い
巻
き
の
柄
模
様
な
ど
、
人
物
の
衣
装
以

外
の
装
飾
描
写
も
多
種
多
様
で
あ
り
、
男
女
の
交
わ
り
を
彩
る
布
面
の
か
ざ
り

で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
は
ま
ず
は
、
師
宣
が
描
い
た
「
雲
形
に
丸
六
曜
」
の
模
様
に
着
目
し
、

春
画
と
雛
形
本
の
類
似
性
を
検
証
し
て
み
た
い
。
こ
の
模
様
は
、
雛
形
本
『
小

袖
の
姿
見
』
で
は
、
女
性
の
立
ち
姿
の
背
面
を
か
ざ
る
衣
装
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
〔
図
９
〕。
一
方
、
同
様
の
模
様
が
、
師
宣
の
春
画
『
好
色
花
の
盃
』（
貞

享
四
年

一
六
八
七
）
に
も
見
ら
れ
、
奥
座
敷
で
殿
方
が
腰
元
に
仕
掛
け
る
場
面

に
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
模
様
は
菱
川

師
宣
に
よ
る
絵
本
『
岩
木
絵
つ
く
し
』（
天
和
三
年

一
六
八
三
）
の
な
か
に
も

描
か
れ
て
お
り
〔
図
（（
〕、
同
じ
「
雲
形
に
丸
六
曜
」
の
模
様
が
、
同
時
代
の

雛
形
本
、
春
画
、
絵
本
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
ほ
か
に
も
い
く
つ

か
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
「
渦
」
の
模
様
は
、
菱
川
師
宣
の
雛
形
本
『
小
袖
の
姿

見
』〔
図
（（
〕、
春
画
『
好
色
花
の
盃
』〔
図
（（
〕、
絵
本
『
岩
木
絵
つ
く
し
』〔
図

（（
〕
に
描
か
れ
て
い
る
。
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図９　菱川師宣『小袖の姿見』

図12　菱川師宣『小袖の姿見』

図10　菱川師宣『好色花の盃』

図11　菱川師宣『岩木絵つくし』

図13　菱川師宣『好色花の盃』図14　菱川師宣『岩木絵つくし』
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な
お
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
菱
川
師
宣
の
二
つ
の
雛
形
本
『
小
袖
の
姿

見
』
と
『
当
世
早
流
雛
形
』
は
同
じ
版
元
　

形
屋
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
春
画
『
好
色
花
の
盃
』、
絵
本
『
岩
木
絵
つ
く
し
』
も
共
に
　

形
屋
か
ら

出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
じ
模
様
が
描
か
れ
た
雛
形
本
、
春
画
、

絵
本
が
す
べ
て
同
じ
版
元
か
ら
出
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
絵
を
す
べ
て
菱

川
師
宣
が
描
い
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、「
雪
輪
」
の
模
様
な
ど
に
も
同
じ
よ
う

な
例
が
み
ら
れ
る
。
同
一
の
模
様
が
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
っ
て
描
か
れ

る
の
は
偶
然
と
は
い
え
ず
、
そ
こ
に
は
有
名
絵
師
菱
川
師
宣
と
大
手
版
元
　

形

屋
三
左
衛
門
が
組
ん
で
新
た
な
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
広
報
的
意
図

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

　

ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
西
川
祐
信
に
も
い
え
る
。
こ
の
上
方
絵
師
は
、

『
正
徳
雛
形
』（
正
徳
三
年

一
七
一
三
）
と
『
西
川
ひ
な
形
』（
享
保
三
年

一
七

一
八
）
の
二
つ
の
雛
形
本
を
世
に
出
し
て
い
る
。
雛
形
本
は
江
戸
時
代
を
通
じ

て
お
も
に
上
方
で
出
版
さ
れ
、
こ
う
し
た
衣
装
の
デ
ザ
イ
ン
集
は
基
本
的
に
上

方
文
化
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
そ
こ
で
西
川
祐
信
も
、
同
じ
模
様
を
雛
形

本
、
春
画
、
絵
本
に
描
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
水
葵
」
の
模
様
に
注
目
す
る

な
ら
ば
、
ま
ず
雛
形
本
『
正
徳
雛
形
』
に
は
背
面
の
小
袖
図
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
〔
図
（（
〕。
一
方
、
祐
信
の
春
本
『
濡
姿
逢
初
川
』（
享
保
七
年

一
七
二

二
）
で
は
、
こ
の
模
様
の
衣
装
を
着
た
女
性
が
踊
り
場
で
若
い
男
に
仕
掛
け
ら

れ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
さ
ら
に
、
祐
信
の
絵
本
『
百
人

女
郎
品
定
』（
享
保
八
年

一
七
二
三
）
で
は
、
豆
腐
茶
屋
の
店
先
で
「
水
葵
」

図16　西川祐信『濡姿逢初川』

図15　西川祐信『正徳雛形』

図17　西川祐信『百人女郎品定』
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の
衣
装
を
着
た
使
役
娘
が
描
か
れ
て
い
る
）
（（
（

〔
図
（（
〕。
こ
う
し
た
例
は
ほ
か
に

も
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
「
梅
と
石
懸
け
」
の
模
様
は
、
雛
形
本
『
正

徳
雛
形
』〔
図
（（
〕、
春
本
『
風
流
色
図
法
師
』（
正
徳
四
年

一
七
一
四
）〔
図
（（
〕、

絵
本
『
百
人
女
郎
品
定
』〔
図
（（
〕
に
描
か
れ
て
い
る
）
（（
（

。
ま
た
興
味
深
い
こ
と

に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
版
本
が
「
八
文
字
屋
」
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
上
方
に
お
い
て
も
、
有
名
絵
師
西
川
祐
信
と
大
手
版
元
八
文
字
屋

八
左
衛
門
が
組
み
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
か
ら
市
井
の
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
リ
ー

ド
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
春
画
に
衣
装
が
描
か
れ
た
理
由

を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
は
「
雛
形
本
」
や
「
絵

本
」
と
の
類
似
性
か
ら
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
メ
デ
ィ
ア
書
誌
と
同
じ
文
脈
で
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
春
画
に
お
い
て
も
、
当
世
は
や
り
の
小
袖

模
様
を
先
取
り
し
て
描
く
こ
と
で
、
時
代
の
流
行
を
つ
く
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌

と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
で
な
け
れ
ば
、
雛
形
本
や
絵

本
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
が
、
あ
く
ま
で
も
裸
体
を
基
本
と
す
る
性
交
図
に
描

き
加
え
ら
れ
る
理
由
が
見
つ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
当
時
の
春
画
の
読
み
手
は
、

男
女
の
性
交
図
の
み
に
注
視
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
に
描
か
れ
た

衣
装
模
様
に
ま
で
し
っ
か
り
と
目
を
配
り
、
そ
こ
か
ら
世
相
で
は
や
る
流
行
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
読
み
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

図19　西川祐信『風流色図法師』

図18　西川祐信『正徳雛形』図20　西川祐信『百人女郎品定』
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雛
形
本
を
趣
向
に
し
た
春
画

　

と
こ
ろ
で
、
春
画
の
な
か
に
は
「
雛
形
本
」
そ
の
も
の
を
趣
向
と
し
て
扱
っ

た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
が
、
奥
村
政
信
に
よ
る
『
粟
島
雛

形
染
』（
寛
保
三
年

一
七
四
三
）
で
あ
る
〔
図
（（
〕。
こ
の
春
画
は
、
男
女
の
性

交
図
に
添
え
て
小
袖
の
背
面
図
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
図
案
と
同
じ
模
様
の

衣
装
を
着
た
女
性
が
戯
れ
て
い
る
。
雛
形
本
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
性
表
現
に
パ

ロ
デ
ィ
化
し
た
も
の
で
、
奥
村
政
信
ら
し
い
奇
抜
な
趣
向
に
充
ち
た
春
画
で
あ

る
）
（（
（

。

　

ま
た
奥
村
政
信
と
い
え
ば
、
も
う
ひ
と
つ
雛
形
本
に
関
わ
る
春
画
を
描
い
て

い
る
。『
染
色
の
や
ま
・
閨
の
雛
形
』（
寛
保
二
年

一
七
四
二
）
で
あ
る
。
こ
の

春
画
は
、
大
判
版
画
の
十
二
枚
組
物
か
ら
な
り
、「
漆
絵
」
と
呼
ば
れ
る
彩
色

方
法
が
用
い
ら
れ
、
政
信
の
最
晩
期
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
春
画
は

雛
形
本
の
形
式
を
直
接
転
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
年
の
月
数
を
そ
れ
ぞ
れ

十
二
枚
の
版
画
に
あ
て
は
め
た
形
式
で
描
か
れ
て
お
り
、
絵
の
な
か
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
月
に
関
わ
る
狂
句
が
書
き
加
え
ら
れ
、
月
の
歳
事
に
ち
な
ん
だ
風
景

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
春
画
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
絵
の
テ
ー
マ
で
あ

る
「
歳
事
」
と
人
物
の
衣
装
表
現
が
象
徴
的
に
関
連
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
第
十
図
の
「
神
無
月
」
で
は
、
縁
側
で
月
見
を
し
て
い
る
男
女
が
色

事
を
た
の
し
む
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
月
に
愧ハ
ヂ

芋
齟く
ふ

口
を
す
ぼ
め

け
り
」
の
狂
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕
本
図
に
は
流
水
の
庭
先
に
は
紅

葉
が
描
か
れ
、
十
月
の
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
晩
秋
の
風
景
を
表
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
照
さ
せ
る
か
た
ち
で
女

性
の
衣
装
に
は
秋
を
感
じ
さ
せ
る

「
光
琳
菊
」
の
模
様
が
描
か
れ
て

い
る
。
春
画
で
は
、
こ
う
し
た
衣

装
模
様
を
通
じ
て
季
節
感
を
表
現

す
る
方
法
は
よ
く
用
い
ら
れ
、
絵

師
は
画
中
の
何
気
な
い
事
物
や
装

飾
に
ま
で
絵
を
読
み
解
く
仕
掛
け

を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
雛
形
本
と
は

関
係
な
い
が
、
人
物
の
衣
装
の
草

花
模
様
か
ら
連
想
さ
れ
る
性
交
画

を
描
い
た
春
画
が
あ
る
。
小
松
屋

百
亀
の
『
枕
入
秘
曲

活
花
二
人

契
子
』（
明
和
六
年

一
七
六
九
）

が
そ
れ
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
か
の
こ
ゆ
り
」

と
題
し
た
絵
で
は
、
縁
側
で
居
眠

り
を
し
て
い
る
若
い
男
に
、「
か

の
こ
ゆ
り
」
の
振
袖
を
着
た
娘
が

「
目
の
さ
め
ぬ
う
ち
に
は
や
く
い

図21　奥村政信『粟島雛形染』
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れ
た
い
」
と
言
い
な
が
ら
上
か
ら
仕
掛
け
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

〔
図
（（
〕。
ま
た
「
鉄
線
に
な
で
し
こ
」
と
題
し
た
絵
で
は
、「
鉄
線
」
の

家
紋
の
入
っ
た
衣
装
を
身
に
つ
け
た
三
味
線
の
師
匠
が
、
�
古
中
に
「
撫

子
」
の
振
袖
を
着
た
弟
子
の
娘
に
手
を
出
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図

（（
〕。
ほ
か
に
も
「
面
高
」「
姥
桜
」「
朝
顔
」「
牡
丹
」
な
ど
の
画
題
が
み

ら
れ
、
草
花
の
モ
チ
ー
フ
と
人
物
の
衣
装
模
様
が
関
連
づ
け
て
描
か
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
草
花
を
画
趣
と
し
た
春
画
は
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
存
在
す

る
。
古
い
も
の
で
い
え
ば
、
十
六
世
紀
に
長
谷
川
派
の
絵
師
が
描
い
た
肉

筆
春
画
『
花
園
春
画
絵
巻
』
で
は
、
男
女
の
性
交
図
と
四
季
の
草
花
が
交

互
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
衣
装
表
現
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
が
、

も
っ
ぱ
ら
裸
体
の
男
女
が
咲
き
乱
れ
る
草
花
の
は
ざ
ま
で
戯
れ
て
い
る
。

ま
た
、
草
花
の
間
に
男
女
の
性
交
図
を
描
い
た
浮
世
絵
春
画
と
い
え
ば
、

菱
川
師
宣
の
『
花
の
木
ま
く
ら
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）
で
あ
る
。
こ

の
春
画
に
は
、
衣
装
表
現
も
み
ら
れ
、
絵
に
添
え
ら
れ
た
詞
書
き
に
は
画

題
の
草
花
に
ち
な
ん
だ
色
事
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。

そ
の
ほ
か
同
種
の
形
式
の
春
画
は
、
杉
村
治
兵
衛
の
『
恋
の
草
花
』（
貞

享
二
年

一
六
八
五
）
や
、
月
岡
雪
鼎
の
『
四
季
画
巻
』（
明
和
後
期

一
七

六
八　

一
七
七
二
）
な
ど
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
小
松
屋
百
亀
は
『
枕
入
秘

曲

活
花
二
人
契
子
』
に
お
い
て
、
こ
の
形
式
を
応
用
し
、
画
題
で
あ
る

草
花
の
描
写
を
衣
装
模
様
で
見
立
て
た
新
た
な
趣
向
を
生
み
出
し
た
に
ち

図22　奥村政信『染色のやま・閨の雛形』図23　小松屋百亀『枕入秘曲　活花二人契子』

図24　小松屋百亀『枕入秘曲　活花二人契子』図25　菱川師宣『花の木まくら』
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が
い
な
い
。

三　

春
画
の
衣
装
と
模
様

　

春
画
の
衣
装
模
様
と
流
行

　

そ
れ
で
は
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
は
実
際
ど
の
よ
う
な
模
様
が
描
か
れ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
以
下
、
菱
川
師
宣
か
ら
喜
多
川
歌
麿
ま
で
の
作
品　

十
八
世
紀
に
刊
行
さ
れ
た
春
画
を
中
心
に　

に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
の
種
類
別

の
年
代
統
計
の
結
果
を
報
告
し
た
い
。
た
だ
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
の

種
類
は
膨
大
な
数
に
及
ぶ
た
め
、
こ
こ
で
は
と
く
に
多
く
描
か
れ
た
模
様
に
限

っ
て
、
そ
の
数
量
を
数
え
て
み
た
。
ま
た
、
春
画
の
衣
装
表
現
が
ど
れ
だ
け
時

勢
の
流
行
に
影
響
を
受
け
て
き
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
総
体
の
数
量
を
年
代

順
に
並
べ
替
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
三
十
年
間
隔
の
ス
パ
ン
に
区
切
っ
た
画
数
を

表２　（（世紀の春画（画数）　年代別統計表
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表３　（（世紀の春画　桜模様（男女）

（（（

（（

（（

（（

（（（（（（（（（（（（

（（

（（

（（（（-（（（（

（（（（-（（（（

（（（（年以前

（（（（-（（（（

（（（（年以降

表１　（（世紀の春画　着衣画の比率

着衣－男着、女着

着衣－男着、女裸

着衣－男裸、女着

着衣－男裸、男着

着衣－女裸、女着

着衣－男裸、女裸
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出
し
て
み
た
。

　

な
お
、
対
象
と
す
る
資
料
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
春
画
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
た
。
そ
の
中
か
ら
、
十
八
世
紀
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
二

十
五
名
を
対
象
に
、
ひ
と
り
の
絵
師
に
対
し
て
約
五
作
品
ず
つ
を
目
安
に
取
り

上
げ
、
全
部
で
約
二
千
五
百
図
の
衣
装
模
様
の
統
計
を
試
み
た(（（

(

。
そ
の
結
果
、

春
画
に
お
け
る
着
衣
の
比
率
は
【
表
１
】
に
な
っ
た
。
ま
た
、
統
計
の
対
象
作

品
の
年
代
別
画
数
は
【
表
２
】
で
あ
り
、
一
枚
の
図
の
年
代
判
定
は
そ
の
作
品

の
刊
行
年
に
由
来
し
、
絵
の
な
か
の
性
交
を
行
う
男
女
に
限
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
衣
装
模
様
の
種
類
を
拾
い
上
げ
た
。

　
［
桜
］

　

ま
ず
は
「
桜
」
の
模
様
に
つ
い
て
で
あ
る
。
春
画
の
衣
装
模
様
の
な
か
で

「
桜
」
の
模
様
が
最
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
桜
」
に
関
す
る

模
様　

桜
の
家
紋
も
含
む　

は
約
二
千
五
百
図
の
内
で
二
百
十
八
図
（
男
女
合

わ
せ
た
総
数
）
に
描
か
れ
て
い
た
。
単
純
計
算
す
れ
ば
、
十
図
に
一
図
の
割
合

で
「
桜
」
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
二
百
十
八
図

を
年
代
順
に
並
べ
替
え
て
み
る
と
【
表
３
】
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
、
春
画
で
は
「
桜
」
の
模
様
は
一
七
三
〇
年
以
前
に
も
か

な
り
の
数
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
総
量
の
約
半
分
が
一
七
三
〇
年

以
前
に
描
か
れ
て
い
る
。
統
計
の
対
象
作
品
の
年
代
別
画
数
【
表
２
】
と
比
較

し
て
み
て
も
、
一
七
三
〇
年
以
前
は
対
象
画
数
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
桜
」
の
模
様
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
年
代
で
の
桜
模
様

の
割
合
は
か
な
り
高
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
七
三
一　

六
〇
年
の
三
十
年
間

は
そ
の
数
を
急
激
に
減
ら
し
、
そ
の
後
、
ふ
た
た
び
盛
況
を
取
り
戻
す
と
い
う

傾
向
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
春
画
で
は
、「
桜
」
の
模
様
は
、
十
八
世

紀
を
通
し
て
つ
ね
に
描
か
れ
て
お
り
、
と
く
に
浮
世
絵
春
画
の
黎
明
期
か
ら
描

か
れ
続
け
た
定
番
の
衣
装
模
様
と
い
え
よ
う
。

　
［
鹿
子
］

　

次
に
、「
鹿
子
」
の
模
様
に
注
目
し
て
み
た
い
。「
鹿
子
」
と
は
、
絞
り
染
め

の
染
色
方
法
で
描
か
れ
た
模
様
の
こ
と
で
、
鹿
の
斑
点
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら

鹿
子
絞
り
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
古
代
で
は
目
染
、
中
世
で
は
目
結
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
こ
の
模
様
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
た
い
へ
ん
人
気
が
あ
り
、
総
鹿

子
の
小
袖
な
ど
は
贅
を
尽
く
し
た
衣
装
で
あ
っ
た
た
め
に
、
天
和
三
年
（
一
六

八
三
）
に
こ
れ
を
取
り
締
ま
る
禁
止
法
ま
で
発
せ
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
春
画
の

な
か
に
も
こ
の
絞
り
模
様
は
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
お
も
に
女
性
の
衣
装

に
用
い
ら
れ
て
お
り
〔
図
（（
〕、
一
方
、
男
性
の
衣
装
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
女
性
の
衣
装
に
限
っ
て
「
鹿
子
」
模
様

　

鹿
子
の
部
分
模
様
も
含
む　

の
画
数
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
模

様
の
総
数
は
百
三
十
三
図
で
あ
り
、
グ
ラ
フ
に
ま
と
め
る
と
【
表
４
】
の
よ
う

に
な
る
。
春
画
で
は
、
鹿
子
模
様
は
明
和
、
安
永
、
天
明
期
に
圧
倒
的
な
数
が

描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
年
代
は
ほ
ぼ
同
じ
数
量
で
あ
る
。
ま
た
『
反
古

染
』（
近
世
後
期
）
の
「
明
和
の
頃
、
惣
鹿
子
、
緋
鹿
の
子
、
古
手
返
し
」
が

流
行
る
と
い
う
記
述
）
（（
（

を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
春
画
の
衣
装
表
現
が
明
和
期
に
流
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行
し
た
鹿
子
模
様
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
江
戸
前

期
の
時
代
に
は
、
鹿
子
の
紋
所
は
「
風
流
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

『
色
道
大
鏡
』（
延
宝
六
年

一
六
七
八
）
に
「
鹿か
の

子こ

紋も
ん

所ど
こ
ろ

風ふ
う

流り
う

な
り
、
自し

然ぜ
ん

に
着
ち
や
く

す
べ
し
。
鹿か
の

子こ

の
小こ

ち
ら
し
、
又
お
か
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　
［
光
琳
模
様
］

　

次
に
「
光
琳
模
様
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。
光
琳
模
様
と
は
、
梅
、
松
、
菊
、

桐
な
ど
の
表
象
の
細
部
を
大
胆
に
省
略
し
、
そ
れ
ら
の
形
を
肥
痩
な
描
線
で
抽

象
的
に
と
ら
え
た
模
様
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
、
雛
形
本
に
数
多
く
描
か
れ
た

こ
と
か
ら
、
正
徳
期
か
ら
元
文
期
（
十
八
世
紀
前
半
）
に
か
け
て
町
人
女
性
を

中
心
に
流
行
し
始
め
た
）
（（
（

。
こ
の
模
様
は
春
画
に
も
数
多
く
見
ら
れ
、
お
も
に
女

性
の
衣
装
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
女
性
の
衣
装
に
限
っ
て
光
琳
模
様　

菊
、

梅
、
松
な
ど
す
べ
て
の
モ
チ
ー
フ
を
含
め
た
も
の　

の
数
を
調
べ
て
み
た
。
こ

表５　（（世紀の春画　光琳模様（女性のみ）
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（（

図26　月岡雪鼎『女貞訓下所文庫』

表４　（（世紀の春画　鹿子模様（女性のみ）
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の
模
様
の
総
数
は
六
十
三
図
で
あ
り
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
【
表
５
】
の
よ
う
に

な
る
。
こ
こ
か
ら
春
画
で
の
光
琳
模
様
は
一
七
三
〇
年
以
降
か
ら
し
だ
い
に
増

え
始
め
、
明
和
、
安
永
、
天
明
期
頃
に
数
多
く
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
む

ろ
ん
、
こ
の
模
様
は
一
七
〇
〇
年
以
前
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
模

様
は
ち
ょ
う
ど
元
禄
期
か
ら
雛
形
本
に
描
か
れ
始
め
、
享
保
期
（
一
七
二
〇
年

代
）
に
一
大
ブ
ー
ム
が
沸
き
起
こ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
春
画
に
こ
の
流
行
が
反

映
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
模
様
が
一
七
三
〇
年
以
降
の
絵
に
た
く
さ
ん

描
か
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
［
石
畳
］

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
「
石
畳
」
の
模
様
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
二
色

タ
イ
ル
を
交
互
に
並
べ
た
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
お
り
、
別
名
「
市
松
模

様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
歌
舞
伎
役
者
の
初
代
佐
野
川
市
松
が
寛
保
元
年
（
一

七
四
一
）
に
歌
舞
伎
『
高
野
心
中
』
で
大
当
た
り
を
と
っ
た
際
に
、
こ
の
模
様

の
衣
装
を
着
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
石
畳
」
の

模
様
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
歌
舞
伎
の
影
響
が
流
行
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
人
び
と
に
長
く
愛
用
さ
れ

た
模
様
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
春
画
で
は
、
こ
の
模
様
は
そ
れ
ほ

ど
�
繁
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
歌
舞
伎
の
趣
向
を
用
い
た
春
画
を
数
多
く

手
が
け
た
奥
村
政
信
が
と
く
に
好
ん
で
描
い
た
〔
図
（（
〕。
十
八
世
紀
の
春
画

に
お
け
る
石
畳
模
様
の
総
数
は
三
十
五
図　

男
女
合
わ
せ
た
総
数　

で
あ
り
、

全
体
的
に
や
や
少
な
い
も
の
の
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
【
表
６
】
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
こ
の
模
様
が
、
一
七
三
一　

一
七
六
〇
年
代
に
集
中
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
初
代
佐
野
川
市
松
が
石
畳
の
衣
装
で
大
当
た
り

を
と
っ
た
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
春
画
が
そ
の
よ
う
な
世
俗
の
流
行
を

敏
感
に
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
［
縞
］

　

最
後
に
「
縞
」
の
模
様
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
江
戸
時
代
の
縞
模
様
は
、

前
期
ま
で
は
横
縞
が
主
流
で
、
縦
縞
は
遊
女
の
衣
装
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
そ
も
そ
も
縞
の
織
物
は
庶
民
の
も
の
で
あ
り
、
身
分
の
高
い
者
は
こ
の

模
様
の
衣
装
を
身
に
つ
け
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
中
期
を
過
ぎ
る
頃
に

な
る
と
、「
千
筋
」
や
「
よ
ろ
け
縞
」
な
ど
多
様
な
デ
ザ
イ
ン
が
登
場
し
、
身

分
を
越
え
て
愛
用
さ
れ
る
模
様
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
春
画
の
衣
装
表
現
に
も
、

じ
つ
に
多
様
な
縞
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
し
か
も
、
縞
模
様
は
男

女
問
わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
は
男
女
別
に
わ
け
て
集
計
し
て
み

た
。
ま
ず
男
性
の
縞
模
様
の
総
数
は
四
百
五
十
一
図　

縞
、
筋
、
格
子
の
模
様

を
含
む　

で
あ
り
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
【
表
７
】
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、

男
性
の
縞
模
様
は
明
和
、
安
永
、
天
明
期
の
画
図
に
圧
倒
的
に
多
く
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
一
七
〇
〇
年
以
前
の
春
画
に
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
こ

と
も
わ
か
る
。
一
方
、
女
性
の
縞
模
様
の
総
数
は
百
二
十
三
図　

縞
、
筋
、
格

子
の
模
様
を
含
む　

で
あ
り
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
【
表
８
】
の
よ
う
に
な
る
。

女
性
の
縞
模
様
は
男
性
に
比
べ
る
と
総
数
が
約
四
分
の
一
で
あ
る
た
め
、
春
画

に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
模
様
は
男
性
の
衣
装
を
中
心
に
描
か
れ
た
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紋
・
菊
多
摺
、
そ
の
外
織
島
さ
ま
〴
〵
大
か
た
此
頃
迄
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
文
献
資
料
か
ら
も
、
安
永
、
天
明
期
頃
に
世
俗
で
縞
模
様
が
流
行
っ

て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
春
画
に
描
か
れ
た
模
様
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
春
画
の
衣
装

表
現
は
と
に
か
く
多
種
多
様
で
あ
り
、
ほ
か
に
も
「
井
枡
絣
」「
紗
綾
形
」「
観

世
水
」
な
ど
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

表７　（（世紀の春画　縞模様（男性のみ）
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表８　（（世紀の春画　縞模様（女性のみ）
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表６　（（世紀の春画　石畳模様（男女）
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（（（（年以前
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（（（（年以降
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と
い
え
よ
う
）
（（
（

。
も
っ
と
も
、
女
性
の
縞
模
様
を
年
代
別
に
見
れ
ば
、
各
年
代
の

描
写
割
合
は
男
性
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
縞
模
様
は
、
女
性
の
衣
装
に

関
し
て
も
明
和
、
安
永
、
天
明
期
に
圧
倒
的
に
多
く
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、『
嬉
遊
笑
覧
』（
文
政
十
三
年

一
八
三
〇
）
に
よ
れ
ば
、「
安
永
・
天
明

の
頃
は
、
身
は
ゞ
広
く
借
り
着
し
た
る
が
如
し
。
染
色
は
ひ
は
茶
・
青
茶
・
紫

と
び
也
。
小
紋
・
縞し
ま

さ
ま
〴
〵
」、
あ
る
い
は
「
安
永
・
天
明
に
は
、
青
茶
小
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ま
た
、
こ
れ
ら
の
グ
ラ
フ
か
ら
見
え
て
き
た
結
論
を
い
え
ば
、「
春
画

の
衣
装
模
様
」
と
「
時
勢
の
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
切
り
離
し
て
考
え

る
こ
と
は
で
き
ず
、
前
者
と
後
者
の
相
互
関
係
の
な
か
で
春
画
に
様
々
な

模
様
が
描
か
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
）
（（
（

。

　

浮
世
絵
師
と
春
画
の
衣
装
模
様

　

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
は
春
画
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
模
様
を

好
ん
で
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
代
表
的
な
絵
師
に
絞
っ
て
、

そ
の
衣
装
表
現
の
傾
向
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
［
菱
川
師
宣
］

　

こ
の
絵
師
の
春
画
に
つ
い
て
は
総
数
二
百
四
十
五
図
を
分
析
対
象
と
し
）
（（
（

、

そ
の
な
か
で
性
交
を
行
う
男
女
に
限
っ
て
衣
装
の
模
様
を
抽
出
し
て
み
た
。

な
か
に
は
い
く
つ
か
の
裸
体
も
含
ま
れ
る
が
、
男
性
の
衣
装
で
最
も
多
か

っ
た
の
が
「
桜
」
の
模
様
で
あ
る
。「
桜
」
の
模
様　

桜
模
様
が
一
部
で

も
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
含
む　

は
二
十
三
図
に
描
か
れ
て
お
り
、
菱
川

師
宣
が
春
画
で
描
い
た
男
性
衣
装
の
約
一
割
に
「
桜
」
の
模
様
が
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
次
に
多
か
っ
た
模
様
は
「
六
曜
」
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は

十
七
図
に
描
か
れ
て
お
り
、
師
宣
が
こ
の
意
匠
を
好
ん
で
描
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
そ
の
次
が
「
無
地
」
の
衣
装
で
十
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
菊
」
の
模
様　

一
部
で
も

菊
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
含
む　

で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
三
十
三

図28　鈴木春信『風流艶色まねゑもん』

図27　奥村政信『善悪占仕形道成寺』
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図
に
描
か
れ
て
お
り
、
師
宣
の
春
画
の
女
性
た
ち
は
「
大
菊
」「
半
菊
」
と
さ

ま
ざ
ま
な
菊
模
様
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
は
「
桜
」
の
模

様
で
、
こ
ち
ら
は
二
十
八
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
師
宣
の
描
く
女
性
衣
装

に
は
「
流
雲
」
の
模
様
も
多
く
み
ら
れ
、
二
十
二
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
菱
川
師
宣
は
春
画
の
な
か
で
は
男
女
を
通
じ
て
「
桜
」

「
菊
」
な
ど
世
相
に
流
布
し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
模
様
を
描
い
て
き
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
［
西
川
祐
信
］

　

西
川
祐
信
に
つ
い
て
は
、
先
と
同
じ
方
法
で
、
総
数
二
百
四
十
五
図
の
春
画

を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
男
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
縞
模
様
」
で
あ
る
。

こ
の
模
様
は
二
十
八
図
に
描
か
れ
て
お
り
、
祐
信
の
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
衣

装
の
約
一
割
が
こ
の
模
様
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
菱

形
」
の
模
様
で
二
十
三
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
次
に
多
い
の
は
「
六
曜
」
の
模

様
で
、
十
四
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
桜
」
の
模
様　

桜
模
様
が
一
部

で
も
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
含
む　

で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
三
十
五
図
に
描
か

れ
て
お
り
、
祐
信
の
春
画
に
描
か
れ
た
女
性
衣
装
の
約
一
割
が
こ
の
模
様
で
あ

る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
梅
」
の
模
様
で
二
十
七
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

そ
の
次
が
「
菊
」
の
模
様
で
十
六
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
西
川
祐
信
の
春
画
で
は
、
男
性
衣
装
に
は
「
縞
」
や
「
菱
」

な
ど
の
抽
象
的
な
柄
模
様
が
多
く
、
一
方
、
女
性
衣
装
に
は
「
桜
」「
梅
」

「
菊
」
な
ど
の
花
模
様
が
多
く
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
先
ほ
ど
の

菱
川
師
宣
の
衣
装
表
現
と
比
べ
て
み
る
と
、
西
川
祐
信
の
衣
装
表
現
は
男
女
の

性
差
で
は
っ
き
り
と
模
様
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
も
し
か
す
る
と
当
時
の
上
方

で
は
、
男
性
は
縞
模
様
、
女
性
は
花
模
様
と
す
る
の
が
常
識
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
）
（（
（

。

　
［
奥
村
政
信
］

　

奥
村
政
信
に
つ
い
て
は
、
総
数
百
六
十
四
図
の
春
画
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で

男
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
縞
模
様
」　

筋
模
様
を
含
む　

で
あ
る
。

こ
の
模
様
は
三
十
一
図
に
の
ぼ
り
、
当
時
は
上
方
の
み
な
ら
ず
江
戸
に
お
い
て

も
「
縞
模
様
」
が
男
性
衣
装
の
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
図
柄
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
石
畳
」
の
模
様　

石
畳
模
様
が
一
部

で
も
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
含
む　

で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
二
十
六
図
に
も
お

よ
び
、
政
信
が
春
画
に
お
い
て
こ
の
模
様
を
と
く
に
好
ん
で
描
い
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
な
お
、
政
信
の
春
画
に
は
歌
舞
伎
の
演
目
な
ど
の
趣
向
を
用
い
た

絵
が
多
い
た
め
、
石
畳
模
様
の
衣
装
が
特
定
の
役
者
を
示
す
記
号
と
し
て
描
か

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
に
関
し
て
は
、
全
体
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、「
光

琳
菊
」
の
模
様
が
最
も
多
く
、
八
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
次
が
や
は
り

「
石
畳
」
の
模
様
で
、
七
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
奥
村
政
信
は
春

画
の
女
性
衣
装
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
ひ
と
つ
の
模
様
に
偏
る
の
で
は
な
く
、

「
光
琳
菊
」
や
「
石
畳
」
な
ど
市
井
の
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
幅
広
く
取
り
入
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れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
［
勝
川
春
章
］

　

勝
川
春
章
の
衣
装
表
現
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
絵
師
の
春
画
に
つ
い

て
は
総
数
百
四
十
一
図
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
男
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の

が
「
幾
何
模
様
」
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
細
か
い
柄
や
小
さ
な
意
匠
を
衣
装
全

体
に
散
ら
し
た
も
の
で
、
二
十
九
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た

の
が
「
縞
模
様
」
で
、
二
十
四
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
春
章
は
春

画
の
男
性
衣
装
に
関
し
て
抽
象
的
な
柄
模
様
を
好
ん
で
描
い
た
と
い
え
る
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
に
関
し
て
は
、
こ
ち
ら
も
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、

「
裾
模
様
」
が
最
も
多
く
、
十
三
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た

の
が
「
無
地
」
の
模
様
で
、
十
一
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
春
章
は
春
画
の
女
性

衣
装
に
関
し
て
は
豪
華
で
大
胆
な
具
象
模
様
は
ほ
と
ん
ど
描
か
ず
に
、
意
匠
を

ほ
ど
こ
さ
な
い
ス
ト
イ
ッ
ク
な
衣
装
を
好
ん
で
描
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し

た
傾
向
は
、
菱
川
師
宣
が
好
ん
で
描
い
た
花
模
様
の
大
柄
衣
装
と
は
ま
る
で
正

反
対
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
度
の
飾
り
を
敬
遠
す
る
衣
装
表
現
は
、
春
章
の

好
み
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
は
別
に
幕
府
か
ら
幾
度
と
な
く
出
さ
れ
た

奢
侈
禁
止
令
を
経
た
時
代
の
成
り
行
き
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
［
北
尾
重
政
］

　

こ
の
絵
師
の
春
画
に
つ
い
て
は
総
数
二
百
五
図
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
男
性

衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
春
章
と
同
じ
く
「
幾
何
模
様
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

模
様
は
七
十
三
図
に
お
よ
び
、
重
政
の
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
衣
装
の
約
三
割

を
し
め
て
い
る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
縞
模
様
」
で
、
二
十
四
図
に
描

か
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
に
関
し
て
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
具
象
模
様
が
数
多
く
描

か
れ
て
お
り
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
雪
持
ち
笹
」
の
模
様
で
あ
る
〔
図
（（
〕。

こ
の
模
様
は
全
体
の
十
四
図
に
み
ら
れ
、
重
政
の
好
き
な
模
様
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
流
水
に
面
高
」
の
模
様
で
、
全
体
の

九
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
ほ
か
に
も
重
政
は
春
画
の
女
性
衣
装
に
「
撫
子
」

「
蝶
」「
紅
葉
」「
菊
」
な
ど
の
草
花
模
様
を
数
多
く
描
い
て
お
り
、
春
章
の
よ

う
な
ス
ト
イ
ッ
ク
な
女
性
衣
装
は
あ
ま
り
描
か
な
か
っ
た
。

　
［
喜
多
川
歌
麿
］

　

最
後
に
、
喜
多
川
歌
麿
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
絵
師
の
春
画
に
つ
い

て
は
、
総
数
百
四
十
九
図
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
男
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た

の
が
「
縞
模
様
」
で
あ
り
、
四
十
七
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
次
に
多
か
っ

た
の
が
「
幾
何
模
様
」
で
二
十
五
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
無
地
」
の

衣
装
が
十
三
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
歌
麿
の
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
衣
装
は
、

抽
象
模
様
を
中
心
に
シ
ン
プ
ル
な
柄
が
多
く
、「
縞
模
様
」
が
か
な
り
多
く
描

か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
に
関
し
て
は
、「
無
地
」
の
衣
装
が
最
も
多
く
、
二
十
七

図
に
描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
注
目
す
べ
き
は
、
歌
麿
は
春
画
の
な
か
で
「
絞
り

模
様
」
の
女
性
衣
装
を
た
く
さ
ん
描
い
て
い
る
。
と
く
に
「
麻
の
葉
絞
り
」
と

「
貝
絞
り
」
が
多
く
〔
図
（（
〕、
双
方
あ
わ
せ
て
十
九
図
に
描
か
れ
て
い
る
。
春
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画
に
お
い
て
絞
り
の
大
柄
模
様
を
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
描
い
た
絵
師
は
ほ
か
に

お
ら
ず
、
白
地
の
浴
衣
に
紫
色
で
彩
ら
れ
た
「
麻
の
葉
絞
り
」
や
「
貝
絞
り
」

の
色
彩
美
が
歌
麿
の
春
画
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　　

こ
う
し
て
見
て
い
く
と
、
菱
川
師
宣
や
西
川
祐
信
が
活
躍
し
た
時
代
（
十
七

世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
）
は
、
春
画
に
お
い
て
も
、
寛
文
小
袖
や
元
禄
小

袖
の
流
れ
を
受
け
た
「
桜
」
や
「
菊
」
な
ど
の
大
柄
模
様
の
衣
装
が
好
ん
で
描

か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
勝
川
春
章
や
北
尾
重
政
が
活
躍
し
た
時
代

（
十
八
世
紀
後
半

明
和
期
か
ら
天
明
期
）
に
な
る
と
、
春
画
の
な
か
で
は
当
時
流

行
し
て
い
た
「
縞
模
様
」
や
「
幾
何
模
様
」
な
ど
の
抽
象
模
様
の
衣
装
が
好
ん

で
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
の
模
様
に
対
す

る
好
み
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
結
果
を
通
じ
て
、
各
々
の
絵
師
が
春
画

を
描
く
に
あ
た
っ
て
そ
の
時
代
の
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
意
識
し
て
い
た
こ
と

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
絵
師
が
春
画
の
な
か
で
描
い
た
衣
装
模
様
か
ら
、
そ
の
時
代
の
庶
民
の
服
飾

生
活
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　　

春
画
の
衣
装
模
様
の
「
見
立
て
」
に
つ
い
て

　

春
画
の
衣
装
模
様
を
考
え
る
場
合
、
も
う
ひ
と
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
衣
装
模
様
の
「
見
立
て
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の

春
画
に
は
古
典
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
や
中
国
水
墨
画
の
見
立
て
が
た
く
さ
ん
描
か
れ

て
い
る
が
、
実
は
春
画
の
衣
装
模
様
の
な
か
に
も
「
見
立
て
」
や
「
趣
向
」
の

表
現
が
ふ
ん
だ
ん
に
含
ま
れ
て
い
る
。
と
く
に
十
八
世
紀
後
半
（
明
和
期
か
ら

天
明
期
）
に
活
躍
し
た
絵
師
の
春
画
に
は
、
古
典
や
歳
事
を
表
し
た
衣
装
表
現

が
目
立
ち
、
絵
の
中
に
何
気
な
く
描
か
れ
た
模
様
に
も
何
ら
か
の
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
次
に
、
衣
装
の
「
見
立
て
」
に
つ
い
て
明
和
期
か
ら
天

明
期
の
春
画
を
中
心
に
分
析
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
、
春
画
の
衣
装
に
描
か
れ
た
草
花
模
様
の
「
見
立
て
」
で
あ
る
。
春

画
の
な
か
で
は
、
草
花
模
様
の
衣
装
が
そ
の
人
物
の
年
齢
や
立
場
を
表
し
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
春
画
の
衣
装
に
よ
く
み
ら
れ
る
「
梅
」
の
模
様
に
注
目
し
た
い
。

実
際
に
春
画
の
詞
書
き
で
「
星
に
似
た
る
白
梅
の
す
が
た

是
ぞ
十
五
六
の
若

し
ゆ
じ
ま
ん

男
の
つ
ぼ
ミ
と
も
い
は
め

恋
を
ば
人
に
な
ら
ふ
も
の
か
や
」

（
西
川
祐
信
・
春
本
『
風
流
御
長
枕
』）、「
梅
は
雪
中
に
開
き
て

貞
操
の
色
を
露

は
し
」（
歌
川
国
貞
・
春
本
『
千
代
乃
詠
』）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
花
が
若
者

の
恋
の
芽
生
え
や
貞
操
感
を
表
す
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
「
梅
」
の
比
喩
表
現
は
春
画
の
衣
装
模
様
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
小
松
屋
百
亀
の
『
枕
入
秘
曲

活
花
二
人
契
子
』
に
「
一
重
切
未み

開か
い

紅こ
う

ニ
椿つ
ば
き」

と
題
し
た
絵
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
梅
模
様
の
振
袖
を
着
た

娘
が
椿
紋
の
羽
織
を
着
た
男
と
接
吻
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。

題
字
の
「
未
開
紅
」
と
は
、
咲
く
前
の
紅
梅
を
表
し
、
そ
こ
か
ら
娘
の
処
女
性

を
喩
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
画
中
に
琴
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
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図31　小松屋百亀『枕入秘曲　活花二人契子』

図32　北尾政美『志めはじめ』

図33　北尾重政『今様風俗好女談合柱』

図29　北尾重政『今様風俗好女談合柱』

図30　喜多川歌麿『願ひの糸ぐち』
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�
古
中
に
男
師
匠
が
娘
に
仕
掛
け
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
隣
の
部
屋
で
は
娘
の

母
親
が
琴
の
音
を
聞
き
な
が
ら
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
。
春
画
で
は
、
梅
模
様

の
衣
装
は
若
い
男
女
の
恋
の
芽
生
え
を
示
す
場
面
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、

ほ
か
に
も
鈴
木
春
信
の
『
今
様
妻
鑑
』（
第
一
図
）
や
北
尾
重
政
の
『
吾
嬬
土

産
』（
第
三
図
）
な
ど
に
も
同
じ
梅
模
様
の
見
立
て
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

同
様
に
「
桜
」
の
模
様
も
、
若
者
の
初
々
し
さ
や
純
真
さ
を
表
す
比
喩
と
し

て
用
い
ら
れ
た
。
実
際
、
春
画
の
詞
書
き
に
も
「
十
三
四
の
む
す
め
こ
そ 

松ま
つ

間ま

の
さ
（
桜
）
く
ら
咲
そ
め
て

色
香
は
し
る
人
ぞ
し
る
や
」（
西
川
祐
信
春
本
『
風
流
御

長
枕
』）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
花
が
若
者
の
性
の
目
覚
め
を
示
す
記
号
と

し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
春
画
の
な
か
に
は
、
そ
う
し
た
意
味
の

「
桜
」
の
衣
装
模
様
が
い
く
つ
か
描
か
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
北
尾
政
美
の

『
志
め
は
じ
め
』（
刊
年
不
明
）
の
「
さ
く
ら
ま
ら
」
と
題
し
た
絵
で
は
、
桜
模

様
の
振
袖
を
着
た
十
三
四
歳
ほ
ど
の
男
女
が
自
ら
の
性
器
を
見
せ
合
う
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。「
さ
く
ら
ま
ら
」
と
い
う
題
名
は
男
の
子
の
無
垢
な

男
根
を
示
し
て
お
り
、
男
女
の
桜
模
様
の
振
袖
が
色
に
目
覚
め
る
若
者
の
初
々

し
い
感
情
を
表
し
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、「
撫
子
」
の
衣
装
見
立
て
に
も
注
目
し
た
い
。「
撫
子
」
は
古
来

か
ら
和
歌
の
掛
け
詞
と
し
て
「
愛
撫
す
る
子
」、「
愛
す
る
女
性
」
の
意
味
で
用

い
ら
れ
た
。
春
画
の
衣
装
表
現
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
意
味
で
撫
子
の
模
様

が
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
尾
重
政
の
『
今
様
風
俗
好
女
談
合
柱
』

（
安
永
六
年

一
七
七
七
）
に
は
、
奥
座
敷
で
若
い
男
が
撫
子
の
衣
装
を
着
た
娘

を
後
ろ
か
ら
仕
掛
け
て
い
る
絵
が
あ

る
〔
図
（（
〕。
そ
の
若
い
男
は
娘
を

愛
撫
す
る
よ
う
に
抱
き
か
か
え
、
彼

女
は
気
恥
ず
か
し
そ
う
に
男
の
腕
を

退
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

男
の
愛
撫
す
る
行
為
と
娘
の
衣
装
模

様
が
重
ね
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
、

「
蔦
」
の
見
立
て
で
あ
る
。
こ
の
模

様
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
意
匠

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
春
画
の
衣
装
に

も
�
繁
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
「
蔦
」
と
は
ど
こ
に
で
も
絡
み
つ

く
こ
と
か
ら
、
人
に
絡
む
こ
と
で
栄

え
る
商
売
繁
盛
の
模
様
と
し
て
好
ま

れ
た
。
江
戸
時
代
に
多
く
の
戯
作
や

浮
世
絵
を
出
版
し
た
「
蔦
屋
」
の
屋

号
は
こ
の
意
味
に
由
来
す
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
春
画
で
は
、

鈴
木
春
信
の
春
画
『
風
流
艶
色
ま
ね

ゑ
も
ん
』（
第
二
十
三
図
）
の
「
か
ら

図34　北尾重政『新造　笑本色千鳥』
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ま
る
る
ほ
ど
心
よ
し
蔦
の
や
ど
」
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
蔦
」
は

男
女
が
絡
み
つ
く
色
事
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
北
尾
重
政
の

『
新
造　

笑
本
色
千
鳥
』（
安
永
七
、
八
年

一
七
七
八
、
七
九
年
）
に
は
、
色
好

き
の
中
年
男
が
「
蔦
」
の
衣
装
を
着
た
娘
に
絡
み
つ
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

〔
図
（（
〕。
こ
の
絵
に
は
、
蔦
が
裏
庭
の
垣
根
に
絡
み
つ
く
状
景
も
描
か
れ
て
お

り
、「
蔦
」
の
衣
装
と
垣
根
の
蔦
を
重
ね
て
描
く
こ
と
で
、
中
年
男
の
し
つ
こ

い
絡
み
具
合
を
よ
り
い
っ
そ
う
引
き
立
て
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
蔦
状
の
植
物
で
春
画
の
衣
装
模
様
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
は

「
朝
顔
」
で
あ
る
。
こ
の
花
に
つ
い
て
は
、
溪
斎
英
泉
が
春
本
『
春
情
指
人

形
』（
天
保
九
年

一
八
三
八
）
の
序
文
で
「
庭に
ハ

の
朝あ
さ

陣か
ほ

を
莟つ
ぼ
みに
画ゑ
が

き
、
種さ
ま

ヾ〴
〵

の

交と
ぼ
し接
に
労つ
か

れ
て
、
男な
ん

女に
よ

と
も
取と
り

乱ミ
だ

せ
し
末す
ゑ

に
至い
た
りて
、
朝あ
さ

顔が
ほ

の
花は
な

は
残の
こ
らず
開ひ
ら
いて
あ

り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
朝
顔
の
開
花
を
男
女
の
交
わ
り
に
見
立
て

て
い
る
。
こ
れ
と
似
た
見
立
て
が
、
小
松
屋
百
亀
に
よ
る
春
画
『
枕
入
秘
曲

活
花
二
人
契
子
』
の
「
釣つ
り

花は
な

生い
け

ニ
朝
が
ほ
」
と
題
し
た
絵
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
絵
で
は
、「
朝
顔
」
の
衣
装
を
着
た
女
性
と
若
者
が
雷
の
鳴
る
窓
際
で
立

ち
合
い
な
が
ら
戯
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
女
性
が
蚊

帳
を
吊
る
紐
に
手
を
か
け
な
が
ら
若
者
に
抱
き
つ
く
仕
草
が
、
朝
顔
が
吊
り
紐

に
か
ら
ま
る
様
子
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
画
題
と
衣
装

模
様
の
関
連
に
加
え
て
、
そ
の
模
様
が
絡
み
合
う
男
女
の
仕
草
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
春
画
の
衣
装
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
草
花
模
様
で
あ
る
が
、
ひ
じ
ょ

う
に
面
白
い
衣
装
模
様
の
見
立
て
絵
が
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、
鈴
木
春
信
の
『
風
流
艶
色
ま
ね
ゑ
も
ん
』
の
第
二
図
で
あ

る
。
こ
の
絵
に
は
手
習
い
の
�
古
屋
の
二
階
で
総
髪
の
壮
年
の
師
匠
が
振
袖
娘

に
手
を
出
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
娘
の
振
袖
に
描
か
れ
た
「
椿
」
の
模
様
で
あ
る
。「
椿
」
は
散
る
際
に
、

突
然
、
赤
い
花
房
を
落
と
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
振
袖
娘
の
花
房　

女
性
器

　

が
落
ち
て
処
女
性
を
喪
失
す
る
意
味
を
表
し
て
い
る
。
な
に
げ
な
い
衣
装
表

現
で
は
あ
る
が
、
春
画
に
は
こ
う
し
た
細
か
な
部
分
に
ま
で
色
事
に
ま
つ
わ
る

見
立
て
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

次
は
、
礒
田
湖
龍
斎
の
『
風
流
十
二
季
の
栄
花
』（
安
永
二
年

一
七
七
三
）

の
第
一
図
で
あ
る
。
こ
の
絵
に
は
文
机
の
あ
る
部
屋
で
若
い
男
女
が
手
習
い
を

し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
墨
を
す
る
少
年
が
文
机
に
寄
り

か
か
る
少
女
に
後
ろ
か
ら
仕
掛
け
て
お
り
、
そ
れ
を
障
子
の
穴
か
ら
何
者
か
が

覗
い
て
い
る
。
画
中
に
は
「
如
月
は
つ
午
や
け
ふ
を
初
め
の
さ
し
も
ぐ
さ
」
の

題
讃
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
初
午
」
と
は
二
月
最
初
の
午
の
日
の
こ
と
で
、「
さ

し
も
ぐ
さ
」（
指
焼
草
）
と
は
二
月
の
歳
事
で
あ
る
二
日
灸
を
示
し
て
い
る
。

「
今
日
の
初
め
の
指
焼
草
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
こ
の
少
女
が
初
体
験
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
）
（（
（

。
こ
こ
で
視
点
を
題
讃
か
ら
衣
装
へ
と
移
す
と
、
少
女
は
「
く

ち
な
し
模
様
」
の
振
袖
を
着
て
い
る
。「
く
ち
な
し
」
は
、
果
実
が
熟
れ
て
も

口
を
開
か
な
い
こ
と
か
ら
処
女
性
の
象
徴
と
さ
れ
た
花
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ

の
「
く
ち
な
し
」
の
衣
装
か
ら
色
事
に
目
覚
め
る
少
女
の
春
情
の
機
微
を
読
み
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図39　月岡雪鼎『女令川趣文』図40　月岡雪鼎『女貞訓下所文庫』

図35　小松屋百亀『枕入秘曲　活花二人契子』図36　鈴木春信『風流艶色まねゑもん』

図38　礒田湖龍斎『風流十二季の栄花』 図37　礒田湖龍斎『風流十二季の栄花』
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取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
こ
の
絵
で
は
、
題
讃
の
み
な
ら
ず
、
少
女
の

衣
装
に
お
い
て
も
初
体
験
の
状
況
と
心
情
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、『
風
流
十
二
季
の
栄
花
』
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
面
白
い
衣

装
見
立
て
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
九
図
の
「
菊
月
」（
九
月
）
の
絵
で
、
そ
こ

に
は
町
家
の
奥
座
敷
で
夫
婦
が
昼
寝
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
奉
公
人
の
若
衆
が

忍
び
込
み
、
背
後
か
ら
女
主
人
に
仕
掛
け
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。

題
讃
に
は
「
菊
月

寸す
ん

の
間
に
尺
を
越こ

へ
た
り
紅も
み
ぢ葉
鮒ぶ
な

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

若
衆
を
「
鮒
」
に
喩
え
て
、
小
さ
い
鮒
が
ち
ょ
っ
と
の
間
に
成
長
し
て
、「
味

な
魚
」
に
な
る
紅
葉
鮒
に
見
立
て
て
い
る
。
そ
し
て
寝
入
る
男
主
人
の
衣
装
に

は
「
流
水
模
様
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
紅
葉
鮒
の
と
れ
る
琵
琶
湖
の
湖
水
に
見

立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
少
年
の
衣
装
に
「
　

模
様
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
若
者
を
鮒
に
喩
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
絵
で
は
題
讃

の
句
意
が
そ
の
ま
ま
衣
装
表
現
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
双
方
が
同
じ
意
図
の
見

立
て
で
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
色
事
を
楽
し
む
男
女
の
衣
装
が
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
職
業
や

画
趣
を
示
し
て
い
る
例
を
紹
介
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
月
岡
雪
鼎
の
春
本
『
女

令
川
趣
文
』（
明
和
八
年

一
七
七
一
）
で
は
、「
藝
子
」
と
題
さ
れ
た
絵
の
中
に
、

芸
者
娘
が
客
の
男
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
芸
者
娘
の
衣
装
で
あ
り
、
芸
事
を
象
徴
し
た
「
琴
柱
」

の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。「
琴
柱
」
と
は
、
琴
の
胴
の
上
に
置
き
、
弦
を
支

え
る
駒
の
こ
と
で
、
音
の
高
低
差
を
つ
け
る
調
整
器
具
で
あ
る
。
芸
者
に
は
縁

の
深
い
道
具
で
あ
る
た
め
に
、
藝
子
を
示
す
記
号
と
し
て
芸
者
娘
の
振
袖
に
描

か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
月
岡
雪
鼎
の
春
本
『
女
貞
訓
下
所
文
庫
』（
明

和
五
年

一
七
六
八
）
で
は
、「
五
月
」
の
歳
時
を
題
材
に
し
た
絵
の
な
か
で
、

粽
を
つ
く
る
女
性
の
衣
装
に
「
杜
若
」
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。「
杜
若
」

は
「
五
月
」
を
示
す
草
花
な
の
で
、
こ
の
女
性
の
衣
装
模
様
は
画
題
に
あ
わ
せ

て
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
画
趣
と
衣
装
模
様
が
関
連
し
て
描

か
れ
る
と
こ
ろ
に
春
画
の
趣
向
の
一
端
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
春
画
の
衣
装
表
現
な
か
に
は
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
説
話
や
物
語

を
見
立
て
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
尾
政
美
の
『
志
め
は
じ
め
』
に
は
、

男
女
が
岸
辺
で
色
事
に
ふ
け
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
こ
の
男
女

は
一
見
し
た
だ
け
で
は
ご
く
普
通
の
庶
民
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
書
き

入
れ
を
読
む
と
、
こ
の
男
女
が
安
珍
と
清
姫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
な
れ

ば
、
画
中
の
水
面
は
安
珍
に
見
捨
て
ら
れ
た
清
姫
が
怒
り
狂
う
蛇
体
と
な
っ
て

渡
っ
た
日
高
川
で
あ
る
。
こ
の
春
画
は
「
道
成
寺
物
語
」
の
趣
向
を
取
り
入
れ

た
も
の
で
あ
り
、
女
性
の
衣
装
に
「
三
つ
　

」
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
女
性
が
清
姫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
の
春
画

に
は
「
道
成
寺
物
語
」
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
絵
が
い
く
つ
か
存
在
し
、
そ
の

す
べ
て
の
女
性
の
衣
装
に
　

模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
、
歌
舞
伎

の
影
響
か
ら
清
姫
と
い
え
ば
「
　

模
様
」
の
衣
装
と
い
う
決
ま
り
事
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
り
、
春
画
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
が
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
勝
川
春
好
の
春
画
『
会
本
美
図
之
三
巻
』（
天
明
六
年
一
七
八
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六
）
に
古
い
説
話
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
衣
装
見
立
て
が
描
か
れ
て
い
る
。
勝
川

派
の
春
画
に
は
奇
怪
な
絵
が
数
多
く
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
絵
も
そ
の
な
か
の

ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
天
狗
が
流
雲
の
上
で
そ
の
長
い
鼻
を
利
用
し
て
女
性
と
一

戦
を
交
え
て
い
る
〔
図
（（
〕。
春
画
な
ら
で
は
奇
抜
な
表
現
で
見
る
者
を
笑
い

に
誘
う
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
女
性
の
衣
装
で
あ
る
。
そ
の
衣
装
に
は

「
輪
宝
」
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
天
狗
」
と
「
輪
宝
」
と
い
え

ば
『
是
害
房
絵
巻
』
の
説
話
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

説
話
は
、
中
国
か
ら
是
害
房
と
い
う
天
狗
が
日
本
へ
渡
っ
て
き
て
、
日
本
の
高

僧
と
次
々
に
対
決
す
る
話
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
な
か
で
「
輪
宝
」
は
、
是
害

房
が
余
慶
と
い
う
僧
と
争
う
場
面
で
描
か
れ
る
。
高
僧
の
呪
術
で
現
れ
た
「
輪

宝
」
が
こ
の
天
狗
め
ざ
し
て
飛
来
し
て
く
る
。
こ
の
場
面
は
絵
巻
物
で
絵
画
化

さ
れ
て
お
り
〔
図
（（
〕、
お
そ
ら
く
勝
川
春
好
は
、
天
狗
と
一
戦
を
交
え
る
女

性
を
是
害
房
と
輪
宝
が
相
ま
み
え
る
場
面
に
見
立
て
て
、
女
性
の
衣
装
に
「
輪

宝
」
の
模
様
を
描
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
古
い
時
代
の
説
話
が
春
画

の
な
か
に
も
し
っ
か
り
と
溶
け
込
ん
で
お
り
、
そ
の
見
立
て
を
解
く
鍵
が
女
性

の
衣
装
に
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
春
画
に
描
か
れ
た
布
団
の
模
様
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
江
戸
時

代
の
春
画
に
は
布
団
や
掻
い
巻
き
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
模
様
に

は
衣
装
と
同
じ
よ
う
に
見
立
て
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

鈴
木
春
信
の
春
画
『
風
流
江
戸
八
景
』（
明
和
八
年

一
七
七
一
）
の
「
品
川
の

喜き

悦は
ん

」（
第
八
図
）
で
は
、
布
団
の
模
様
が
大
湖
の
水
面
に
見
立
て
ら
れ
て
い

図41　北尾政美『志めはじめ』

図42　勝川春好『会本美図之三巻』
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図43　『是害房絵巻』

図44　鈴木春信『風流江戸八景』

図45　勝川春章『会本新玉門発気』

る
〔
図
（（
〕。
こ
の
絵
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
山
水
画
「
瀟
湘
八
景
」
の
画
題

の
ひ
と
つ
「
遠
浦
帰
帆
」
を
品
川
遊
廓
の
遊
女
と
客
に
見
立
て
た
も
の
で
、

「
遠
浦
帰
帆
」
と
は
中
国
の
洞
庭
湖
の
南
辺
に
位
置
す
る
瀟
湘
と
い
う
景
勝
地

で
、
そ
の
遠
い
浦
に
帆
掛
け
舟
が
帰
っ
て
い
く
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
こ
の
絵
で
は
、
客
が
裸
で
舟
形
を
つ
く
り
、
そ
の
上
に
遊
女
が
乗
り
、

箒
を
櫂
に
、
男
根
を
舵
と
し
て
、
船
頭
が
舟
を
漕
ぐ
情
景
に
見
立
て
て
い
る
。

そ
し
て
、
男
女
の
帆
掛
け
舟
の
下
に
は
「
青
海
波
」
の
模
様
の
布
団
が
敷
か
れ

て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
模
様
は
帰
舟
が
浮
か
ぶ
大
湖
の
水
面
を
表

し
て
い
る
。
春
画
で
は
、
こ
う
し
た
布
団
の
模
様
に
ま
で
「
見
立
て
」
を
取
り

入
れ
て
お
り
、
当
時
の
読
み
手
は
絵
師
が
仕
掛
け
た
そ
の
シ
グ
ナ
ル
を
丁
寧
に

読
み
解
い
て
い
く
こ
と
を
楽
し
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。

　

そ
の
ほ
か
、
勝
川
春
章
の
春
画
『
会
本
新
玉
門
発
気
』（
天
明
八
年

一
七

八
八
）
に
は
、
張
形
で
「
自
慰
を
す
る
女
性
」
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕

が
、
そ
の
女
性
の
布
団
に
は
「
忍
摺
」
の
模
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
忍
草
」
と
は
、
葉
の
裏
側
に
多
く
の
胞
子
を
つ
け
る
シ
ダ
植
物
の
こ
と
で

あ
り
、
子
孫
繁
栄
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
こ
で
本
図
で
は
、「
子
ど
も

が
で
き
な
い
行
為
に
ふ
け
る
女
性
」
と
「
子
ど
も
を
た
く
さ
ん
つ
く
る
植
物

模
様
」
の
落
差
に
よ
っ
て
見
る
者
を
笑
い
に
誘
お
う
と
し
て
い
る
。
ま
た

「
忍
摺
」
は
、
恋
歌
に
お
い
て
相
手
を
偲
ぶ
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
本
図
で

も
、
女
性
が
枕
を
小
脇
に
抱
え
、
艶
書
を
開
き
、
自
慰
に
ふ
け
っ
て
い
る
姿

か
ら
、
相
手
を
想
い
偲
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
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絵
の
布
団
模
様
か
ら
「
子
宝
に
恵
ま
れ
る
意
味
」
と
「
相
手
を
偲
ぶ
意
味
」
の

二
重
の
表
現
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
双
方
の
意
味
が
表
裏
関
係
に

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　　

以
上
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
の
見
立
て
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
う
し
た

例
は
ほ
か
に
も
い
く
つ
も
あ
る
が
、
絵
師
は
春
画
の
衣
装
に
様
々
な
見
立
て
を

描
き
、
何
げ
な
い
模
様
に
も
機
知
に
富
ん
だ
意
味
を
隠
し
込
ん
で
い
っ
た
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
再
び
冒
頭
の
問
い
に
戻
ろ
う
。
な
ぜ
春
画
に
衣
装
が
描
か
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
考
察
を
終
え
た
今
、
こ
の
問
い
へ
の
視
座
が
開
け
て
き

た
に
ち
が
い
な
い
。

　

ま
ず
そ
の
理
由
の
一
点
目
は
、
江
戸
時
代
の
春
画
が
「
風
流
」
を
描
く
こ
と

を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
風
流
」
と
い
え
ば
、
優
雅
で
高
貴
な
概
念

に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
好
色
性
を
多
分
に
含
み
、
さ
ら
に
日
本

文
化
独
特
の
「
か
ざ
り
」
の
意
識
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
こ
の
「
風
流
」
を

母
体
と
し
た
「
か
ざ
り
」
の
意
識
こ
そ
、
春
画
に
衣
装
を
描
か
せ
た
理
由
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。

　

そ
し
て
二
点
目
の
理
由
は
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
は
新
た
な
流
行
を
生
み
出

す
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
と
し
て
の
機
能
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
春

画
と
雛
形
本
に
描
か
れ
た
類
似
模
様
を
比
較
す
る
な
か
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

双
方
は
同
じ
絵
師
に
よ
る
同
じ
版
元
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
共

通
す
る
デ
ザ
イ
ン
も
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
春
画
に
も
雛
形
本
と
同
じ

機
能
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
春
画
や
雛
形
本
は
、
当
世
流
行
り
の

衣
装
模
様
を
先
取
り
し
て
描
く
こ
と
で
、
江
戸
の
服
飾
文
化
を
支
え
る
担
い
手

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
の
統
計
結
果
と

当
時
の
随
筆
な
ど
に
記
さ
れ
た
衣
装
の
流
行
に
関
す
る
記
述
を
照
ら
し
合
わ
せ

て
み
る
と
、
そ
の
内
容
と
傾
向
が
見
事
に
一
致
し
、
春
画
は
色
事
の
場
面
を
通

じ
て
庶
民
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
実
態
を
あ
る
が
ま
ま
に
描
い
て
き
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

さ
ら
に
三
点
目
の
理
由
は
、
春
画
の
衣
装
は
様
々
な
「
見
立
て
」
を
表
現
す

る
た
め
に
描
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
が
才
知
と
工
夫
を
凝
ら
し
た
「
見
立
て
」
を
表
現
す
る
キ
ャ

ン
バ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
春
画
の
読
み
手
は
そ
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
隠
さ
れ
た

意
味
を
探
る
こ
と
を
楽
し
み
、
彼
ら
は
自
ら
の
知
識
や
経
験
か
ら
性
愛
表
現
に

隠
さ
れ
た
意
味
を
探
し
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
三
点
が
、
春
画
に
衣
装
が
描
か
れ
た
理
由
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
江
戸
時
代
の
春
画
に
は
、
こ
う
し
た
理
由
の
す
べ
て
に
共
通
し
て
、
色

事
を
多
彩
に
い
ろ
ど
る
「
か
ざ
り
」
の
意
識
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
意
識

は
男
女
の
性
愛
の
意
識
と
重
な
り
合
う
面
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
辻
惟

雄
氏
は
日
本
の
「
か
ざ
り
の
世
界
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。
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か
ざ
り
の
世
界
の
本
質
は
蝶
の
よ
う
に
優
美
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、

蛾
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
い
種
類
が
あ
っ
て
繁
殖
力
の
強
い
生
命
力
に
富

ん
だ
も
の
、
そ
れ
が
か
ざ
り
の
本
質
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

人
間
の
本
能
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
滅
び
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
し
か
し
近
代
が
そ
れ
を
虚
飾
と
か
無
用
の
長
物
で
あ
る
と
し
て
虐

待
し
て
き
た
た
め
に
、
か
な
り
衰
弱
し
て
き
た
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
）
（（
（

。

　　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
か
ざ
り
の
世
界
」
の
本
質
と
は
、「
繁
殖
力
の
強

い
生
命
力
に
富
み
」「
人
間
の
本
能
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
」「
近
代
が
そ
れ

を
虐
待
し
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
質
は
、
ど
こ
か
人
間
の
性

の
営
み
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
何
か
を
か
ざ
る
意
識
も
、
男
女
が

惹
か
れ
合
う
意
識
も
、
じ
つ
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
、
人
を
惑
わ
す
魅
惑
を
秘

め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
「
性
愛
」
と
「
か
ざ
り
」
は
重
な
り
合
い
、
し
か

も
、
こ
の
ふ
た
つ
の
情
熱
は
春
画
の
世
界
で
よ
り
固
く
結
ば
れ
て
い
く
。

　

む
ろ
ん
、
こ
の
「
性
愛
」
と
「
か
ざ
り
」
は
「
風
流
」
と
い
う
概
念
を
母
体

に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
概
念
に
は
「
笑
い
」
も
含
ま
れ
る
。
こ
こ
に
、

江
戸
時
代
の
春
画
の
本
質
が
秘
め
ら
れ
て
お
り
、
春
画
と
い
え
ば
大
胆
な
性
表

現
に
目
が
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
そ
う
し
た
生
々
し
い
表
現
の
ま
わ

り
に
、
じ
つ
に
多
彩
な
「
風
流
」
の
側
面
が
あ
ま
た
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

注（
１
）　

初
期
（
元
禄
期
前
後
）
の
江
戸
春
画
か
ら
文
化
期
ま
で
の
約
百
年
間
に
刊

行
さ
れ
た
春
画
の
約
二
千
五
百
図
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
）
を
分
析
し
た
結
果
、
性
行
為
を
お
こ
な
う
男
女
の
着
衣

比
率
は
【
表
１
】（
本
文
一
五
八
頁
）
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。

（
２
）　

田
中
優
子
「
春
画
の
隠
す
・
見
せ
る
」（『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
上
）』

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
五
頁
）

（
３
）　

白
倉
敬
彦
『
江
戸
の
春
画　

そ
れ
は
ポ
ル
ノ
だ
っ
た
の
か
』
洋
泉
社
、
二

〇
〇
二
年
、
一
八
四
頁

（
４
）　

石
上
阿
希
「
な
ぜ
衣
装
を
つ
け
た
ま
ま
な
の
か
」（『
春
画　

江
戸
の
絵
師

四
十
八
人　

』
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
四
〇
頁　

四
一
頁
）

（
５
）　

注
（
３
）
前
掲
書
、
一
七
八
頁

（
６
）　

岡
崎
義
恵
『
日
本
藝
術
思
潮　

第
二
巻
の
上
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
、

二
一
頁

（
７
）　

辻
惟
雄
『
奇
想
の
図
譜　

か
ら
く
り
・
若
冲
・
か
ざ
り
』
平
凡
社
、
一
九

八
九
年
、
二
二
五
頁

（
８
）　

小
西
甚
一
「
風
流
と
風
狂
」（『
日
本
文
学
と
仏
教 

第
五
巻
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
、
二
二
七
頁
）

（
９
）　

注
（
８
）
前
掲
論
文
、
二
三
三
頁　

二
三
五
頁

（
（（
）　

郡
司
正
勝
「
風
流
と
見
立
」（『
郡
司
正
勝
刪
定
集 

第
六
巻
』
白
水
社
、

一
九
九
二
年
、
二
四
三
頁　

二
四
五
頁
）

（
（（
）　
『
狂
雲
集
』（『
一
休
和
尚
全
集 

第
一
巻 

狂
雲
集
（
上
）』
平
野
宗
浄
訳
注
、

春
秋
社
、
一
九
九
七
年
、
三
三
四
頁
）

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
八
頁　

九
頁
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（
（（
）　
『
男
色
十
寸
鏡
』（『
近
世
文
芸
資
料

第
十
』
古
典
文
庫
、
一
九
六
八
年
、

二
七
九
頁
）

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
四
五
頁

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
二
五
一
頁

（
（（
）　

注
（
６
）
前
掲
書
、
三
二
六
頁　

三
三
四
頁

（
（（
）　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
「
師
宣
と
明
朝
の
名
作
艶
本
『
風
流
絶
暢
図
』
原

寸
複
刻
」（『
季
刊
浮
世
絵
六
四
』
画
文
堂
、
一
九
七
六
年
、
一
〇
九
頁　

一
一

一
頁
）

（
（（
）　

澁
井
清
『
初
期
板
畫
れ
ん
ぼ
ゑ
づ
く
し
』
ア
ソ
カ
書
房
、
一
九
五
四
年
、

二
一
頁　

二
四
頁

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
論
文
、
一
〇
九
頁

（
（（
）　

澁
井
清
編
『
元
禄
古
版
畫
集
英
』
古
版
畫
研
究
學
會
、
一
九
二
六
年

（
（（
）　

林
美
一
『
艶
本
研
究
師
宣
』
有
光
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
一
七
頁

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
一
〇
八
頁

（
（（
）　

林
美
一
『
江
戸
枕
絵
師
集
成

勝
川
春
章
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
一

年
、
一
二
一
頁

（
（（
）　
『
一
蝶
流
謫
考
』（
天
保
八
年

一
八
三
七
）（『
続
燕
石
十
種
〔
第
一
巻
〕』

中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
五
七
頁
）

（
（（
）　

ま
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
竹
洞
画
論
』（
享
和
二
年

一
八
〇
二
）
に

「
う
き
世
又
兵
衛
・
菱
川
・
西
川
が
輩
、
皆
当
世
風
流
の
姿
を
画
が
き
て
其
名

を
得
た
る
者
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

郡
司
正
勝
「
風
流
と
や
つ
し
」（『
郡
司
正
勝
刪
定
集 

第
六
巻
』
白
水
社
、

一
九
九
二
年
、
二
八
四
頁
）

（
（（
）　
『
俳
諧
増
補
提
要
録
』（『
俳
論
作
法
集
』
博
文
館
、
一
九
一
四
年
、
三
五

頁
）

（
（（
）　

ほ
か
に
も
評
判
記
『
た
き
つ
け
草
』（
延
宝
五
年

一
六
七
七
）
の
な
か
で

は
「
い
で
や
彼か

の
方か
た

相つ
き

応〴
〵

し
く
、
風お

流か

し
事こ
と

ど
も
数か
ぞ

へ
て
見
ん
」
と
、「
風

流
」
の
言
葉
を
「
お
か
し
き
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
論
文
、
一
一
一
頁

（
（（
）　

佐
野
み
ど
り
『
風
流
・
造
形
・
物
語　

日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』
ス
カ

イ
ド
ア
、
一
九
九
七
年
、
五
六
頁

（
（（
）　

植
木
行
宣
「
小
袖
の
風
流
」（『
藝
能
史
研
究 

第
一
四
一
号
』
藝
能
史
研

究
會
、
一
九
九
八
年
、
一
一
五
頁　

一
二
一
頁
）

（
（（
）　

注
（
７
）
前
掲
書
、
二
二
三
頁　

二
二
四
頁

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
三
一
三
頁　

三
一
四
頁

（
（（
）　

丸
山
伸
彦
『
江
戸
モ
ー
ド
の
誕
生　

文
様
の
流
行
と
ス
タ
ー
絵
師
』
角
川

学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
六
頁

（
（（
）　

た
と
え
ば
、
雛
形
本
『
新
板
小
袖
御
ひ
い
な
か
た
』（
延
宝
五
年

一
六 

七
七
）
の
跋
文
で
は
「
今い
ま

亦ま
た

當た
う

世せ
い

の
風ふ
う

流や
う

を
あ
ら
た
め
老お
い

た
る
若わ
か

き
そ
れ
〴
〵

に
わ
か
ち
て
出
之
者
也
」
と
、
先
ほ
ど
の
春
画
『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』
と
ほ
ぼ

同
じ
文
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
雛
形
本
『
友
禅
ひ
い
な
か
た
』

（
貞
享
五
年

一
六
八
八
）
の
序
文
で
は
「
今
様
の
香き
や

車し
や

な
る
物
数す

寄き

に
か
な
ひ

上
は
日
の
め
も
し
ら
ぬ
お
く
方
下
は
と
ろ
ふ
む
女
の
わ
ら
は
に
い
た
る
ま
で
此

風ふ
り

流ゆ
う

に
な
れ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
雛
形
本
『
新
選
當
流
相
生
雛
か

た
』（
正
徳
元
年

一
七
一
一
）
の
序
文
で
は
「
花く
わ
て
う
ふ
う
げ
つ

鳥
風
月
の
餘よ

情せ
い

華き
や

奢し
や

風ふ
う

流り
う

の

正た
ゞ

中な
か

を
う
つ
し
お
し
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
雛
形
本
」
が

「
風
流
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（（
）　

注
（
３
）
前
掲
書
、
一
八
九
頁
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春画と衣装

（
（（
）　
『
無
名
翁
随
筆
』（
天
保
四
年

一
八
三
三
）
に
「
吉
兵
衛
師
宣
は
、
若
年

の
時
よ
り
江
戸
に
移
り
居
し
て
、
縫
箔
師
を
業
と
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

丸
山
伸
彦
「
小
袖
雛
形
本
研
究
序
章
」（『
日
本
美
術
史
の
水
脈
』
ぺ
り
か

ん
社
、
一
九
九
三
年
、
七
三
六
頁
）

（
（（
）　

ほ
か
に
西
川
祐
信
の
春
本
で
は
、『
風
流
色
貝
合
』（
宝
永
八
年

一
七
一

一
）
や
『
風
流
御
長
枕
』（
宝
永
七
年

一
七
一
〇
）
に
「
水
葵
」
の
着
物
模
様

が
描
か
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

そ
の
ほ
か
、「
渦
水
と
石
懸
」
や
「
舟
橋
」
な
ど
の
着
物
模
様
が
西
川
祐

信
の
雛
形
本
と
春
画
に
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

そ
の
ほ
か
、
雛
形
本
の
趣
向
を
用
い
た
春
画
と
し
て
は
、
杉
村
治
兵
衛
に

よ
る
『
小
袖
も
や
う
ま
く
ら
絵
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）
が
あ
る
。
そ
の
タ

イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
衣
装
模
様
の
描
写
を
意
識
し
た
春
画
で
あ
り
、

当
世
流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
西

川
祐
信
の
春
本
『
色
ひ
い
な
形
』（
宝
永
八
年

一
七
一
一
）
も
雛
形
本
や
絵
本

と
同
じ
よ
う
に
「
御
所
風
」「
侍
風
」「
百
姓
風
」「
町
風
」「
商
職
風
」
と
世
相

風
俗
の
様
子
を
職
種
や
身
分
に
分
け
て
描
い
て
い
る
。

（
（（
）　

な
お
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
江
戸
時

代
の
春
画
を
網
羅
的
に
収
集
し
て
い
る
た
め
嗜
好
の
偏
り
が
少
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
と
は
い
え
、
絵
師
に
よ
っ
て
は
五
作
品
に
満
た
な
い
数
量
し
か
所
蔵
さ

れ
て
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
五
作
品
以
下
で
も
分
析
の
対
象
に
加
え

た
。

（
（（
）　
『
反
古
染
』（
近
世
後
期
）（『
続
燕
石
十
種 

第
一
巻
』
中
央
公
論
社
、
一

九
八
〇
年
、
二
一
一
頁
）

（
（（
）　
『
色
道
大
鏡
』（
延
宝
六
年

一
六
七
八
）（『
新
版 

色
道
大
鏡
』
八
木
書
店
、

二
〇
〇
六
年
、
四
九
頁
）

（
（（
）　

長
崎
巌
「
江
戸
時
代
中
期
の
小
袖
意
匠　

小
袖
意
匠
に
お
け
る
元
禄
期
の

意
味　

」（『M
U
S
E
U
M
 
N
o
.417  

』
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
八
五
年
、
一

六
頁
）

（
（（
）　

ま
た
『
守
貞
謾
稿
』（
天
保
八
年　

嘉
永
六
年

一
八
三
七　

一
八
五
三
）

の
「
染
織
」
に
は
「
晴
服
、
男
子
ハ
縞
物
ヲ
専
ト
ス
。
女
子
ハ
、
小
紋
縞
ト
モ

ニ
縮
緬
ヲ
専
ト
ス
。（
中
略
）
男
服
藝
服
ニ
至
リ
テ
ハ
、
三
都
男
女
ト
モ
縞
物

ヲ
用
フ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

な
お
一
点
、
春
画
に
お
け
る
裾
模
様
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、「
帯
」
の
装
飾
が
ひ
じ
ょ
う
に
豪
華

に
な
り
、
そ
の
た
め
小
袖
の
模
様
は
帯
の
装
飾
を
目
立
た
せ
る
た
め
に
裾
の
ほ

う
へ
後
退
し
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
の
春
画
は
こ
う
し
た
「
裾
模
様
」
の
流
行

も
的
確
に
捉
え
て
お
り
、
明
和
、
安
永
、
天
明
期
以
降
の
春
画
に
こ
の
「
裾
模

様
」
の
衣
装
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
分
析
。

（
（（
）　

江
戸
時
代
の
衣
装
と
性
差
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
春
画
の
み
な
ら
ず
、
詳

細
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
森
理
恵
氏
は
『
桃
山
・
江
戸
の
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー　

描
か
れ
た
流
行
の
変
遷
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）

の
な
か
で
「
小
袖
・
振
袖
の
模
様
に
は
、
女
性
男
性
の
区
別
は
あ
ま
り
な
く
、

振
袖
と
小
袖
の
区
別
そ
の
も
の
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
っ
た
」（
一
二
五
頁
）
と

指
摘
し
て
い
る
。

（
（0
）　

早
川
聞
多
「
春
画
と
歳
事
」（『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
上
）』
中
央
公
論

新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
七
四
頁　

一
七
六
頁
）

（
（（
）　

辻
惟
雄
・
高
階
秀
爾
ほ
か「
日
本
を
か
ざ
る　

装
飾
に
み
る
日
本
の
心
」



178

（『
日
本
の
美
学
』
第
一
八
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
年
、
五
九
頁
）
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

は
じ
め
に

　

本
論
は
、
一
九
三
一
年
十
月
に
公
開
さ
れ
た
日
本
映
画
『
殉
教
血
史

日
本

廿
六
聖
人
』（
以
下
、『
二
十
六
聖
人
』）
を
取
り
上
げ
、
こ
の
作
品
の
製
作
及
び

上
映
の
経
過
を
具
体
的
に
辿
り
つ
つ
、
満
州
事
変
前
後
の
時
期
に
お
け
る
日
本

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の

映
画
は
、
当
時
、
日
本
統
治
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
の
京
城
（
現
、
韓
国
の
ソ
ウ
ル

市
）
で
、
牧
畜
事
業
を
営
ん
で
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
平
山
政ま
さ

十じ
ゆ
う（

一
八
八

〇　

一
九
五
八
）
が
、
巨
額
の
個
人
資
産
を
投
入
し
て
製
作
し
た
作
品
で
あ
る
。

日
活
の
京
都
太
秦
撮
影
所
で
製
作
さ
れ
、
一
般
向
け
に
公
開
さ
れ
た
商
業
映
画

作
品
で
あ
る
が
、
平
山
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
も
と
、
多
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
関
係
者
の
協
力
を
え
て
製
作
さ
れ
た
経
緯
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
実
上
、

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
生
み
だ
し
た
最
初
の
本
格
的
劇
映
画
と
い
う
べ
き

性
格
を
そ
な
え
て
い
た
。
作
品
は
、
日
本
や
そ
の
海
外
植
民
地
で
公
開
さ
れ
た

後
、
平
山
個
人
の
奔
走
に
よ
っ
て
、
北
米
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
興
行
が
試
み
ら

れ
て
い
る
）
（
（

。

　

映
画
は
、
一
五
九
七
年
、
長
崎
で
処
刑
さ
れ
た
二
十
六
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
殉
教
の
史
実
に
よ
っ
た
物
語
で
あ
る
。
当
時
の
代
表
的
な
時
代
劇
監
督
で
あ

る
池
田
富
保
が
演
出
を
担
当
し
、
ペ
ド
ロ
・
バ
プ
チ
ス
タ
神
父
を
演
じ
た
主
演

の
山
本
嘉
一
を
は
じ
め
、
片
岡
千
恵
蔵
、
伏
見
直
江
、
山
田
五
十
鈴
な
ど
が
出

演
し
て
い
る
。
物
語
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
ス
ペ
イ
ン
人
神
父
ペ
ド
ロ
・
バ

プ
チ
ス
タ
が
日
本
に
到
着
す
る
シ
ー
ン
に
始
ま
り
、
前
半
部
分
で
は
、
神
父
ら

の
京
都
を
中
心
と
し
た
畿
内
の
布
教
活
動
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
半
で
は
、
ス

ペ
イ
ン
船
の
難
破
事
件
を
契
機
に
、
豊
臣
秀
吉
が
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
は
同

国
に
よ
る
日
本
支
配
の
目
的
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
疑
惑
を
抱
い
た
た
め
、

教
会
を
弾
圧
し
、
神
父
や
信
者
ら
が
捕
縛
さ
れ
た
末
に
、
長
崎
で
処
刑
さ
れ
る

映
画
『
殉
教
血
史

日
本
二
十
六
聖
人
』
と
平
山
政
十

　

　
　

一
九
三
〇
年
代
前
半
期
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
文
化
事
業

山　

 

梨　
　

 

淳　
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と
こ
ろ
ま
で
が
描
か
れ
て
お
り
、
最
後
に
、
殉
教
か
ら
約
二
百
五
十
年
を
経
た

一
八
六
二
年
、
バ
チ
カ
ン
で
お
こ
な
わ
れ
た
二
十
六
人
の
列
聖
式
の
場
面
で
締

め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　

十
六
世
紀
末
、
日
本
で
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
殉
教
者
を
だ
し
た
こ
の
迫

害
事
件
に
関
し
て
は
、
同
時
代
の
宣
教
師
に
よ
っ
て
、
西
欧
世
界
に
報
告
さ
れ

て
以
降
、
数
多
く
の
著
書
が
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
昭
和
初
期

に
製
作
さ
れ
た
こ
の
無
声
映
画
に
関
し
て
は
、
管
見
の
限
り
、
い
ま
だ
本
格
的

な
研
究
は
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
概
説
書
で
も
、

こ
の
映
画
作
品
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
）
（
（

、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
関
係
者
の

エ
ッ
セ
イ
類
を
別
に
す
れ
ば
）
（
（

、
近
年
で
は
、『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』
の
項

目
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
目
立
つ
程
度
で
あ
る
）
（
（

。

　

し
か
し
、
以
下
の
論
述
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
映
画
界
と
は
無
縁
の
一

人
の
日
本
人
信
徒
が
、
教
会
関
係
者
の
支
援
を
受
け
て
実
現
さ
せ
た
こ
の
映
画

の
製
作
は
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
、
当
時
置
か
れ
て
い
た
困
難
な
社
会

的
状
況
に
対
し
て
、
打
開
を
図
る
べ
く
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
代
日
本

の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
歴
史
に
お
い
て
、
無
視
で
き
な
い
重
要
性
を
も
つ
出
来

事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
山
政
十
は
、
こ
の
殉
教
映
画
を
、
キ
リ
シ
タ

ン
時
代
に
対
す
る
個
人
的
な
関
心
や
、
芸
術
家
的
欲
求
に
促
さ
れ
て
、
製
作
に

取
り
組
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。「
一
に
は
国
民
教
化
の
資
料
と
し
て
三
百
年
来

の
伝
統
的
誤
解
を
と
き
、
二
に
は
国
外
に
対
す
る
日
本
国
民
性
の
宣
伝
と
も
な

そ
う
と
す
る
）
（
（

」
と
い
う
彼
の
製
作
目
的
の
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
内
の

観
客
に
向
け
て
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
偏
見
を
払
拭
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
国
外
の
観
客
に
対
し
て
は
、
日
本
人
信
徒
の
殉
教
の
史
実

を
通
し
て
、
日
本
国
民
の
優
れ
た
精
神
を
紹
介
し
、
日
本
の
対
外
的
イ
メ
ー
ジ

を
向
上
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
こ
の
映
画
は
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

点
に
お
い
て
、
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
は
、
語
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
意
味
に
お
い

て
も
、
ま
た
、
政
治
的
意
味
に
お
い
て
も
、「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
映
画
（
宣

教
・
宣
伝
映
画
）
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

　

一
九
三
〇
年
代
前
半
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
関
す
る
現
在
ま
で
の
研
究
者

の
主
な
関
心
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
、
軍
国
主
義
化
し
て
い
く
日
本
社
会
に

お
い
て
、
社
会
的
な
迫
害
の
対
象
に
な
っ
た
出
来
事
（
暁
星
中
学
と
上
智
大
学

の
配
属
将
校
引
き
揚
げ
事
件
、
大
島
高
等
女
学
校
へ
の
迫
害
運
動
な
ど
）
に
向
け
ら

れ
て
き
た
）
（
（

。
こ
の
た
め
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
文
化
事
業
に
対
し
て
、
関
心
が
向
け
ら
れ
る
機
会
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
結

果
、
満
州
事
変
直
後
の
時
期
に
公
開
さ
れ
た
こ
の
映
画
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
社

会
一
般
に
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
証
左
と
し
て
、
当
時
の
日
本
人
信
徒
に
、

希
望
を
与
え
て
い
た
事
実
な
ど
が
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
で
は
閑
却
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
映
画
の
海
外
興
行
は
、
当
時
、
諸
外
国
で
悪
化
し
つ
つ
あ
っ
た

日
本
イ
メ
ー
ジ
を
改
善
す
る
と
い
う
日
本
の
国
策
的
な
要
求
に
応
え
て
お
こ
な

わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
平
山
政
十
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
、
真
の
愛
国
者

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
日
本
社
会
に
お
い
て
自
他
に
証
明
せ
ん
が
た
め
に
、
こ
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

の
よ
う
な
宣
伝
活
動
に
積
極
的
に
従
事
す
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

彼
の
海
外
興
行
に
は
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
、
後
に
日
本
の
帝
国
主
義

的
政
策
へ
協
力
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
そ
の
動
き
に
先
鞭
を
つ
け
た
と
い
う

一
面
が
み
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
近
年
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、

戦
前
の
教
会
が
、
な
ぜ
、
戦
争
協
力
を
お
こ
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
か

ら
、
こ
の
時
期
の
歴
史
的
な
再
検
討
が
提
言
さ
れ
て
い
る
が
）
（
（

、
本
論
は
、『
二

十
六
聖
人
』
映
画
の
製
作
と
興
行
と
い
う
文
化
事
業
の
考
察
を
通
し
て
、
満
州

事
変
前
後
の
時
期
、
教
会
が
い
か
に
危
機
の
時
代
に
向
き
合
っ
て
い
た
か
を
明

ら
か
に
し
、
こ
の
問
題
意
識
の
一
端
に
応
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
試
み
は
、
従
来
や
や
一
面
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
感
の
あ
る
一
九

三
〇
年
代
前
半
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
動
向
に
対
し
、
よ
り
陰
影
を
も
っ
て

捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。

一
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
映
画

　

十
九
世
紀
末
に
誕
生
し
た
映
画
が
、
娯
楽
産
業
と
し
て
急
速
に
発
展
し
て
い

く
な
か
、
欧
米
諸
国
で
は
聖
書
や
初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
に
材
を
と
っ
た
作
品

が
、
初
期
か
ら
盛
ん
に
製
作
さ
れ
て
い
た
）
（
（

。
こ
れ
ら
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
映
画

は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
国
の
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
て
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
信
者
で
も
、
映
画
に
関
心
の
あ
る
者
は
、
公
開
時
に
熱
心
に
足
を
運
ん
で
、

感
銘
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
の
『
声
』
に
は
、
一
九

一
〇
年
代
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
劇
映
画
の
鑑
賞
記
や
作
品
紹
介
が
折
に
ふ
れ
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
）
（
（

、
こ
れ
ら
の
記
事
で
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
な
じ
み
の
う

す
い
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
作
品
が
、
一
般
の
観
客
を
集
め
て
、
熱
心
に
鑑
賞
さ

れ
て
い
る
事
実
が
、
記
者
の
関
心
を
引
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
映
画
の
鑑
賞
は
、

「
布
教
上
、
百
の
下
手
な
説
教
よ
り
も
遥
か
に
有
効
で
あ
る
。
異
教
人
は
楽
し

み
な
が
ら
、
基
督
教
を
学
び
、
信
者
は
骨
折
無
し
に
信
仰
を
養
う
こ
と
が
出
来

る
」
と
い
う
点
で
、
評
価
を
受
け
て
い
た
）
（（
（

。
ま
た
、
教
会
関
係
者
が
、
キ
リ
ス

ト
教
劇
映
画
の
自
主
上
映
会
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
（（
（

。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
の
記
事
で
は
、
映
画
作
品
が
児
童
や
青
少
年
に
風
紀
面
で

悪
影
響
を
与
え
る
危
険
性
に
関
し
て
、
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
）
（（
（

。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
俗
悪
な
作
品
が
存
在
す
る
こ

と
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
映
画
を
全
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
の
愚
を
説
き
、
そ
の

教
育
的
影
響
力
を
認
め
て
、
宣
教
手
段
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て

い
る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
出
版
や
講
演
活
動
を
中
心

と
す
る
旧
来
の
宣
教
活
動
が
、
大
衆
化
し
た
近
代
社
会
で
は
、
十
二
分
の
成
果

を
も
は
や
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
教
会
関
係
者
の
現
状
認
識
が
あ
っ

た
。

　

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、『
声
』『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
な
ど
の
カ
ト
リ
ッ

ク
雑
誌
に
、
国
産
の
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
作
品
の
誕
生
を
待
望
す
る
記
事
が
現
れ

る
よ
う
に
な
る
。

「
わ
が
日
本
に
も
真
の
優
秀
な
る
公
教
映
画
の
作
製
さ
れ
ん
こ
と
は
甚
だ
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望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
殊
に
、
外
国
映
画
会
社
と
提
携
し
て
、
切
支
丹
迫

害
当
時
の
映
画
の
作
製
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
に
わ
れ
に
は
豊
富
な
る

多
く
の
材
料
が
あ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
れ
こ
そ
わ
が
日
本
の
真
価

を
世
界
的
に
代
表
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（「
映
画

の
全
盛
時
代
」『
声
』
六
一
二
号
、
一
九
二
七
年
一
月
、
五
七
頁
）

「
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
誰
か
が
映
画
で
宣
伝
を
始
め
な
い
か
な
あ

と
、
私
は
日
頃
か
ら
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
単
に
実
写
で
あ
っ

て
は
面
白
く
な
い
。
文
部
省
の
教
育
映
画
の
如
き
で
は
、
尚
更
に
失
敗
で

終
わ
る
の
で
あ
る
。
誰
も
観
て
く
れ
な
い
か
ら
。
映
画
芸
術
と
し
て
恥
ず

か
し
く
な
い
映
画
を
製
作
し
て
、
華
々
し
く
世
間
に
問
い
た
い
の
で
あ

る
。」（
岡
崎
喜
蔵
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
映
画 

（
三
）」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
八
巻
、
四

号
、
一
九
二
八
年
四
月
、
二
八
頁
）

「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
は
、
他
の
ど
れ
よ
り
も
偉
大
な
劇
的
要
素
を
、
多

分
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
犠
牲
、
博
愛
、
殉
教
、
偉
大
、
等
今
ま
で

の
歴
史
が
示
す
如
く
に
、
一
番
人
間
の
本
心
に
触
れ
た
偉
大
な
も
の
が
、

含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
同
上
、
二
九
頁
）

　

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
『
声
』
誌
の
匿
名
記
事
で
は
、
来
る
べ
き
カ
ト
リ
ッ
ク

映
画
が
、
日
本
国
内
の
上
映
で
、
宣
教
の
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
、
そ
の
作
品

の
芸
術
性
を
も
っ
て
し
て
、
外
国
の
観
客
に
対
し
、「
日
本
の
真
価
」
を
訴
え

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、『
二
十
六
聖
人
』
の
映
画
化

計
画
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
製
作
意
図
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認

で
き
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
平
山
が
、
映
画
製
作
を
待
望
す
る
こ
の
よ
う
な
教

会
関
係
者
の
声
に
影
響
さ
れ
つ
つ
、
計
画
を
進
め
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
製
作
を
伝
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
の
記

事
に
は
、「
切
支
丹
も
の
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
映
画
化
は
既
に
喚
ば
れ
て
い
た
」

と
い
う
一
文
が
み
え
る
の
で
）
（（
（

、
教
会
の
中
で
は
、
こ
の
作
品
の
企
画
が
、
信
徒

の
従
来
か
ら
の
期
待
を
実
現
化
す
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　

昭
和
初
年
、
キ
リ
シ
タ
ン
劇
の
映
画
製
作
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
係
者

の
間
で
、
一
般
的
な
支
持
を
得
る
気
運
は
、
こ
の
よ
う
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
が
、

も
し
、
平
山
が
、
私
財
を
投
じ
て
映
画
の
製
作
に
着
手
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

こ
の
時
期
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
の
製
作
は
、
恐
ら
く
実
現
さ
れ
る
こ
と

な
く
終
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
に
在
住
し
て
い
た
平
山
が
、
こ
の
よ
う

な
映
画
の
製
作
を
待
望
す
る
教
会
関
係
者
の
声
を
、
製
作
に
取
り
掛
か
る
前
、

直
接
、
耳
に
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
彼
の
製
作
動
機

に
は
、
出
身
地
の
長
崎
教
区
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
が
、
深
く
関
わ
っ
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
章
で
、
平
山
の
伝
記
的
事
実
を
辿
り
な
が
ら
、
彼
が
、

ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
映
画
製
作
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
の
か
を
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。
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二
、
平
山
政
十
と
映
画
『
二
十
六
聖
人
』
の
製
作

　

平
山
政
十
は
、
一
八
八
〇
年
、
長
崎
浦
上
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
家
系
に
生

ま
れ
た
人
物
で
あ
り
、
彼
の
伯
父
と
伯
母
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
へ
の
迫
害
（
浦
上
四
番
崩
れ
）
を
耐
え
抜
い
た
敬
虔
な
信
者
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
教
育
系
修
道
会
の
マ
リ
ア
会
が
経
営
す
る
長
崎
の
英
仏
語
専
門
学

校
（
後
の
海
星
学
園
）
で
学
び
、
こ
の
間
、
外
国
人
修
道
士
の
教
育
を
受
け
、

フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
の
基
礎
知
識
を
身
に
付
け
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
〇
五
年

か
ら
、
マ
ル
セ
イ
ユ
に
留
学
し
、
一
九
一
〇
年
に
帰
朝
し
た
後
、
朝
鮮
に
移
住

し
、
父
親
の
始
め
て
い
た
牧
畜
事
業
に
従
事
し
た
。
事
業
に
成
功
し
た
彼
は
、

救
貧
事
業
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
活
躍
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
二
八
年
、

そ
の
社
会
事
業
の
功
績
が
認
め
ら
れ
て
、
紺
綬
褒
章
を
受
け
て
い
る
）
（（
（

。

　

一
九
一
九
年
、
朝
鮮
総
督
に
就
任
し
た
斎
藤
実
は
、「
文
化
統
治
」
の
名
で

知
ら
れ
る
植
民
地
経
営
に
お
い
て
、
宗
教
政
策
を
重
視
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対

し
て
比
較
的
寛
容
な
政
策
を
と
っ
て
い
た
が
）
（（
（

、
平
山
は
、
こ
の
斎
藤
の
厚
い
信

頼
を
受
け
、
親
し
い
関
係
を
築
き
あ
げ
て
い
た
。
平
山
は
、
斎
藤
実
の
序
文
を

掲
げ
て
出
版
し
た
著
書
『
万
歳
騒
動
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
』（
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教

報
社
、
一
九
三
〇
年
）
で
、
一
九
一
九
年
に
起
こ
っ
た
最
初
の
朝
鮮
の
独
立
運

動
で
あ
る
三
・
一
独
立
運
動
に
お
い
て
、
多
数
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
こ
の
運

動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
関
与
せ
ず
、

日
本
の
統
治
体
制
に
従
順
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
）
（（
（

。
斎
藤
に
と
っ
て
、

平
山
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
と
い
う
宗
教
的
属
性
も
、
一
つ
の
評
価
対
象
と
み
な

さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
平
山
の
よ
う
な
目
立
っ
た
学
歴
や
人
脈
を
持
ち

あ
わ
せ
な
い
民
間
人
が
、
陸
軍
出
身
の
実
力
者
と
懇
意
に
な
り
え
た
の
は
、
植

民
地
と
い
う
本
土
と
は
異
な
っ
た
環
境
が
大
き
く
与
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

斎
藤
は
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
に
関
し
て
も
、
平
山
に
惜
し
み
な
い
援
助

を
し
て
い
た
。
作
品
の
公
開
時
、
こ
の
映
画
の
賛
助
者
に
は
、
現
首
相
の
若
槻

礼
次
郎
、
前
首
相
の
浜
口
雄
幸
、
政
友
会
総
裁
の
犬
養
毅
な
ど
の
政
界
の
実
力

者
が
名
を
連
ね
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
政
府
高
官
ら
を
映
画
の
賛
助
者
に
加
え

た
い
と
い
う
平
山
の
依
頼
を
、
斎
藤
が
聞
き
入
れ
て
、
実
現
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
）
（（
（

。
平
山
は
、
一
九
三
〇
年
、
映
画
ロ
ケ
の
た
め
ロ
ー
マ
へ
出
発
す
る
前
、

「
既
に
日
本
で
は
斎
藤
朝
鮮
総
督
、
濱
口
首
相
、
幣
原
外
務
、
牧
野
内
大
臣
、

若
槻
全
権
、
其
他
朝
野
有
力
者
の
熱
誠
な
声
援
を
得
て
い
る
の
で
、
き
っ
と
望

み
を
達
し
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
語
っ
て
い
る
が
）
（（
（

、
ロ
ー
マ
で
、
彼
が
ム
ッ
ソ
リ

ー
ニ
と
面
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
斎
藤
の
人
脈
を
介
し
て
、
現
地
の
日

本
政
府
関
係
者
の
協
力
を
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
斎
藤
は
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
完
成
時
、
試
写
会
に
招
待
さ
れ

て
い
る
）
（（
（

。
ま
た
、
平
山
は
、
一
九
三
一
年
十
二
月
、
映
画
興
行
の
た
め
に
渡
米

す
る
前
、
ベ
ル
ギ
ー
の
京
城
駐
在
の
名
誉
領
事
に
就
任
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も

斎
藤
の
推
挽
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
）
（（
（

。
首
相
在
任
中
に
も
、
平
山
が
滞

欧
中
に
苦
境
に
陥
っ
た
時
、
彼
に
経
済
的
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
て
い
る
が
）
（（
（

、

こ
れ
ら
の
平
山
に
対
す
る
並
は
ず
れ
た
好
意
は
、
斎
藤
の
彼
へ
の
評
価
が
相
当
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高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

朝
鮮
の
一
事
業
主
だ
っ
た
平
山
が
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
製
作
を
志
し

た
動
機
は
、
彼
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
映
画
製
作
の
四
年
前
、
十
年

ぶ
り
に
戻
っ
た
長
崎
で
、
伯
父
の
守
山
甚
三
郎
か
ら
、
浦
上
信
徒
の
受
け
た
迫

害
の
体
験
談
を
聞
く
機
会
が
あ
り
、
そ
の
時
に
受
け
た
感
銘
か
ら
、
過
去
の
日

本
人
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
事
績
を
映
画
で
広
く
紹
介
し
よ
う
と
思
い
た
っ
た
こ

と
に
あ
る
と
い
う
）
（（
（

。
こ
の
時
、
平
山
が
、
出
版
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
手
段
を
と

ら
ず
に
、
あ
え
て
劇
映
画
の
製
作
に
臨
ん
だ
の
は
、
彼
が
、
宣
教
手
段
と
し
て

の
映
画
の
可
能
性
に
注
目
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

映
画
公
開
の
一
年
前
に
あ
た
る
一
九
三
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
あ
る
カ
ト
リ
ッ

ク
雑
誌
の
記
事
に
は
、
平
山
が
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
が
大
衆
と
風
馬
牛
な
る
を
慨

し
、
多
年
、
教
会
有
志
の
間
に
映
画
作
成
の
こ
と
を
は
か
っ
て
い
た
が
、
長
崎

司
教
の
御
奨
励
、
信
者
有
力
者
間
の
助
言
献
策
を
得
」
て
、「
日
本
の
殉
教

者
」
映
画
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。
こ
の
記
述
か
ら
、

平
山
が
、
映
画
を
一
般
大
衆
に
対
す
る
宣
教
の
有
力
な
一
手
段
と
み
な
し
て
い

た
こ
と
、
そ
し
て
、
郷
里
の
長
崎
教
区
で
、
教
会
関
係
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
、

映
画
製
作
の
計
画
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
で
は
、
な
ぜ
、
当

時
の
長
崎
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
ら
が
、
平
山
の
計
画
に
「
助
言
献
策
」
を
与
え

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
長
崎
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
と
り
ま
く

状
況
が
当
時
、
悪
化
し
て
お
り
、
そ
の
状
況
を
打
開
す
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
重

大
な
課
題
に
な
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

長
崎
教
区
で
は
、
平
山
の
母
校
の
海
星
学
校
は
、
一
九
二
八
年
の
式
年
遷
都

祭
の
時
、
伊
勢
神
宮
へ
の
遥
拝
式
の
実
施
を
拒
否
し
て
い
た
た
め
、
保
守
的
勢

力
か
ら
、
不
敬
行
為
と
し
て
攻
撃
を
受
け
て
い
た
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
国
体
擁
護
、

愛
国
主
義
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
排
撃
運
動
に
対
し
、

長
崎
司
教
の
早
坂
久
之
助
ら
は
、
教
区
の
機
関
誌
『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』

に
お
い
て
、
神
社
参
拝
の
強
制
を
「
示
威
的
、
野
望
的
な
軍
国
主
義
の
全
国
的

表
現
」
と
み
な
し
、
果
敢
に
批
判
を
行
っ
て
い
た
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
中
、
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
を
取
り
巻
く
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
教
会
関
係
者
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
対
す
る
国
民
の
偏
見
を
な
く
す
有
力
な
手
段
と
し
て
、
平
山
の
映
画

製
作
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
山
が
、
映
画
の
製
作

動
機
の
一
つ
に
、
日
本
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
偏
見
を
打
ち
消
す
こ
と
を

あ
げ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
長
崎
教
区
の
状
況
と
は
、
無
関
係
で
は
あ
り

え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
平
山
は
、
映
画
の
完
成
前
に
、
こ
の
よ
う
な
国
内
向
け
の
上
映
目

的
だ
け
で
は
な
く
、
外
国
で
の
作
品
上
映
に
よ
っ
て
、
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
向
上

を
図
ろ
う
と
す
る
彼
の
目
標
を
語
っ
て
い
た
）
（（
（

。
海
外
興
行
か
ら
帰
国
後
、
一
九

三
四
年
に
大
阪
の
教
会
で
行
わ
れ
た
講
演
で
も
、
彼
は
、
映
画
の
製
作
目
的
が

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
聴
衆
に
語
っ
て
い
る
）
（（
（

。

「
今
日
程
、
世
界
の
眼
が
我
日
本
に
異
常
な
関
心
を
以
て
注
が
れ
て
い
る

時
は
な
い
。
今
日
程
、
我
国
情
の
真
諦
を
欧
米
諸
邦
に
正
し
く
伝
え
る
事
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の
必
要
な
る
は
な
い
。
此
の
世
界
的
宗
教
映
画
「
日
本
二
十
六
聖
人
」
製

作
と
す
る
処
は
、
一
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
国
民
の
誤
解
を
解
く
こ
と
、

二
、
国
民
の
思
想
善
導
に
資
し
度
き
事
、
三
、
日
本
国
民
の
特
質
美
点
を

世
界
に
示
し
、
国
際
親
善
に
貢
献
す
る
事
、
実
に
此
処
に
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。」

　

二
番
目
に
あ
げ
ら
れ
た
「
国
民
の
思
想
善
導
に
資
し
度
き
事
」
と
い
う
製
作

目
的
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
こ
そ
が
、
日
本
の
道
徳
を
再
建
し
う
る
真
の
宗
教
と

考
え
る
、
信
者
と
し
て
の
彼
の
主
張
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

な
ぜ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
劇
映
画
が
、
海
外
上
映
に
よ
っ
て
、「
日
本
国
民
の
特

質
美
点
を
世
界
に
示
し
、
国
際
親
善
に
貢
献
す
る
事
」
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、

製
作
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
、
当
時
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
置
か
れ
て
い

た
困
難
な
状
況
に
対
す
る
、
信
者
と
し
て
の
一
つ
の
実
践
的
な
対
応
策
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
周
囲
か
ら
非
国
民
扱
い
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信

徒
は
、
非
難
と
迫
害
か
ら
免
れ
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
が
、
国
賊
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
優
れ
た
愛
国
者
で
あ
る
こ
と
を
世
間
に
知
ら
し
め
な
い
と
い
け
な
い
と

い
う
課
題
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
当
時
、
長
崎
教
区
の
神
父
で
あ
っ

た
脇
田
浅
五
郎
（
登
摩
）
は
、
そ
の
著
作
『
日
本
国
体
と
カ
ト
リ
ツ
ク
教
』

（
佐
世
保
カ
ト
リ
ツ
ク
教
会
、
一
九
三
〇
年
、
五
九　

六
〇
頁
）
の
中
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
回
顧
す
れ
ば
、
三
百
年
と
云
う
長
い
久
し
い
間
、
迫
害
に
迫
害
を
、
嘲

笑
に
嘲
笑
を
、
侮
蔑
に
侮
蔑
を
、
謂
わ
れ
も
な
く
、
加
え
ら
れ
来
た
っ
た
、

我
等
で
は
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
を
恨
み
に
思
っ
た
り
、
僻
み
を
起
し
た
り

す
る
如
き
狭
量
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
中
略
）
寧
ろ
自
ら
進
ん
で
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
者
が
、
ど
こ
ま
で
国
家
社
会
の
た
め
に
、
忠
誠
の
至
情
に

燃
え
つ
つ
あ
る
か
を
表
明
し
、
実
証
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」

　

後
に
み
る
よ
う
に
、
平
山
は
、
こ
の
『
二
十
六
聖
人
』
映
画
を
携
え
て
、
欧

米
に
約
二
年
間
、
滞
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
活
動
は
、
祖
国
へ
の
献
身
的
な
奉

仕
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
、
真
の
愛
国
者
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
の
身

を
以
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

『
二
十
六
聖
人
』
映
画
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
へ
の
歴
史
的
な
関
心
か
ら
製
作

さ
れ
た
と
い
う
作
品
で
は
決
し
て
な
く
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
お
か
れ

た
社
会
的
立
場
を
改
善
し
、
世
間
の
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
偏
見
を
取
り
除
く
と
い

う
、
実
践
的
意
図
の
も
と
に
製
作
さ
れ
た
宣
教
・
宣
伝
映
画
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
平
山
の
映
画
製
作
に
は
、
以
上
に
み
た
教
会
を
と
り
ま
く
社
会
情

勢
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
内
部
事
情
も
、
関
わ
っ
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
劇
映
画
が
ま
だ
製
作
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
日
本
で
、

一
九
三
〇
年
頃
に
国
際
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
の
製
作
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
の
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背
景
に
は
、
一
九
二
七
年
、
長
崎
教
区
に
お
け
る
初
の
日
本
人
司
教
の
誕
生
を

う
け
、
こ
の
時
期
の
日
本
人
信
徒
が
、
西
洋
の
宣
教
師
が
主
導
し
て
き
た
司
牧

体
制
か
ら
自
立
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
自
覚
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と

恐
ら
く
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
時
の
『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
誌
の
巻

頭
言
に
、「
自
国
は
自
国
人
の
血
や
汗
や
、
犠
牲
や
献
身
に
よ
っ
て
救
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
愛
国
的
使
徒
た
る
精
神
が
も
と
め
ら
れ
ま
す
」

（「
国
人
司
教
の
任
命
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
七
巻
、
九
号
、
一
九
二
七
年
九
月
）、「
日

本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
そ
の
信
仰
を
受
身
消
極
的
に
の
み
解
し
、
逃
避
的
傾

向
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
各
自
が
大
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
建
設
の
た
め
、
有
機
的

組
織
の
一
因
子
と
し
て
新
時
代
の
創
造
に
分
与
す
べ
き
で
あ
る
」（「
新
時
代
の

創
造
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
八
巻
、
一
号
、
一
九
二
八
年
一
月
）
と
い
う
主
張
が
唱
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幕
末
の
再
宣
教
の
開
始
期
か
ら
約
七
十
年
を
経
て
、
こ

の
時
期
の
日
本
人
信
徒
は
、
西
洋
先
進
諸
国
の
信
徒
に
伍
す
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒

に
成
長
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
高
揚
感
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
自
主
独
立
の
気
概
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
日
本
人
信
徒
は
、
今
ま
で
宣
教

師
を
派
遣
し
て
き
た
西
洋
諸
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
し
て
、
自
己
を
主
張

し
た
い
と
い
う
潜
在
的
な
願
望
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
恐

ら
く
、
こ
の
平
山
も
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
欧
米
の
傑
作
映
画
に
匹
敵

す
る
作
品
の
製
作
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
世
界
の
教
会
関
係
者
に
向
け
て
知

ら
し
め
た
い
と
い
う
愛
国
者
的
欲
求
と
は
無
縁
に
、
映
画
の
製
作
に
臨
ん
だ
わ

け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
映
画
の
主
題
に
な
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
事
件
は
、
明
治
時
代
よ
り
教

会
劇
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
）
（（
（

、
平
山
も
幼
少
期
よ
り
親
し
ん
で
い
た
殉
教
史

話
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は
、
こ
の
史
実
を
映
画
の
題
材
に
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、

「
世
界
的
に
知
ら
れ
た
」
殉
教
で
あ
る
と
い
う
そ
の
知
名
度
の
高
さ
を
あ
げ
て

い
る
）
（（
（

。
宣
教
・
宣
伝
の
手
段
と
し
て
映
画
が
製
作
さ
れ
る
以
上
、
作
品
は
、
多

く
の
人
々
の
目
に
触
れ
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
ず
、
興
行
的
成
功
が
重
視
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
ま
た
、
平
山
は
、「
出

来
上
が
り
の
暁
は
之
が
版
権
を
長
崎
教
区
に
譲
り
日
本
全
国
は
素
よ
り
海
外
に

ま
で
紹
介
し
、
収
益
あ
れ
ば
全
部
教
会
事
業
に
献
ぐ
る
由
で
あ
る
」
と
い
う
抱

負
を
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
動
機
も
、
知
名
度
の
高
い
題
材
が

選
ば
れ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。
恐
ら
く
、
日
本
国
内
の
観
客
の

み
を
対
象
に
し
て
製
作
さ
れ
る
映
画
で
あ
っ
た
場
合
、
必
ず
し
も
題
材
は
、
二

十
六
聖
人
の
殉
教
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
企
画
当
初
か

ら
、
欧
米
で
の
興
行
的
成
功
が
目
指
さ
れ
た
結
果
、
こ
の
史
実
が
選
ば
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
「
殉
教
」
劇
が
題
材
に
選
ば
れ
た
理
由
と
し
て
は
、

日
本
に
関
し
て
知
識
を
持
た
な
い
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
の
観
客
に
対
し
て
も
、

受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
主
題
で
あ
り
、
日
本
人
の
国
民
性
を
紹
介
す
る
目
的
を

も
っ
た
宣
伝
映
画
の
主
題
と
し
て
、
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
平
山
は
、
こ
の
殉
教
事
件
に
、

「
吾
が
同
胞
祖
先
の
国
法
に
従
順
な
る
精
神
と
、
信
ず
る
者
の
為
に
身
命
を
献
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

げ
る
武
士
道
、
即
ち
大
和
魂
の
美
質
を
極
度
に
発
揮
し
た
る
も
の
と
し
て
、
無

条
件
で
全
世
界
に
誇
示
す
べ
き
大
史
実
」
を
認
め
て
い
た
）
（（
（

。
武
士
道
精
神
を
強

調
す
る
日
本
国
民
性
論
は
、
外
国
に
向
け
た
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
宣
伝
工
作
の
一

手
段
と
し
て
、
す
で
に
日
露
戦
争
の
時
よ
り
、
日
本
軍
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
）
（（
（

、

平
山
の
海
外
興
行
は
、
映
画
上
映
を
通
し
て
、
日
本
人
の
優
れ
た
国
民
精
神
を

訴
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
点
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
武
士
道
を
用
い
た
「
日

本
」
宣
伝
の
系
譜
に
連
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
）
（（
（

。

　

他
方
、
平
山
に
は
、
日
本
国
内
の
観
客
に
向
け
て
も
、「
殉
教
」
と
い
う
行

為
の
描
写
を
通
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
を
好
転
さ
せ
よ

う
と
い
う
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
が
な
い
。
殉
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教

信
者
に
と
っ
て
、
主
イ
エ
ス
の
受
難
に
な
ら
う
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る

が
、
他
方
、
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
立
場
に
立
つ
為
政
者
に
と
っ
て
、
棄
教
す
る

こ
と
よ
り
も
、
死
ぬ
こ
と
を
選
ぶ
信
徒
の
殉
教
は
、
不
服
従
を
示
す
反
抗
的
行

為
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
行
動
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
題
を
映
像
化
す

る
こ
と
は
、
一
部
の
日
本
人
の
反
感
を
買
う
恐
れ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
平

山
は
、
あ
え
て
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
殉
教
を
、
武
士
道
に
お
け
る

「
殉
死
」
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
美
徳
観
念
と
の
同
質
性

を
主
張
し
、
一
般
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
、

「
国
法
」
に
忠
実
で
、
か
つ
死
を
も
恐
れ
な
い
勇
気
を
も
つ
人
々
と
し
て
示
そ

う
と
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
平
山
は
、
映
画
で
殉
教
者
ら
の
過
去
の
悲
劇
を
紹
介
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
日
本
で
彼
ら
が
長
年
に
亘
っ
て
被
っ
て
き
た
歴
史
上
の
汚
名
を
そ
そ

ぐ
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
彼
が
映
画
の
製
作
動
機
を
語
っ
た
文
章
に
、「
今
か

ら
三
百
年
前
に
、
廿
六
殉
教
者
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
罪
な
き
人
達
を

子
供
ま
で
迫
害
し
た
の
で
す
が
、
現
在
そ
の
子
孫
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を

陳
謝
し
て
、
こ
れ
ら
の
聖
人
達
を
厚
く
尊
敬
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
、
日
本
で
キ
リ
ス
ト
教
会
が
は

じ
め
て
迫
害
を
受
け
た
時
期
に
遡
っ
て
、
日
本
の
信
徒
の
無
辜
を
訴
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

映
画
製
作
の
計
画
段
階
で
は
、
当
初
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
専
門
家
で
あ
る
明

治
大
学
教
授
の
松
崎
実
と
作
家
の
佐
藤
紅
緑
の
共
同
製
作
に
な
る
脚
本
で
、
映

画
が
撮
影
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
ま
た
、
築
地
教
会
の
伝
道
士
の
石
川
音
次

郎
が
、
映
画
の
演
出
に
協
力
を
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
の
石
川
は
、
教
会
の
聖
劇
の
ベ
テ
ラ
ン
演
出
者
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
一

九
三
〇
年
当
時
、
東
京
大
司
教
区
で
は
、
彼
を
中
心
に
、
長
崎
の
二
十
六
聖
人

殉
教
地
へ
巡
礼
す
る
運
動
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
平
山
と
の
関
係
も
、
こ
の
時

に
結
ば
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
（（
（

。

　

映
画
完
成
の
一
年
前
の
時
期
、
こ
の
映
画
の
製
作
予
定
を
紹
介
す
る
記
事
で

は
、
タ
イ
ト
ル
は
、「
日
本
の
殉
教
者
」（『
光
明
』
七
一
六
号
、
一
九
三
〇
年
二

月
二
十
三
日
）、「
切
支
丹
哀
史
」（
同
上
、
七
五
〇
号
、
一
九
三
〇
年
十
月
十
九

日
）
な
ど
と
様
々
な
名
称
で
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
、
映
画
が
日
活
の

下
で
の
製
作
に
な
る
こ
と
が
、
決
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
先
に
わ
れ
わ
れ
が
み
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た
『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
映
画
論
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
の
監

督
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
理
想
論
が
唱
え

ら
れ
て
い
た
が
）
（（
（

、
平
山
が
、
日
活
に
『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
製
作
を
委
託
し

た
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
を
、
信
者
で
は
な
い
監
督
や
役
者
の
力
を
借
り

て
、
製
作
し
て
い
く
と
い
う
現
実
的
な
方
向
が
選
ば
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

た
だ
、
彼
は
、
後
に
、
商
業
映
画
会
社
に
作
品
の
企
画
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
が

困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
、
日
活
と
の
契
約
が
成
立
す
る
ま
で
、

短
く
は
な
い
交
渉
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
（（
（

。

　

平
山
は
、
松
崎
実
と
佐
藤
紅
緑
と
の
共
作
脚
本
が
長
崎
教
区
の
早
坂
司
教
か

ら
校
閲
と
認
可
を
受
け
た
後
に
、
ロ
ー
マ
・
ロ
ケ
を
敢
行
し
て
い
る
の
で
、
彼

自
身
は
、
一
時
期
、
こ
れ
を
完
成
版
と
み
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
脚
本
は
、
平
山
の
ロ
ケ
か
ら
の
帰
国
後
、
何
ら
か
の

事
情
で
却
下
さ
れ
、
映
画
は
、
上
智
大
学
教
授
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス

神
父
に
よ
る
新
脚
本
（
東
京
大
司
教
の
認
可
を
受
け
て
い
る
）
で
、
製
作
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
松
崎
・
佐
藤
の
共
作
脚
本
が
、
日
活
の
映
画
専
門
家
の
意
見

を
い
れ
て
、
不
採
用
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
可
能
性
も
な
し
と
は
し
な
い
が
、

よ
り
考
え
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
信
者
で
は
な
か
っ
た
佐
藤
紅
緑
に
対

す
る
不
満
が
教
会
内
に
存
在
し
、
そ
の
脚
本
参
加
に
対
し
、
異
議
が
唱
え
ら
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。

　

佐
藤
紅
緑
に
、
当
初
、
脚
本
協
力
が
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
「
キ
リ
ス

ト
」
劇
の
作
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
は
、
沢

田
正
二
郎
の
脚
本
依
頼
で
、
一
九
二
七
年
末
、『
キ
リ
ス
ト
』
を
執
筆
し
、
作

品
は
、
新
国
劇
一
座
に
よ
っ
て
、
東
京
の
本
郷
座
で
上
演
さ
れ
た
が
、
こ
の
初

演
は
、
大
変
な
不
入
り
だ
っ
た
）
（（
（

。
約
一
年
後
の
一
九
二
八
年
十
二
月
、
沢
田
は
、

帝
劇
で
、
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
」
劇
の
再
演
を
試
み
た
が
、
こ
の
度
は
大
入
り
で
、

初
演
の
雪
辱
を
果
た
し
て
い
る
）
（（
（

。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
も
、
演
劇
に
関
心
を
も

つ
人
士
は
、
こ
の
上
演
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
模
様
で
あ
り
、
岩
下

壮
一
は
、
当
時
、
発
表
し
て
い
た
公
教
要
理
の
解
説
で
、
佐
藤
の
「
キ
リ
ス

ト
」
劇
の
公
演
を
見
に
行
く
「
暇
人
の
一
宣
教
師
」
の
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て

い
る
）
（（
（

。
ま
た
、『
声
』
誌
の
編
集
員
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
者
で
あ
っ
た
藤
井

伯
民
は
、
初
演
と
再
演
の
二
回
、
こ
の
作
品
を
観
劇
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
機
会
に
こ
の
劇
を
取
り
上
げ
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
無
理
解
に
対
し

て
批
判
を
行
っ
て
い
た
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
佐
藤
紅
緑
は
、「
キ
リ
ス
ト
」
劇
の
作

者
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
も
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
が
、
彼
の
キ
リ

ス
ト
教
理
解
に
、
感
心
し
な
い
信
徒
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。
ロ
ー

マ
教
皇
に
よ
る
「
後
援
」
が
決
定
し
た
後
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
映
画
の
脚
本
提

供
者
と
し
て
、
彼
が
不
適
当
と
み
な
さ
れ
、
教
会
の
中
で
反
対
の
声
が
あ
が
る

よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

平
山
個
人
に
佐
藤
紅
緑
と
の
接
点
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
松
崎

実
か
そ
の
周
辺
の
人
物
を
介
し
て
佐
藤
に
脚
本
協
力
へ
の
依
頼
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
平
山
が
、
脚
本
作
成
者
を
求
め
て
最
初
に
依
頼
を
働
き

か
け
た
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
松
崎
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
考
え
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ら
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
、
エ
メ
・
ヴ
ィ
リ
オ
ン
神
父
の
『
鮮
血
遺

書
』
の
校
訂
版
（『
考
註
・
切
支
丹
鮮
血
遺
書
』
改
造
社
、
一
九
二
六
年
）
を
出
版

し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
『
鮮
血
遺
書
』
は
、
日
本
の
殉

教
者
を
描
い
た
列
伝
で
、
一
八
八
九
年
、
ヴ
ィ
リ
オ
ン
が
、
伝
道
士
の
加
古
義

一
な
ど
と
協
力
し
て
、
出
版
し
た
著
書
で
あ
る
。
内
容
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
東

洋
研
究
者
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
の
「
日
本
切
支
丹
宗
門
史
」「
日
本
二
十
六
聖

人
殉
教
記
」
な
ど
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
著
作
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
の
ち
に
専
門
研
究
者
に
よ
っ
て
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
が
本
格
的
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
に
よ
る
著
作
が
、
キ
リ
シ

タ
ン
時
代
に
対
す
る
日
本
人
の
歴
史
的
関
心
を
満
足
さ
せ
て
き
た
功
績
は
、
無

視
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
、『
鮮
血
遺
書
』
は
、
戦
前
、
恐

ら
く
も
っ
と
も
広
範
な
読
者
を
獲
得
し
、
一
般
に
名
前
を
知
ら
れ
た
書
物
で
あ

っ
た
。

　

松
崎
実
は
、『
鮮
血
遺
書
』
の
校
訂
版
の
出
版
の
他
、
自
身
で
も
『
切
支
丹

殉
教
記
』（
春
秋
社
、
一
九
二
五
年
）
の
著
書
を
出
版
し
て
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
史

研
究
者
で
、
吉
野
作
造
を
会
長
と
す
る
明
治
文
化
研
究
会
の
同
人
の
一
人
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
彼
は
、
自
伝
的
小
説
（『
扉 : 

創
作

地
獄
�
』
春
秋
社
、
一
九
二

四
年
）
を
執
筆
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
に
文
芸
作
品
を
掲
載
し
て
い
る
文
学
肌

の
人
物
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
信
者
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
は
、
こ
の
映
画

の
企
画
の
協
力
者
と
し
て
、
教
会
内
で
最
も
適
任
の
人
物
で
あ
る
と
み
な
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
完
成
作
品
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
か
ら
は
、
佐
藤
紅
緑
と

同
じ
く
松
崎
実
の
名
前
も
、
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
最
終
的
に
、
松
崎
は
、

歴
史
考
証
の
監
修
者
と
い
う
立
場
で
も
映
画
に
関
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
は
、
脚
本
が
不
採
用
に
な
っ
た
以
上
、
佐
藤
へ
の
義
理
も
あ
り
、
こ
の
映

画
へ
の
協
力
を
取
り
や
め
た
か
ら
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
平
山
の
ロ
ー
マ
・
ロ
ケ
を
境
に
、
演
技
指
導
の
担
当
者

も
、
予
定
さ
れ
て
い
た
伝
道
士
の
石
川
音
次
郎
か
ら
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
エ

ジ
ド
・
ロ
ア
神
父
（
鹿
児
島
教
区
長
）
に
替
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
更

に
お
い
て
、
確
認
出
来
る
こ
と
は
、
脚
本
や
演
技
指
導
の
担
当
者
が
、
日
本
人

の
信
者
、
伝
道
士
、
教
外
者
か
ら
、
外
国
人
神
父
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
い
わ
ば
、
平
山
の
渡
欧
を
機
に
、
日
本
の
教
会
の
代
表
的
な
神
父
が
、

映
画
製
作
陣
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
教
皇
と
面

会
を
果
た
し
た
平
山
の
帰
国
後
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
上
層
部
が
、
こ
の

映
画
の
製
作
に
全
面
的
協
力
を
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
と
ロ
ア
の
両
神
父
は
、
そ
れ
ぞ
れ
殉

教
者
ら
の
所
属
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
神
父
で
あ
り
、

両
者
の
映
画
製
作
へ
の
参
加
は
、
こ
の
作
品
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
記
念
映
画

と
し
て
の
正
統
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
両
神
父
の
参
加
は
、

こ
の
映
画
の
海
外
興
行
時
に
、
平
山
が
現
地
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
と
イ
エ
ズ
ス

会
か
ら
好
意
を
得
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

新
脚
本
者
と
な
っ
た
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
は
、
一
九
二
三
年
に
来
日
し
た
ド
イ
ツ

人
の
イ
エ
ズ
ス
会
神
父
で
、
こ
の
映
画
の
脚
本
の
執
筆
を
き
っ
か
け
に
、
後
に
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も
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
取
材
し
た
劇
を
製
作
し
て
い
る
）
（（
（

。
彼
は
、
学
生
時
代

か
ら
、
劇
作
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
人
物
で
、
こ
の
映
画
の
脚
本
に
関
わ
る
少

し
前
、『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
誌
に
、
受
難
劇
を
発
表
し
て
い
た）

（（
（

。
ま
た
、
一
九
二
八

年
の
同
誌
に
は
、
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
が
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
本
史
』
の

日
本
語
訳
の
監
修
を
務
め
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
）
（（
（

、

彼
に
映
画
の
脚
本
の
依
頼
が
な
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
劇
作
へ
の
造

詣
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
関
す
る
知
識
が
評
価
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
映
画
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
は
、「
原
著
作
」
と
し
て
、
ヴ
ィ
リ
オ

ン
神
父
の
『
鮮
血
遺
書
』
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。「
原
著
作
」
と
は
、
ホ
イ

ヴ
ェ
ル
ス
が
、
こ
の
本
を
参
照
し
つ
つ
、
映
画
の
脚
本
を
作
成
し
た
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
し
か
し
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
製
作
時
、
こ
の
『
鮮
血
遺

書
』
に
、
誤
謬
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
松
崎
実
の
校
訂
作
業
な
ど
を

通
し
て
、
教
会
内
外
で
は
、
当
時
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
に
な
っ
て
い
た
）
（（
（

。
松

崎
が
、『
鮮
血
遺
書
』
の
原
典
で
あ
っ
た
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
の
「
日
本
二
十

六
聖
人
殉
教
記
」
の
訳
稿
を
、
仏
文
学
者
の
木
村
太
郎
と
協
力
し
て
あ
ら
た
め

て
作
成
し
た
の
も
、『
鮮
血
遺
書
』
を
校
訂
す
る
だ
け
で
は
、
満
足
な
水
準
の

著
作
を
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
い
た
が
た
め
で
あ
る
。
こ

の
パ
ジ
ェ
ス
の
原
典
か
ら
の
新
翻
訳
が
、
映
画
公
開
時
に
、『
日
本
廿
六
聖
人

殉
教
記
』（
岩
波
書
店
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
時
、『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』

（
三
二
四
号
、
一
九
三
一
年
十
二
月
二
十
七
日
）
に
は
、「
教
皇
使
節
、
東
京
大
司

教
『
日
本
廿
六
聖
人
殉
教
記
』
を
一
般
信
者
に
推
薦
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ

れ
た
が
、
そ
の
ア
レ
ク
シ
ス
・
シ
ャ
ン
ボ
ン
東
京
大
司
教
の
推
薦
の
辞
に
は
、

「
ヴ
ィ
リ
ヨ
ン
師
編
す
る
所
の
『
鮮
血
遺
書
』
は
大
い
に
流
布
さ
れ
て
は
い
る

が
、
吾
人
は
な
お
、
現
代
の
読
者
の
要
求
す
る
が
如
き
専
門
的
研
究
を
以
て
編

纂
さ
れ
、
殊
に
最
近
の
新
発
見
に
よ
り
て
一
層
精
密
に
検
討
さ
れ
た
る
史
実
の

著
さ
れ
ん
事
を
要
望
し
て
止
ま
な
か
っ
た
」
と
い
う
一
文
が
み
え
る
。
こ
こ
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、『
鮮
血
遺
書
』
を
「
伝
道
の
書

籍
」
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
て
も
、
こ
の
本
を
正
統
的
な
歴

史
書
と
し
て
信
者
に
推
薦
す
る
こ
と
は
、
教
会
指
導
者
の
間
で
も
既
に
躊
躇
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
が
、
欧
文
の
同
時
代
資
料
や
研
究
文
献
を
通
し
て
、
キ
リ
シ

タ
ン
時
代
の
史
実
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
彼
が
、
脚
本
執
筆
の
際
、
あ
え
て
こ
の
『
鮮
血
遺
書
』
を
実
際
の
参
考
に

し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
は
、
イ
エ

ズ
ス
会
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
広
島
教
区
で
新
人
時
代
を
過
ご
し
て
い
た
当
時
、

萩
教
会
の
司
祭
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
リ
オ
ン
神
父
と
知
り
合
う
機
会
を
も
っ
た
こ
と

を
後
年
、
回
想
録
で
触
れ
て
い
る
が
、
こ
の
老
神
父
を
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
者

の
先
達
と
み
な
し
て
い
た
様
子
は
そ
の
回
顧
の
文
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
）
（（
（

。

　

恐
ら
く
、『
鮮
血
遺
書
』
が
、
こ
の
映
画
の
「
原
著
書
」
と
さ
れ
て
い
る
事

情
は
、
こ
の
著
書
が
、
大
正
末
期
か
ら
の
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
関
す
る
一
般
の

興
味
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
代
表
的
著
作
と
し
て
人
口

に
膾
炙
さ
れ
て
い
た
た
め
、
興
行
上
の
宣
伝
効
果
の
観
点
か
ら
、
そ
の
知
名
度
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の
高
さ
が
評
価
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

平
山
の
個
人
史
的
事
情
も
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本

二
十
六
聖
人
殉
教
の
事
績
に
関
す
る
彼
の
知
識
は
、
他
の
多
く
の
同
時
代
者
と

同
じ
く
『
鮮
血
遺
書
』
を
通
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
何
よ
り
も
、
著
者
の
ヴ
ィ
リ
オ
ン
は
、
幕
末
に
来
日
し
て
、
浦
上
四
番
崩

れ
に
立
ち
会
っ
た
宣
教
師
で
あ
り
、
こ
の
映
画
の
製
作
の
機
縁
と
な
っ
た
平
山

の
伯
父
と
も
、
旧
知
の
仲
の
神
父
で
あ
っ
た
）
（（
（

。『
鮮
血
遺
書
』
に
は
、
二
十
六

聖
人
の
殉
教
と
同
じ
く
、
こ
の
浦
上
信
徒
の
受
難
も
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
平

山
に
は
、
思
い
入
れ
の
強
い
本
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
く
、
恐
ら
く
、
以

上
の
理
由
か
ら
、
本
書
は
、
仮
構
の
「
原
著
書
」
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

一
方
、
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
が
、
脚
本
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
松
崎
・
佐
藤
両
名

の
共
作
に
な
る
旧
脚
本
を
参
考
に
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

彼
に
脚
本
の
依
頼
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
、
平
山
は
す
で
に
ロ
ー
マ
・
ロ
ケ
を

終
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
物
語
の
筋
の
基
本
線
に
関
し
て
は
、
平
山
の
意
向
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
（（
（

。
ま
た
、
監
督
の
池
田
富
保
が
、
脚
色

に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
の
作
成
し
た
脚
本
は
、

原
案
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
撮
影
台

本
に
確
認
で
き
る
、
勧
善
徴
悪
的
な
剣
劇
シ
ー
ン
な
ど
は
、
池
田
自
身
の
手
に

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
は
、
後
の
回
想
録
で
、
こ
の
映
画
の
京

都
ロ
ケ
を
見
学
し
た
と
き
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
部
分
の
回
想
は
、

自
作
の
映
画
化
に
立
ち
会
っ
た
脚
本
家
の
感
想
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
淡
泊
な

も
の
で
あ
り
、
彼
は
、
こ
の
映
画
作
品
に
対
し
て
、
特
に
自
作
と
い
う
意
識
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
（（
（

。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
山
は
、
映
画
本
�
の
撮
影
前
に
渡
欧
し
、
こ
の
映

画
の
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
を
飾
る
、
ピ
ウ
ス
九
世
に
よ
る
二
十
六
人
の
殉
教
者
の

列
聖
式
の
場
面
の
フ
ィ
ル
ム
を
製
作
し
て
い
た
。
現
地
に
不
案
内
の
平
山
は
、

バ
チ
カ
ン
に
留
学
中
の
日
本
人
神
学
生
た
ち
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た

が
、
そ
の
中
の
一
人
の
志
村
辰
弥
（
後
の
東
京
大
司
教
区
司
祭
）
が
、
当
時
、

『
声
』
誌
に
寄
せ
て
い
た
ロ
ー
マ
便
り
で
、
平
山
の
活
動
を
報
告
し
て
い
る
た

め
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ロ
ケ
の
経
緯
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
）
（（
（

。
そ
の
通
信
文
に

よ
る
と
、
平
山
は
、
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
に
謁
見
し
、
激
励
の
言
葉
を
賜
わ
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
聖
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
で
、
イ
タ
リ
ア
人
俳
優
を
使
っ
て
、

列
聖
式
の
場
面
を
撮
影
す
る
と
い
う
、
彼
の
希
望
は
、
教
会
内
で
の
撮
影
が
禁

じ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
実
現
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

聖
堂
外
部
の
光
景
は
、
祝
祭
日
や
記
念
祭
な
ど
の
折
に
撮
ら
れ
て
い
た
過
去
の

断
片
的
フ
ィ
ル
ム
を
借
用
し
、
ま
た
、
聖
堂
内
部
の
場
面
は
、
既
成
の
写
真
を

用
い
る
と
い
う
、
あ
り
あ
わ
せ
の
編
集
処
理
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。
た

だ
、
殉
教
者
二
十
六
名
の
肖
像
を
持
っ
た
行
列
行
進
の
場
面
に
関
し
て
は
、
日

本
人
神
学
生
ら
が
学
ん
で
い
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
大
学
の
神
学
生
約
百
名
の
協
力

を
得
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
シ
ー
ン
を
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
た
）
（（
（

。
こ
の
通
信
を

送
っ
た
志
村
は
、
現
地
で
平
山
の
映
画
ロ
ケ
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
の
で
、



192

そ
の
情
報
の
信
頼
性
は
高
い
）
（（
（

。

　

平
山
は
、
当
初
予
定
し
て
い
た
ロ
ケ
の
計
画
が
崩
れ
て
、
落
胆
し
た
こ
と
と

思
わ
れ
る
が
、
帰
国
後
、
自
身
の
渡
欧
に
つ
い
て
、
そ
の
点
に
は
触
れ
ず
、

「
幸
い
に
も
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
特
別
な
る
援
助
と
、
伊
国
主
宰
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ

閣
下
の
肝
い
り
、
ロ
ー
マ
市
民
の
総
動
員
的
な
声
援
と
の
下
に
、
予
期
数
倍
の

大
成
功
を
獲
得
し
て
帰
朝
す
る
を
得
た
」
と
語
っ
て
い
る
）
（（
（

。
こ
の
記
述
は
、
志

村
の
通
信
文
が
伝
え
る
ロ
ケ
事
情
と
は
異
な
る
印
象
を
与
え
る
が
、
平
山
と
し

て
は
は
る
ば
る
ロ
ー
マ
に
ま
で
行
っ
て
ロ
ケ
を
挙
行
し
た
末
に
、
予
定
通
り
撮

影
が
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
周
囲
に
対
し
て
格
好
が
つ
か
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
映
画
興
行
の
成
功
を
願
う
一
心
で
、
ロ
ケ
の
成
果
を

強
調
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

恐
ら
く
、
ロ
ー
マ
市
民
か
ら
「
総
動
員
的
な
声
援
」
を
得
た
と
い
う
類
の
曖

昧
な
言
葉
遣
い
が
、
読
み
手
の
誤
解
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

彼
の
ロ
ー
マ
・
ロ
ケ
に
関
し
て
は
、
当
初
、
十
一
万
人
の
ロ
ー
マ
市
民
が
参
加

し
た
と
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
（『
光
明
』）
で
報
じ
ら
れ
）
（（
（

、
映
画
の
公
開
以
降
に
は
、

二
十
万
人
の
ロ
ー
マ
市
民
が
エ
キ
ス
ト
ラ
で
ロ
ケ
撮
影
に
協
力
し
た
と
紹
介
さ

れ
て
い
る
例
が
多
数
確
認
で
き
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
一
八
六
二
年
の
列
聖

式
に
二
十
万
人
の
人
々
が
参
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
映
画
の
ロ
ケ

協
力
者
に
関
す
る
そ
れ
と
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
後
に

は
、
こ
の
「
誤
解
」
が
流
布
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
平
山
は
、
い
ま
さ
ら
否
定

す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
彼
自
身
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
以
外
に
他
な
く
な
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
）
（（
（

。

　

平
山
の
果
た
し
た
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
や
イ
タ
リ
ア
の
首
相
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ

と
の
面
会
は
、
社
交
儀
礼
的
な
性
格
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

彼
が
、
両
者
か
ら
映
画
製
作
の
激
励
を
受
け
た
こ
と
は
、
前
者
の
「
後
援
」、

後
者
の
「
賛
助
」
と
い
う
形
で
、
映
画
を
宣
伝
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

『
キ
ネ
マ
旬
報
』（
四
一
一
号
、
一
九
三
一
年
九
月
十
一
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
公
開

予
告
の
広
告
に
は
、
洋
画
フ
ァ
ン
を
意
識
し
た
も
の
な
の
か
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ

の
肖
像
の
イ
ラ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
・
ロ
ケ
の
成

果
を
強
調
し
て
い
た
宣
伝
は
、
当
時
の
邦
画
界
で
は
稀
な
「
国
際
的
大
作
」
と

い
う
印
象
を
こ
の
映
画
に
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
）
（（
（

。

　

こ
の
映
画
の
国
内
で
の
撮
影
は
、
平
山
の
ロ
ー
マ
か
ら
の
帰
国
後
に
開
始
さ

れ
た
。
監
督
を
つ
と
め
た
池
田
富
保
は
、
当
時
、
春
と
秋
の
二
回
、
特
別
公
開

さ
れ
る
オ
ー
ル
ス
タ
ー
映
画
と
呼
ば
れ
る
大
作
の
演
出
を
担
当
し
て
い
た
人
物

で
あ
る
）
（（
（

。
池
田
自
身
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
で
は
な
か
っ
た
が
、
殉
教
者
の
生

き
方
に
感
銘
を
覚
え
て
、
強
い
製
作
意
欲
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
出
演
し
た

俳
優
達
も
、
殉
教
と
い
う
主
題
や
、
映
画
の
国
際
的
性
格
に
、
今
ま
で
の
作
品

に
は
み
ら
れ
な
い
新
鮮
さ
を
覚
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
（（
（

。
撮
影
中
に
は
、
教
会

関
係
者
も
、
エ
キ
ス
ト
ラ
で
の
出
演
や
裏
方
の
作
業
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い

た
）
（（
（

。
撮
影
佳
境
の
五
月
に
は
、
撮
影
現
場
の
見
学
希
望
者
も
多
く
、
作
品
は
、

完
成
前
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
大
き
な
期
待
を
集
め
て
い
た
）
（（
（

。
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

三
、『
二
十
六
聖
人
』
の
国
内
上
映
と
そ
の
反
響

　

映
画
の
完
成
後
、
一
九
三
一
年
九
月
中
旬
か
ら
、
関
係
者
や
招
待
客
を
招
い

て
、
試
写
会
が
上
映
さ
れ
、
十
月
一
日
よ
り
、
一
般
公
開
さ
れ
た
）
（（
（

。
一
般
新
聞

各
紙
は
、
封
切
り
時
、
総
じ
て
好
意
的
な
映
画
評
を
掲
載
し
、
商
業
映
画
会
社

の
作
品
が
宗
教
と
い
う
主
題
を
扱
っ
た
点
に
、
画
期
的
な
新
し
さ
を
認
め
て
い

た
）
（（
（

。
当
時
の
評
は
、
バ
プ
チ
ス
タ
神
父
を
演
じ
た
主
演
の
山
本
嘉
一
の
演
技
力

と
メ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
技
術
を
評
価
し
、
撮
影
監
督
の
酒
井
宏
の
カ
メ
ラ
・
ワ
ー

ク
や
子
役
の
演
技
を
称
賛
し
て
い
る
点
で
、
お
お
む
ね
共
通
し
て
い
る
。
な
か

で
も
、
矢
田
挿
雲
が
、「
ラ
ブ
シ
ー
ン
の
一
つ
も
な
い
長
編
物
を
、
こ
れ
ほ
ど

見
せ
る
の
は
、
史
的
興
味
と
宗
教
的
興
奮
と
に
も
よ
る
が
、
主
と
し
て
子
供
の

持
つ
神
聖
が
、
ひ
き
つ
け
る
も
の
ら
し
い
。
近
来
に
な
く
、
清
ら
か
な
涙
の
流

せ
る
の
が
う
れ
し
か
っ
た
）
（（
（

」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
作
品
に
対
す

る
最
高
の
賛
辞
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
批
評
家
に
不
満
が
持
た
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
物

語
的
に
、
来
日
し
た
神
父
ら
の
宣
教
活
動
か
ら
な
る
前
半
部
分
と
、
神
父
と
信

者
ら
が
迫
害
を
受
け
、
殉
教
す
る
後
半
部
分
と
の
連
関
に
説
明
不
足
の
感
を
抱

い
て
い
た
批
評
が
み
ら
れ
る
）
（（
（

。『
キ
ネ
マ
週
報
』（
八
二
号
、
一
九
三
一
年
十
月

九
日
、
一
二
頁
）
の
批
評
は
、
監
督
の
池
田
が
、「
例
に
よ
っ
て
字
幕
で
進
め
る

イ
ー
ジ
ー
ゴ
ー
イ
ン
グ
な
仕
事
を
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
こ
の
作
品
に
、
劇

的
な
力
を
認
め
な
が
ら
も
、「
殉
教
の
気
持
に
も
っ
と
必
然
性
を
持
た
せ
た

ら
」
良
か
っ
た
と
評
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
批
評
家
が
指
摘
し
て
い
た
問
題
点
は
、
恐
ら
く
、
作

中
の
豊
臣
秀
吉
の
描
き
方
に
起
因
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
の
前

半
部
で
は
、
秀
吉
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
し
、
好
意
的
な
人
物
で
あ
る
と

い
う
描
写
が
、
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
ら
の
活
動

に
敵
意
を
覚
え
た
仏
教
僧
が
、
彼
ら
に
対
し
て
中
傷
を
試
み
た
時
、
秀
吉
が
怒

り
を
以
て
反
発
を
示
す
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
す
ら
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
の
史
実
で
は
、
す
で
に
こ
の
殉
教
事
件
の
九
年
前
、
秀
吉
は
、
伴
天
連
追

放
令
を
出
し
て
お
り
、
彼
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
、
本
質
的
に
理
解
を
抱
い

て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
映
画
で
は
、
そ
の
あ
た
り
の
歴
史

的
背
景
の
説
明
は
全
く
お
こ
な
わ
れ
な
い
た
め
、
当
初
、
秀
吉
か
ら
好
意
的
な

待
遇
を
受
け
て
き
た
神
父
ら
が
、
突
然
、
彼
の
怒
り
を
買
っ
て
、
過
酷
な
迫
害

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
理
不
尽
な
感
を
観
客
に
与
え
て
し

ま
う
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
映
画
作
品
に
お
け
る
秀
吉
の

人
物
像
の
設
定
は
、「
原
著
作
」
の
『
鮮
血
遺
書
』
が
、
秀
吉
を
一
貫
し
て
反

キ
リ
ス
ト
教
的
な
暴
君
と
し
て
描
い
て
い
た
こ
と
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
映
画
の
前
半
部
で
、
秀
吉
が
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
ら
の
優
れ
た

人
格
に
敬
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
迫
害
が
、

秀
吉
の
早
ま
っ
た
「
誤
解
」
の
結
果
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
演
出
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
平
山
の
製
作
動
機
か
ら
、
当
然
に
し
て
求
め
ら

れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
弾
圧
が
、
作
中
、
こ
の
よ
う
に
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秀
吉
の
「
誤
解
」
の
結
果
に
よ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の

は
、
も
し
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
日
本
の
「
為
政
者
」
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
存
在
に
対
し
て
、
本
質
的
な
批
判
を
抱
い
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
日
本

の
国
制
に
な
じ
ま
な
い
宗
教
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
作
品
が
含
意
し
て

し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

豊
臣
秀
吉
が
、
教
会
の
事
業
に
理
解
を
も
つ
「
為
政
者
」
と
し
て
登
場
す
る

一
方
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
ら
は
、
善
良
で
、
忠
実
な

「
臣
民
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
物
語
の
後
半
部
で
、
た
と
え
「
誤
解
」
の

結
果
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
、「
為
政
者
」
の
刑
死
の
命
を
忠
実
に
受
け
入

れ
よ
う
と
す
る
信
徒
の
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
殉
教
者
の
「
臣

民
」
と
し
て
の
忠
良
な
性
格
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
製
作
者
の
意
向
が
、
こ
の

映
画
で
彼
ら
に
何
ら
の
批
判
的
言
動
を
行
う
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
が
た
め
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
勿
論
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
日
本
の
国
制
に
順
応
す
る
存
在
で

あ
る
こ
と
を
、
観
客
に
対
し
て
示
し
出
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
秀

吉
と
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
描
き
方
が
行
わ
れ
た

た
め
、
前
記
の
批
評
の
指
摘
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
映
画
の
前
半
部
と
後

半
部
が
う
ま
く
接
合
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
殉
教
者
の
気
持
ち
の

描
写
に
十
分
な
説
得
力
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
印
象
を
観
客
に
与
え
る
こ
と

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
原
因
は
、
す
で
に
平
山
の
製
作
動
機
の
中
に

胚
胎
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
多
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
関
係
者
の
こ
の
作
品
に
対
す
る
評
価
は
、
非
常

に
高
か
っ
た
。
シ
ャ
ン
ボ
ン
東
京
大
司
教
は
、「
私
は
、
今
ま
で
日
本
に
お
い

て
嘗
て
か
ほ
ど
立
派
な
映
画
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
又
私
が
最
も
感
心

し
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
感
情
の
完
全
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
あ
る

場
面
な
ど
は
誠
に
骨
髄
に
ま
で
透
る
程
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
お
り
）
（（
（

、
そ
の

他
の
神
父
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
と
し
て
、
完
全
な
作
品
と
折
り
紙
を
つ
け
て

い
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　

興
味
深
い
の
は
、『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
の
論
説
が
、
こ
の
映
画
作
品

の
公
開
に
関
し
て
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
国
民
的
意
識
を
想
起
さ
せ
る

点
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
）
（（
（

。
こ
の
論
説
は
、
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
が
、
普
遍
的
な
世
界
的
宗
教
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
民
的
特
性
を
も

つ
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
を
述
べ
、
日
本
人
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
と
っ
て
、
二

十
六
聖
人
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
の
聖
パ
ト
リ
ッ
ク
、
フ
ラ
ン
ス
人

に
と
っ
て
の
聖
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
や
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
、
ド
イ
ツ
人
に
と

っ
て
の
聖
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
に
相
当
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
そ
し
て
、「
わ
れ
ら
は
、
わ
が
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
、
こ
の
雄
大

な
る
日
本
精
神
を
失
わ
ず
し
て
、
信
仰
に
邁
進
せ
ん
こ
と
を
、
求
む
る
こ
と
切

な
る
も
の
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
の
論
説
に
は
、
西
洋
諸
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク

信
徒
と
同
等
の
位
置
に
立
と
う
と
す
る
、
日
本
人
信
徒
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

的
な
意
思
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
主
張

は
、
二
十
六
聖
人
殉
教
に
、「
大
和
魂
の
美
質
を
極
度
に
発
揮
」
し
た
性
格
を

認
め
る
平
山
の
見
方
が
、
教
会
内
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
の
日
本
的
性

格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
当
時
の
日
本
人
信
徒
が
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
普
遍
性
の
中
に
解
消
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
自
ら

の
「
日
本
人
」
性
を
積
極
的
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
と
し
て
日
本
社

会
へ
の
一
層
の
同
質
化
を
望
ん
で
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　

映
画
の
公
開
中
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
社
の
編
集
部
に
、
全
国
各
地
で
の

興
行
を
支
援
す
る
臨
時
の
特
別
事
務
室
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、『
日
本

カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
に
は
、
公
開
時
か
ら
年
末
に
か
け
て
、
各
地
方
に
お
け
る

上
映
状
況
と
そ
の
反
響
を
伝
え
る
数
多
く
の
通
信
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
大
部
分
の
記
事
は
、
こ
の
映
画
が
、
各
地
の
映
画
館
で
、
一
般
の
観
客
を

多
数
集
め
て
、
感
動
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
記
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
一

部
に
は
、
こ
の
映
画
に
対
し
て
批
判
的
な
文
章
も
、
こ
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
信
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
理
解
の
深

い
宗
教
学
者
と
し
て
、
教
会
で
も
尊
重
さ
れ
て
い
た
姉
崎
正
治
は
、
試
写
会
に

招
待
さ
れ
て
い
た
が
、
映
画
の
出
来
ば
え
は
彼
の
期
待
を
裏
切
る
も
の
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
社
に
不
満
点
を
指
摘
し
た
手
紙
を
投
書
し
て
い

る
。「
姉
崎
博
士
よ
り
の
来
信
」（『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
三
一
三
号
、
一
九

三
一
年
十
月
十
一
日
）
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
そ
の
文
章
で
、
彼
は
、「
映
画
と
し

て
の
エ
フ
ェ
ク
ト
は
別
と
し
て
、
又
必
ず
し
も
歴
史
史
実
に
の
み
拘
泥
す
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
余
り
に
杜
�
な
点
が
あ
り
、
教
会
の
方
々
が
あ
れ
に
誤

ら
れ
る
事
を
憂
え
ま
す
。
聖
堂
の
門
に
「
南
蛮
寺
」
と
い
う
標
札
あ
る
如
き
、

余
り
に
愚
な
事
と
存
じ
ま
す
。
日
付
は
陰
暦
と
陽
暦
と
を
混
じ
て
誤
っ
た
も
の

の
み
」
で
あ
る
と
史
実
面
の
不
十
分
な
考
証
を
指
摘
し
、
こ
の
事
実
を
「
教
会

の
方
々
は
誤
り
な
く
お
伝
え
あ
る
べ
き
」
で
、「
新
聞
で
然
る
べ
く
ご
注
意
あ

る
べ
き
で
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
も
、『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
に
は
、
演
出
や
編
集
面
で
の
拙

劣
さ
に
不
満
を
述
べ
て
い
る
、
匿
名
批
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
）
（（
（

。
こ
の
批
評
の
掲
載
後
、
次
号
の
同
紙
紙
上
に
は
、
別
人
の
匿
名
批
評
が

掲
載
さ
れ
、
こ
の
前
出
の
匿
名
評
者
の
批
評
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
著
者
を
「
修
道
志
願
者
」
だ
と
い
う
断
り
が
な
さ
れ
て
い
る
が
）
（（
（

、
当
時
、

カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
社
の
編
集
部
が
、
映
画
の
全
国
事
務
所
を
兼
ね
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
単
な
る
不
注
意
か
ら
、
こ
の
映
画
評
の
掲
載
が
許
さ
れ
た
と
は

考
え
に
く
く
、
編
集
部
は
、
こ
の
批
評
に
発
表
価
値
を
認
め
、
意
図
的
に
掲
載

が
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
映
画
が
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
「
後

援
」
を
受
け
、
神
父
ら
が
製
作
陣
に
加
わ
っ
て
い
た
以
上
、
表
立
っ
て
こ
の
作

品
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
、
教
会
の
信
者
に
憚
ら
れ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
し
て
、
公
式
的
に
は
、
こ
の
映
画
を
絶
賛
せ
ざ
る
を
え
な
い
立
場

に
お
か
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
社
の
編
集
部
は
、
匿
名
批
評
の
掲
載
と
い

う
形
を
隠
れ
蓑
に
し
、
作
品
に
対
す
る
不
満
を
表
明
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
高
尚
な
芸
術
味
を
期
待
し
て
い
た
イ
ン
テ
リ
信
徒
に
は
、
作
品
に
み

ら
れ
る
大
衆
講
談
調
の
時
代
劇
ス
タ
イ
ル
に
、
内
心
失
望
を
感
じ
て
い
た
者
も

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
無
論
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
作
品
に
寄
せ
ら
れ
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た
期
待
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
批
評
と
は
関
係
な
く
、
各
地
方
の
信
者
は
、
当
地

で
の
映
画
の
上
映
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
。『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
の
記

事
な
ど
か
ら
は
、
各
地
の
神
父
や
信
者
ら
が
、
こ
の
映
画
の
公
開
時
、
ビ
ラ
や

ポ
ス
タ
ー
の
製
作
、
前
売
り
券
の
販
売
、
上
映
会
で
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

な
ど
か
ら
、
地
元
新
聞
社
へ
の
記
事
掲
載
の
働
き
か
け
ま
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
映

画
の
上
映
協
力
に
奔
走
し
て
い
る
様
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
四
国
教
区
発
行
の
カ

ト
リ
ッ
ク
雑
誌
（『
子
羊
』）
の
記
事
に
よ
る
と
、
当
地
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
用

語
に
不
案
内
な
活
動
弁
士
に
対
し
て
、
伝
道
士
が
適
切
な
読
み
方
の
指
導
を
行

っ
て
い
た
）
（（
（

。
映
画
の
公
開
時
に
は
、
上
映
の
合
間
に
、
神
父
や
伝
道
士
ら
が
キ

リ
シ
タ
ン
時
代
の
史
実
の
解
説
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
講
話
を
行
う
な
ど
、
宣
伝
布

教
に
努
め
て
い
た
こ
と
も
、
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
時
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
一
般
信
者
に
も
聖
職
者
を
支
援
し

て
積
極
的
な
布
教
活
動
へ
の
参
加
を
求
め
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」

（
公
教
運
動
）
が
呼
び
掛
け
ら
れ
て
い
た
が
）
（（
（

、
こ
の
映
画
の
上
映
は
、
全
国
的

規
模
で
、
神
父
と
信
者
ら
に
、
布
教
と
い
う
集
団
目
標
を
与
え
、
一
般
の
注
目

を
浴
び
る
場
で
、
そ
の
実
践
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
伝
統
的
先
入
の
偏
見
に
よ
っ
て
不
成
功
に
お
わ
り
は

せ
ぬ
だ
ろ
う
か
と
の
懸
念
も
あ
っ
た
、
然
る
に
（
中
略
）
公
開
さ
れ
る
や
毎
回

満
員
の
盛
況
で
あ
っ
た
」
と
い
う
長
崎
の
あ
る
信
者
の
報
告
に
は
、
日
本
社
会

で
宗
教
的
少
数
派
と
し
て
生
き
て
き
た
信
徒
の
自
意
識
を
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
と
同
時
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
が
、
一
般
の
観
客
に
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
信
者
が
率
直
な
喜
び
を
覚
え
て
い
る
様
が
伝
わ
っ
て
く
る
）
（（
（

。
当
時
の
記
事

で
は
、
一
般
信
者
に
も
、
隣
近
所
の
未
信
者
の
一
人
で
も
多
く
誘
っ
て
観
覧
さ

せ
る
こ
と
が
、
勧
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
各
地
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
学
校
で
は
、

生
徒
や
父
兄
を
対
象
に
し
た
映
画
鑑
賞
会
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
地
域
に
よ
っ

て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
側
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
だ
か
ら
忌
避
す
る
と

い
う
狭
量
な
姿
勢
を
と
ら
ず
、
こ
の
映
画
の
上
映
に
協
力
的
な
対
応
を
み
せ
て

い
た
が
、
あ
る
札
幌
在
住
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
報
告
に
よ
る
と
、
そ
の
地
の

前
売
り
券
の
販
売
成
績
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
販
売
枚
数
が
、
約
一
万
枚

な
の
に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
そ
れ
は
、
二
千
五
百
枚
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
）
（（
（

。

地
域
差
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
関
係
者
に
よ
る
動
員
力
に
、
限

界
の
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
宣
教
映
画
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
の
映
画
は
、

当
時
、
ど
れ
だ
け
の
観
客
を
集
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
二
十
六
聖
人
』

映
画
の
興
行
に
関
し
て
、
公
開
当
時
に
作
品
を
鑑
賞
し
て
い
た
御
園
京
平
氏
は
、

浅
草
の
あ
る
映
画
館
（
浅
草
富
士
館
）
で
、
二
週
間
の
公
開
予
定
の
と
こ
ろ
が
、

一
週
間
で
上
映
が
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
例
を
あ
げ
、
こ
の
映
画
が
意
欲
作

で
あ
り
な
が
ら
、
興
行
面
で
は
不
振
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。
浅

草
の
映
画
館
で
の
不
入
り
は
、
こ
の
映
画
が
当
時
の
平
均
的
な
一
般
大
衆
の
支

持
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
当
時
の

一
般
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
こ
の
映
画
の
興
行
を
「
成
功
」
と
評
し
て
い
る
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記
事
も
確
認
で
き
る
の
で
、
失
敗
作
と
言
い
切
る
こ
と
も
出
来
な
い
と
思
わ
れ

る
）
（（
（

。
映
画
批
評
家
か
ら
博
し
た
好
評
や
、
一
般
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
も
話
題
と

し
て
と
り
上
げ
ら
れ
、「
二
十
六
聖
人
」
の
名
が
一
般
に
も
広
ま
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
考
え
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
外
的
な
文
化
活
動
と
し
て
は
、

一
定
の
成
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
評
価
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
こ
の
映
画
の
公
開
に
合
わ
せ
て
、「
原
著
作
」
の
『
鮮

血
遺
書
）
（（
（

』
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
書
籍
の
出
版
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
展
開
さ
れ
、

小
規
模
な
が
ら
布
教
を
め
ざ
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
的
展
開
が
図
ら
れ
て

い
た
。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
の
『
日
本
廿
六
聖
人
殉
教

記
』
が
、
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
映
画
の
上
映
を
機
に
し
た

も
の
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
ま
た
、
公
開
翌
年
に
も
、
教
会
関
係
者
に
よ
り
、
映
画
を
通

し
て
「
二
十
六
聖
人
」
に
関
心
を
抱
い
た
人
々
を
対
象
に
、
一
般
向
け
の
著
書

が
出
版
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
の
映
画
の
上
映
の
成
果
を
報
告
す
る
記
事
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
日
本

カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
に
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
教
区
の
パ
リ
外

国
宣
教
会
の
宣
教
師
は
、
一
九
三
一
年
と
翌
年
の
二
回
、
パ
リ
本
部
へ
送
ら
れ

た
年
次
報
告
書
で
、
こ
の
映
画
の
公
開
が
も
た
ら
し
た
反
響
を
報
告
し
て
い
る
）
（（
（

。

し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
内
部
で
、
こ
の
映
画
の
宣
教
面
で
の
成
果
に
関

し
て
、
懐
疑
的
な
意
見
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
れ
は
、
映
画
公
開
か
ら
約
二
年
後
、
東
京
大
司
教
区
の
神
父
と
男
女
数
人

の
信
者
の
間
で
、
匿
名
形
式
で
お
こ
な
わ
れ
た
あ
る
誌
上
座
談
会
で
の
発
言
に

よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
（（
（

。
こ
の
座
談
会
の
主
題
は
、
若
い
女
性
向
け

の
推
薦
出
版
物
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
議
論
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
出
版
物
の

一
般
的
な
問
題
点
に
ま
で
及
び
、
出
席
者
の
間
で
、
そ
れ
ら
が
、
世
間
の
一
般

読
者
に
関
心
を
持
た
れ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
点
を
巡
っ
て
、
率

直
な
意
見
が
交
換
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
議
論
の
間
、
カ
ト
リ
ッ
ク
出
版
物
が
読

ま
れ
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
色
の
濃
い
こ
と
が
理
由
に
あ
げ

ら
れ
た
後
、
話
題
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
、
こ
の
映
画
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
個
所

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
女
性
信
者
が
、「
キ
リ
シ
タ
ン
物
な
ど
に
な
る
と
、

芥
川
さ
ん
位
の
腕
で
な
い
と
面
白
く
は
読
め
な
い
の
で
す
」
と
い
う
意
見
を
述

べ
、
続
い
て
、「
神
父
様
の
お
作
り
に
な
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
映
画
は
よ
い
影
響

を
及
ぼ
し
ま
し
た
が
…
…
」
と
発
言
し
た
の
に
対
し
、
あ
る
男
性
信
者
は
、

「
未
信
者
は
反
感
を
持
ち
ま
し
た
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
女
性
の
発
言
者
は
、

芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
シ
タ
ン
小
説
を
評
価
す
る
人
物
な
の
で
、『
二
十
六
聖

人
』
映
画
の
物
語
構
成
に
関
し
て
は
、
物
足
り
な
さ
を
覚
え
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
宣
教
的
観
点
か
ら
は
、
作
品
の
公
開
が
成
果
を
も
た

ら
し
た
と
考
え
て
、
肯
定
的
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
発

言
を
受
け
て
意
見
を
述
べ
た
男
性
信
者
は
、
こ
の
映
画
が
、
一
般
観
客
に
受
け

入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
映
画
の
宣
伝
効

果
に
対
し
て
、
否
定
的
な
意
見
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
座

談
会
の
話
題
が
こ
の
映
画
に
戻
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
他
の
参
加
者
の
意

見
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
二
人
の
作
品
に
対
す
る
距
離
感
を
感
じ
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さ
せ
る
発
言
か
ら
判
断
し
て
も
、
教
会
内
の
こ
の
映
画
に
対
す
る
受
け
と
め
方

が
肯
定
一
色
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
（（
（

。

四
、 『
二
十
六
聖
人
』
の
海
外
上
映

　

平
山
は
、
欧
米
諸
国
で
『
二
十
六
聖
人
』
を
上
映
す
る
た
め
、
一
九
三
二
年

二
月
中
旬
、
渡
米
の
途
に
つ
い
た
。
当
初
、
一
年
の
予
定
で
あ
っ
た
海
外
興
行

は
、
結
果
的
に
二
年
に
及
び
、
彼
は
、
一
九
三
四
年
の
四
月
に
帰
国
し
て
い
る
。

こ
の
滞
在
期
間
の
大
幅
な
延
長
は
、
彼
の
予
想
を
裏
切
っ
て
、
現
地
で
の
上
映

契
約
が
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
平
山
自
身
は
、
そ
の
理
由
と
し

て
、
世
界
大
恐
慌
後
の
経
済
不
況
や
、
満
州
事
変
後
の
対
日
感
情
の
悪
化
な
ど

を
理
由
に
数
え
て
い
る
が
、
ま
た
、
彼
が
欧
米
で
の
興
行
的
成
功
を
事
前
に
甘

く
見
込
み
す
ぎ
て
い
た
こ
と
も
起
因
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

平
山
の
海
外
興
行
に
関
し
て
は
、『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
が
、
滞
在
先

各
地
か
ら
、
長
崎
教
区
の
神
父
に
送
付
さ
れ
た
彼
の
書
簡
を
掲
載
し
て
い
る
た

め
、
そ
の
時
々
の
状
況
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
長
崎
教
区
の

機
関
誌
は
、
海
外
滞
在
中
の
平
山
の
も
と
に
も
届
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
彼
の

近
況
通
信
は
、
紙
上
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
送
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
掲
載
理
由
に
は
、
郷
土
出
身
者
の
海
外
で
の
活
躍
振
り
を
伝

え
る
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
平
山
の
国
士
的
活
動
が
、
教
会
の
一
定
の

保
護
に
つ
な
が
る
と
い
う
期
待
も
教
会
関
係
者
に
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
平
山
の
書
簡
は
、
当
事
者
の
記
述
で
あ
る
た
め
、
興

行
の
報
告
に
関
し
て
、
主
観
性
を
免
れ
て
い
な
い
面
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
彼

の
滞
在
中
の
出
来
事
や
、
そ
の
時
々
の
感
想
を
知
る
上
で
、
不
可
欠
の
も
の
で

あ
る
）
（（
（

。
ま
た
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
を
紹
介
し
て
い
る
欧
米
の
カ
ト
リ
ッ
ク

雑
誌
の
記
事
は
、
こ
の
映
画
が
現
地
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
か

を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
つ
つ
、

以
下
、
彼
の
海
外
興
行
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
り
、
ま
た
困
難
と
遭
遇
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。

　

日
本
映
画
の
海
外
進
出
は
、
一
九
二
〇
年
以
降
、
映
画
業
界
の
関
係
者
に
よ

っ
て
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
商
業
的
に
成
功
し
た
作
品
は
ま
だ
う
ま
れ
て
い
な

か
っ
た
）
（（
（

。
平
山
の
海
外
行
き
に
関
し
て
、『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』（「
日
本

二
十
六
聖
殉
教
者
映
画　

い
よ
い
よ
欧
米
へ
」『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
三
三
二
号
、

一
九
三
二
年
二
月
二
十
一
日
）
は
、「
キ
ネ
マ
界
に
於
い
て
も
本
邦
映
画
の
欧
米

進
出
と
し
て
、
異
常
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
し
て
居
り
、
其
の
欧
米
に
於
け

る
評
価
如
何
と
多
大
の
興
味
を
も
っ
て
」
眺
め
ら
れ
て
い
る
と
報
じ
て
お
り
、

当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
関
係
者
が
、
こ
の
映
画
の
海
外
興
行
に
大
き
な
期
待
を
寄

せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
、
前
例
を
み
な
い
こ
の
国
際
的
規
模
の
壮
挙
を
可

能
に
し
た
の
は
、
平
山
の
個
人
的
な
資
力
と
、
斎
藤
実
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の

政
官
界
へ
の
彼
の
人
脈
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
も
つ
国
際
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
再
布
教
の
開
始
期
以
降
、
こ
の
時
期
ま
で
日
本
人
カ
ト
リ

ッ
ク
信
徒
の
手
に
な
る
作
品
が
、
特
別
な
機
会
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
海
外
で
紹



199

映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
映
画
の
上
映
は
、
日
本
の
教

会
関
係
者
の
力
で
製
作
さ
れ
た
作
品
が
、
日
本
人
自
身
の
手
で
、
は
じ
め
て
諸

外
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
画
期

的
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
平
山
は
、
映
画
製
作
の
計
画
段
階
よ
り
、
海
外
で

の
作
品
上
映
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
が
、
日
本
国
内
で
の
上
映
目
的
が
、
日
本

人
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
従
来
か
ら
の
偏
見
を
打
ち
消
す
こ
と
に
あ
っ
た
の

と
は
異
な
り
、
欧
米
で
の
興
行
は
、
作
品
を
通
し
た
日
本
人
の
国
民
性
の
宣
伝

に
よ
っ
て
、
満
州
事
変
以
降
、
悪
化
し
て
い
る
対
日
感
情
を
改
善
さ
せ
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
陸
軍
省
と
外
務
省
は
、
こ
の
映
画
に
対
日
世
論
の
改
善

に
向
け
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
映
画
と
し
て
の
価
値
を
認
め
、
平
山
の
渡
航
に
あ
た

っ
て
、
関
係
者
に
よ
る
歓
送
会
が
、
開
か
れ
て
い
る
）
（（
（

。
平
山
が
、
自
身
の
映
画

上
映
の
担
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
役
割
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ

滞
在
中
の
書
簡
で
、「
時
局
紛
糾
の
際
、
日
本
二
十
六
聖
人
が
日
本
宣
伝
の
役

を
務
め
た
こ
と
は
国
家
の
為
め
大
成
功
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
点
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
）
（（
（

。
彼
が
、
各
地
の
滞
在
先
で
、
大
使
館
や
領
事
館
の
日
本
政
府

関
係
者
に
宣
伝
費
用
の
補
助
な
ど
様
々
な
形
で
援
助
を
受
け
て
い
た
の
も
、
自

身
の
活
動
に
公
的
性
格
を
認
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
平
山
は
、
欧
米
で
の
映
画
興
行
を
終
え
て
か
ら
数
年
後
、
蒙
古
連
合

自
治
政
府
の
嘱
託
と
し
て
、
満
蒙
地
域
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
日
本
の
教
会
と

の
交
流
運
動
に
従
事
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
活
動
の
な
か
で
出
版
さ
れ
た
著

書
で
、
自
ら
の
活
動
を
指
し
て
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
工
作
」
と
い
う
言
葉
を
使
用

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
に
は
、「
東
亜
新
建
設
の
大
業
」
の
た
め
、
自

ら
の
奉
じ
る
宗
教
を
「
宣
撫
工
作
」
の
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
疑
問
を
も

た
な
か
っ
た
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
『
二
十
六
聖
人
』
の

海
外
興
行
に
お
い
て
、
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
）
（（
（

。

　

平
山
の
滞
米
し
て
い
た
期
間
は
、
現
地
で
反
日
感
情
が
高
ま
っ
て
い
た
時
期

で
あ
っ
た
。
平
山
に
少
し
遅
れ
て
、
一
九
三
二
年
五
月
に
渡
米
し
、
対
日
世
論

の
改
善
に
努
力
し
て
い
た
人
物
に
新
渡
戸
稲
造
が
い
る
。
新
渡
戸
は
、
戦
前
の

日
本
人
で
、
も
っ
と
も
国
際
的
に
高
い
知
名
度
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た

が
、
日
本
の
中
国
大
陸
に
お
け
る
軍
事
活
動
を
弁
護
し
た
、
こ
の
時
の
彼
の
啓

蒙
宣
伝
活
動
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
強
い
批
判
を
受
け
て
い
た
）
（（
（

。

こ
れ
に
比
べ
る
と
、
平
山
の
活
動
は
、
映
画
興
行
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
た
め
、
そ
れ
ほ
ど
反
発
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
対
日
世
論
の
改
善
に
使
命
を
感
じ
て
い
た
平
山
に
と
っ
て
、
欧
米
社
会
に

反
日
感
情
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
は
、
自
身
の
活
動
舞
台
が
与
え
ら
れ
た
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
、
む
し
ろ
、
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

平
山
は
、
渡
航
前
に
滞
在
予
定
先
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
連
絡
を
と
り
、
ま

た
日
本
の
外
国
人
宣
教
師
に
各
地
の
関
係
者
に
向
け
た
紹
介
状
の
作
成
を
依
頼

し
て
、
海
外
興
行
の
準
備
を
整
え
て
い
た
。
彼
は
、
当
初
よ
り
、
欧
米
の
教
会

関
係
者
の
手
を
借
り
つ
つ
、
映
画
業
界
に
作
品
を
紹
介
し
、
映
画
会
社
と
上
映

契
約
を
結
ぶ
予
定
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
到
着
後
、
平
山
は
、
ま
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ず
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
滞
在
し
、
六
月
中
旬
ま
で
海
外
上
映
向
け
に
英
語
字
幕
の

作
製
な
ど
フ
ィ
ル
ム
の
編
集
作
業
に
従
事
し
て
い
た
。
こ
の
時
、
彼
は
、
現
地

の
業
界
関
係
者
か
ら
、
作
品
の
宗
教
色
が
強
す
ぎ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
観
客

に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
に
、
恋
愛
の
テ
ー
マ
を
絡
め
て
再
編
集
す
る
こ

と
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
、
物
語
と
は
無
縁
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
色
が
強
ま

る
こ
と
を
嫌
い
、
商
業
主
義
的
配
慮
か
ら
な
さ
れ
た
こ
の
助
言
を
断
っ
て
い
る
）
（（
（

。

こ
れ
は
、
撮
影
済
み
の
フ
ィ
ル
ム
の
再
編
集
で
、
実
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
と

い
う
事
情
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
平
山
に
と
っ
て
、
経
済
的
収
益
以
上
に
、

作
品
を
可
能
な
限
り
そ
の
ま
ま
の
形
で
観
客
に
鑑
賞
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

た
だ
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
、
不
況
下
に
あ
っ
た
た
め
、
映
画
産
業
関
係
者

も
、
こ
の
映
画
に
興
味
を
持
ち
な
が
ら
も
、
日
本
の
殉
教
史
話
と
い
う
な
じ
み

の
な
い
題
材
の
作
品
の
契
約
に
は
二
の
足
を
踏
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ

リ
カ
の
映
画
会
社
と
配
給
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
の
困
難
を
理
解
し
た
平
山
は
、

メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
が
、
彼
ら
の
斡
旋
で
、
巡
回
型
の
上
映
会
を
ア
メ
リ
カ
各

地
の
教
会
や
学
校
で
開
く
こ
と
を
提
案
し
た
た
め
、
そ
の
考
え
に
賛
同
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
平
山
と
極
東
方
面
で
活
動
す
る
メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
と
の
関
係

は
、
彼
ら
が
宣
教
活
動
を
し
て
い
た
朝
鮮
で
結
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

在
米
日
本
人
の
子
弟
が
通
う
メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
が
経
営
す
る
学
校
で
も
、

『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
上
映
会
が
行
わ
れ
）
（（
（

、
ま
た
、
彼
の
伯
父
の
守
山
甚
三

郎
が
、
六
月
に
長
崎
で
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
宣
教
会
で
ミ
サ
が
行
わ

れ
て
い
る
）
（（
（

。

　

同
会
の
創
立
者
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
神
父
が
、
こ
の
映
画
に

つ
い
て
高
く
評
価
す
る
文
章
を
会
報
に
載
せ
、
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
契
約
先
が

見
つ
か
ら
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
の
映
画
が
、
当

初
、
宣
教
会
の
本
部
で
、
高
い
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
）
（（
（

。
し
か

し
、
平
山
と
メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
の
関
係
は
、
後
者
が
、
こ
の
作
品
の
全
米
で

の
上
映
に
関
し
て
協
力
を
と
り
や
め
る
と
い
う
不
幸
な
形
で
、
終
わ
り
を
遂
げ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
平
山
は
、
こ
の
経
緯
に
関
し
て
、
長
崎
の
教
会
関
係
者
に

報
告
し
て
い
る
が
、
そ
の
書
簡
で
、「
当
地
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
着
以
来
は
、
一
ヶ

月
半
メ
リ
ノ
ー
ル
会
が
全
米
国
の
上
映
権
を
引
き
受
く
る
と
い
う
の
で
、
誰
に

も
見
せ
ず
、
何
人
に
も
交
渉
も
出
来
ず
、
引
釣
ら
れ
て
居
り
ま
し
た
処
、
最
後

に
金
が
出
来
な
い
と
い
ふ
口
実
の
下
に
違
約
さ
れ
て
、
一
ヶ
月
半
は
棒
に
振
り

ま
し
た
。
そ
れ
も
メ
リ
ノ
ー
ル
会
の
内
部
に
支
那
伝
道
部
の
神
父
様
等
が
反
対

し
た
と
の
こ
と
で
、
墜
に
中
止
と
な
っ
た
」
と
、
や
や
感
情
的
な
口
吻
で
同
会

の
対
応
を
非
難
し
て
い
る
）
（（
（

。
こ
こ
で
、「
口
実
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
の
「
違
約
」
が
、
採
算
の
見
込
み

が
と
れ
な
い
と
い
う
経
済
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
中
国
で
活
動
経
験

の
あ
る
宣
教
師
ら
の
反
対
が
、
そ
の
原
因
で
あ
る
と
平
山
が
み
な
し
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
、
平
山
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
対
日
感
情
の
悪
化
が
、
日
本
に
対

す
る
誤
解
や
認
識
不
足
に
由
来
し
て
い
る
と
み
な
し
て
お
り
、『
二
十
六
聖
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

人
』
映
画
の
興
行
を
通
じ
た
日
本
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
観
客
の
日
本
に
対
す
る

偏
見
を
払
拭
し
て
、
国
際
親
善
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。

彼
は
、
実
際
、
ア
メ
リ
カ
で
の
自
作
の
上
映
効
果
に
関
し
て
、「
一
度
こ
の
映

画
を
見
れ
ば
、
そ
の
偉
大
な
る
精
神
に
酔
わ
さ
れ
て
、
心
中
密
か
に
日
本
人
に

対
し
て
好
感
と
敬
意
と
を
表
す
る
よ
う
に
な
る
そ
の
実
例
を
幾
度
も
目
撃
し
ま

し
た
）
（（
（

」
と
書
い
て
い
る
。
日
本
の
殉
教
史
話
に
関
す
る
映
画
作
品
が
、
当
時
の

日
本
の
大
陸
政
策
に
対
す
る
欧
米
人
の
批
判
的
見
解
を
ど
れ
だ
け
改
め
る
こ
と

を
得
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
国
際
的
な
交
流
が
、
相
互
を
知
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
の
活
動
は
、
日
本
に
関
し
て
知
識
の
不
十

分
な
人
々
に
日
本
文
化
の
紹
介
を
目
指
し
た
、
草
の
根
の
文
化
交
流
運
動
と
し

て
の
性
格
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
）
（（（
（

。
し
か
し
、
平
山
の
海
外
興
行
に

は
、
日
本
軍
部
の
協
力
を
え
た
対
日
世
論
の
改
善
工
作
と
し
て
の
一
面
が
あ
る

こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
中
国
人
側
に
共
感
を
抱
く
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
か
ら
は
、

彼
の
活
動
が
、
日
本
軍
の
中
国
大
陸
で
の
活
動
に
対
し
て
正
当
化
を
図
る
も
の

と
み
な
さ
れ
、
そ
の
政
治
的
性
格
が
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

平
山
に
と
っ
て
、
満
州
事
変
な
ど
に
お
け
る
日
本
軍
の
武
力
行
使
は
、
正
義

以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
に
よ
る
協
力
拒
否
の

対
応
は
、
裏
切
り
に
し
か
映
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
平
山
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
独
立
運
動
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宣

教
師
が
多
数
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
著
作
を
映
画
公
開
前
に
出
版
し

て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の
通
信
文
で
も
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
排

日
運
動
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
大
学
や
、
教
会
の
牧
師
ら
に
よ
っ
て
使
嗾

さ
れ
た
結
果
、
活
発
化
し
て
い
る
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
た
）
（（（
（

。
彼
の
認
識
図

式
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
親
日
家
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
反
日
家
で
あ
る
と

善
悪
二
元
論
的
に
把
握
さ
れ
て
い
た
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
内
部
か
ら
、

『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
上
映
に
対
し
、
非
協
力
的
な
対
応
が
と
ら
れ
た
こ
と

は
、
彼
の
世
界
観
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
後
、
彼
が
特
に
そ
の
認
識
を
改
め
た
よ
う
な
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
朝
鮮

に
お
け
る
支
配
者
層
に
属
し
、
当
地
で
の
事
業
の
成
功
に
よ
っ
て
社
会
的
名
士

と
な
り
え
た
平
山
は
、
自
身
の
朝
鮮
民
衆
へ
の
慈
善
事
業
が
評
価
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
日
本
の
植
民
地
統
治
を
朝
鮮
に
文
明
化
を
も
た
ら
す
善
政
と
み
な
し

て
疑
わ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
）
（（（
（

、
そ
れ
だ
け
に
、
彼
は
、
他
民
族
に
支
配
さ

れ
る
側
の
感
情
に
は
無
頓
着
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
中
国
人
側
の
立
場
か
ら
物
事

を
か
え
り
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
（（（
（

。

　

メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
と
の
協
力
関
係
が
失
わ
れ
た
あ
と
、
平
山
は
、
仲
介
を

経
ず
に
、
彼
自
身
で
教
会
関
係
者
と
交
渉
し
、
巡
業
形
式
で
、
全
米
各
地
で
の

上
映
を
す
す
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
利
益
の
取
り
分
に
関
心
を
も
つ

ア
メ
リ
カ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
ら
の
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
対
応
は
、
彼
を
戸
惑

わ
せ
た
ら
し
い
）
（（（
（

。
訪
問
先
の
教
会
の
内
、
関
心
を
持
つ
教
会
は
、
一
割
か
二
割

で
、
上
映
が
可
能
な
場
合
で
も
、
収
入
の
分
配
に
関
し
て
、
駆
け
引
き
を
し
な

く
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
っ
た
ら
し
く
、「『
日
本
二
十
六
聖
人
』
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と
云
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
必
ず
歓
迎
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
が
、

大
間
違
い
で
し
た
」
と
率
直
に
彼
は
そ
の
失
望
を
吐
露
し
て
い
る
）
（（（
（

。

　

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
末
期
に
書
か
れ
た
通
信
文
に
よ
る
と
、
平
山
は
、

学
校
と
教
会
を
中
心
に
二
百
ヶ
所
以
上
を
回
り
、
約
十
五
万
人
の
人
々
が
作
品

を
鑑
賞
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
精
力
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒

を
中
心
に
、
相
当
の
数
の
人
々
が
、
こ
の
日
本
映
画
に
接
す
る
機
会
を
え
た
こ

と
は
、
事
実
で
あ
る
）
（（（
（

。
ま
た
、
平
山
は
、
映
画
の
製
作
に
関
わ
っ
た
鹿
児
島
教

区
長
の
ロ
ア
の
斡
旋
で
、
カ
ナ
ダ
で
も
上
映
会
を
催
し
て
い
る
が
、
現
地
の
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
協
力
も
あ
っ
て
、
短
時
日
の
滞
在
で
も
、
そ
の
興
行
は
実
り

多
い
も
の
で
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
）
（（（
（

。
ケ
ベ
ッ
ク
の
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ン
シ

ス
カ
ン
』
誌
は
、
映
画
の
好
意
的
な
紹
介
を
お
こ
な
い
、
平
山
の
ラ
ヴ
ァ
ル
大

学
で
の
講
演
や
、
ケ
ベ
ッ
ク
の
大
司
教
ら
の
映
画
を
賞
賛
す
る
書
簡
を
掲
載
し

て
い
る
）
（（（
（

。

　

一
九
三
三
年
四
月
下
旬
、
大
西
洋
を
渡
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
到
着
し
た
平
山

は
、
す
ぐ
さ
ま
ロ
ー
マ
に
直
行
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
上
映
実
現
に
向
け
て
精

力
的
な
活
動
を
開
始
し
て
い
る
）
（（（
（

。
恐
ら
く
、
ア
メ
リ
カ
で
思
う
よ
う
に
契
約
を

進
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
失
地
挽
回
の
意
気
込
み
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
到
着
し
て
間
も
な
い
時
期
、
平
山
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か

ら
、
朝
鮮
総
督
の
宇
垣
一
成
に
次
の
よ
う
な
手
紙
（
一
九
三
三
年
五
月
十
日
）

を
送
っ
て
い
る
）
（（（
（

。

「
皇
国
の
光
輝
愈
々
揚
る
。

　

国
家
多
事
の
際
閣
下
の
御
健
康
を
祝
し
奉
候
。
四
月
十
六
日
ニ
ユ
ー
ヨ

ー
ク
発
ロ
ー
マ
に
て
目
下
全
世
界
の
聖
職
者
集
合
の
好
機
会
を
利
用
し
て
、

大
に
日
本
宣
伝
に
努
む
べ
く
打
合
せ
の
為
め
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
大
学
教
授
等
と

会
見
準
備
相
進
み
申
候
。
ロ
ー
マ
を
振
出
し
に
全
欧
州
に
愈
活
躍
可
致
候
。

　

現
内
閣
の
ヒ
ツ
ト
ラ
氏
は
極
力
国
民
の
風
儀
思
想
の
善
導
に
力
を
注
きマ
マ

居
り
、
青
年
訓
錬
は
最
も
目
覚
ま
し
く
女
の
口
紅
禁
止
や
断
髪
禁
止
の
如

き
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
は
頗
る
厳
重
に
取
締
り
居
候
。

　

本
日
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
大
学
に
て
朝
鮮
統
治
の
現
状
に
つ
き
講
演
致
申
候
。」

　

こ
の
宇
垣
へ
の
近
況
の
報
告
で
、
彼
は
、
全
世
界
に
教
会
を
も
つ
カ
ト
リ
ッ

ク
の
一
信
者
と
い
う
自
身
の
属
性
が
、
日
本
の
国
際
的
宣
伝
に
貢
献
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
利
点
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
彼
が
、
映
画
上
映
だ
け
で
は
な
く
、「
朝
鮮
統
治
の
現

状
」
の
よ
う
な
一
般
的
な
演
題
で
講
演
を
行
い
、
そ
の
活
動
を
朝
鮮
総
督
に
報

告
し
て
い
る
事
実
は
、
彼
の
西
洋
社
会
に
お
け
る
「
日
本
宣
伝
」
が
、
ま
た
、

一
面
で
は
、
日
本
人
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
に
よ
る
愛
国
者
的
行
動
を
日
本
に
向
け

て
立
証
す
る
「
宣
伝
」
行
為
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

平
山
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
北
米
の
よ
う
に
巡
回
形
式
に
よ
る
興
行
を
お

こ
な
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
映
画
会
社
と
契
約
を
結
び
、
一
般
映
画
館
へ

配
給
さ
れ
る
形
で
上
映
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
七
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

月
の
通
信
文
で
、
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
除
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
廻
っ
て
い
る

こ
と
を
報
告
し
、
公
開
が
決
定
し
た
と
き
に
は
、
各
国
の
日
本
大
使
館
で
、
セ

レ
モ
ニ
ー
を
行
う
約
束
を
取
り
付
け
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
）
（（（
（

。
平
山
は
、
こ
の

よ
う
に
映
画
上
映
の
契
約
先
を
探
す
か
た
わ
ら
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
言
語
版

の
音
声
解
説
付
き
フ
ィ
ル
ム
を
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
製
作
し
て
い
た
）
（（（
（

。

　

ベ
ル
ギ
ー
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
雑
誌
は
、
同
年
の
七
月
号
で
、『
二
十
六

聖
人
』
映
画
の
製
作
経
緯
や
内
容
を
紹
介
す
る
記
事
を
掲
載
し
、
ベ
ル
ギ
ー
の

カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
間
で
、
上
映
時
に
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
）
（（（
（

。
フ

ラ
ン
ス
の
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
』
誌
も
、
カ
ナ
ダ
の
『
ミ
ッ
シ
ョ

ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
』
誌
の
映
画
記
事
に
よ
っ
て
作
品
を
紹
介
し
、
フ
ラ
ン

ス
で
も
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
）
（（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
映
画
作
品

は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
も
、
全
く
関
心
を
示
さ
れ
て

い
な
い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
同
様
に
、
こ
こ
で
も
、
彼
の
期
待

に
反
し
て
、
契
約
先
の
相
手
探
し
に
は
難
航
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
平

山
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
最
後
ま
で
巡
回
方
式
の
作
品
上
映
を
特
に
試
み
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
地
で
は
、
彼
が
幼
少
期
か
ら
郷
里
の
長
崎
で
身
近
に

接
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
や
修
道
士
の
所
属
す
る
パ
リ
外
国
宣
教
会
や
マ

リ
ア
会
に
、
援
助
を
頼
む
こ
と
も
出
来
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は
、
滞
欧
中
、

こ
れ
ら
の
会
に
上
映
協
力
を
積
極
的
に
求
め
て
い
た
様
子
が
み
ら
れ
な
い
。
ま

た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
関
係
者
が
運
営
す
る
映
画
サ
ー
ク
ル
な

ど
に
対
し
て
も
、
平
山
は
、「
教
会
側
に
も
種
々
な
る
会
が
あ
っ
て
、
映
画
を

改
善
、
指
導
の
目
的
で
活
動
は
し
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
幼
稚
な
も
の
で
す
。

だ
か
ら
大
金
を
投
じ
て
映
画
を
製
作
も
買
収
も
援
助
も
出
来
な
い
！
私
の
映
画

を
国
内
だ
け
で
な
ら
援
助
す
る
が
、
外
国
ま
で
進
出
す
る
実
力
が
な
い
の
で

す
」
と
述
べ
、
ま
と
も
に
相
手
に
す
る
に
値
し
な
い
と
い
う
態
度
に
出
て
い
る
）
（（（
（

。

　

平
山
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
中
、
ベ
ル
ギ
ー
を
長
期
の
居
住
先
に
し
て
い

た
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
渡
米
前
に
京
城
駐
在
の
ベ
ル
ギ
ー
名
誉
領
事
に
就
任
し

て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
政
府
は
、
平
山
に
、
朝
鮮
と
ベ
ル
ギ

ー
の
経
済
的
協
力
関
係
の
発
展
へ
の
有
力
な
協
力
者
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
お

り
、
平
山
自
身
も
出
発
前
、
同
国
駐
日
大
使
バ
ッ
ソ
ン
ピ
エ
ー
ル
に
、
ベ
ル
ギ

ー
の
経
済
事
情
を
研
究
す
る
予
定
を
語
っ
て
い
た
）
（（（
（

。
し
か
し
、
映
画
の
契
約
成

立
が
は
る
か
に
優
先
課
題
で
あ
っ
た
彼
は
、
長
き
に
亘
っ
た
滞
欧
時
に
お
い
て
、

申
し
訳
程
度
に
し
か
経
済
研
究
を
行
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
）
（（（
（

。
当
時
、
日
本

と
ベ
ル
ギ
ー
の
両
国
間
の
関
係
は
、
比
較
的
良
好
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
映
画

を
通
し
た
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
と
い
う
平
山
の
目
論
見
は
、
国
際
政
治
の
激

動
期
で
あ
っ
た
当
時
、
ベ
ル
ギ
ー
の
政
府
関
係
者
に
は
、
あ
ま
り
に
ナ
イ
ー
ブ

な
も
の
と
し
て
、
真
面
目
に
受
け
と
ら
れ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）
（（（
（

。
い

た
ず
ら
に
自
作
の
映
画
上
映
の
件
で
滞
在
が
長
引
く
こ
と
は
、
彼
の
よ
う
な
地

位
に
あ
る
人
物
に
と
っ
て
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
に
対
し
て
申
し
訳
が
立
た
ず
、
心

苦
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　

平
山
の
滞
欧
末
期
の
状
況
や
帰
国
前
夜
の
心
境
に
関
し
て
は
、「
平
山
政
十

郎マ
マ

氏
を
送
っ
て
」（『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
三
三
号
、
一
九
三
四
年
五
月
一
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日
）
と
い
う
バ
チ
カ
ン
に
留
学
中
の
日
本
人
神
学
生
の
手
に
な
る
記
事
が
よ
く

伝
え
て
い
る
が
、
帰
国
直
前
に
行
わ
れ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
大
学
で
の
映
画
上
映

の
際
、
平
山
が
、「
或
時
の
如
き
は
精
神
の
錯
乱
を
来
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か

と
気
が
気
で
な
い
こ
と
さ
え
あ
り
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
通
り
、
滞
欧
末
期

の
彼
は
、「
或
時
は
逆
境
に
嘆
じ
、
或
時
は
は
や
絶
望
の
奈
落
に
沈
淪
せ
ん
と

し
、
異
国
の
一
漂
流
者
、
語
る
べ
き
相
手
と
て
も
な
く
、
つ
ぶ
さ
に
千
難
万
苦

を
な
め
」
て
い
た
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
最
悪
の
精
神
状
態
に
ま
で
陥
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が

西
洋
で
の
映
画
上
映
に
賭
け
て
い
た
も
の
が
相
当
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
平
山
の
精
神
状
態
の
悪
化
に
は
、
当
時
の
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
を
と
り
ま
く
状
況
も
、
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
海
外
興

行
中
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
暁
星
中
学
や
上
智
大
学
の
配
属
将
校
引

揚
事
件
や
、
大
島
高
等
女
学
校
へ
の
迫
害
運
動
な
ど
で
、
緊
迫
化
し
た
状
況
に

お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
海
外
に
滞
在
し
て
い
た
平
山
の
も
と
に
も
、
事
件

の
あ
ら
ま
し
は
、
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
平
山
が
『
二
十
六
聖
人
』

映
画
を
製
作
し
た
目
的
の
一
つ
は
、
こ
の
作
品
の
上
映
を
通
し
て
、
日
本
人
の

カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
偏
見
を
と
り
除
く
こ
と
に
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
れ
ら
一

連
の
出
来
事
は
、
彼
に
と
っ
て
、
日
本
国
内
に
お
け
る
興
行
の
成
果
を
否
定
す

る
事
態
と
受
け
と
め
ら
れ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
海
外
興
行
の

成
果
が
捗
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
生
活
が
長
引
く
中
、
彼
は
、
日
本
の
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
が
、
依
然
、
非
国
民
扱
い
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
、
時
に
無
力

感
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

契
約
交
渉
が
当
初
の
期
待
通
り
に
運
ば
な
か
っ
た
た
め
、
滞
在
期
間
の
延
長

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
経
済
的
に
苦
し
い
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
も
、
平
山
の
心

理
状
態
に
影
響
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
滞
在
末
期
に
、
外
務
省
や
首
相
の
斎
藤

実
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
彼
は
、
こ
の
時
期
、
経

済
的
に
窮
乏
に
近
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
山
に
と
っ
て
、

経
済
的
収
益
は
二
の
次
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
映
画
化
の
計
画
当
初
、
興
行
の

余
剰
収
益
を
長
崎
教
区
の
教
会
事
業
に
充
て
る
つ
も
り
で
い
た
だ
け
に
、
こ
の

よ
う
な
状
態
に
は
、
内
心
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
平
山
は
、
海
外
に
お
け
る
映
画
公
開
の
実
現
に
向
け
て
、

こ
こ
ま
で
熱
心
に
行
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

が
確
認
し
て
き
た
通
り
、
彼
の
海
外
興
行
の
主
な
る
目
的
が
、
日
本
人
カ
ト
リ

ッ
ク
信
徒
が
愛
国
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
ら
の
身
を
も
っ
て
証
明
し
、
日

本
社
会
に
そ
の
事
実
を
認
知
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
り
、
こ
の
承

認
の
欲
求
こ
そ
が
、
極
限
状
態
に
ま
で
、
彼
を
愛
国
者
的
な
振
る
舞
い
に
駆
り

立
て
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
二
十
六
聖
人
』
映
画

が
海
外
で
上
映
さ
れ
る
際
、
鑑
賞
者
に
対
し
て
、「
日
本
人
」
を
代
表
す
る
の

は
、
作
品
中
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
表

象
に
よ
っ
て
、
優
れ
た
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
外
国
人
の
観
客
に
与
え
、
対
日

イ
メ
ー
ジ
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
、
目
指
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
宣
伝
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

が
成
果
を
上
げ
る
事
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
、
日
本
の
国
難
を
救
う
こ
と
を

意
味
す
る
。
平
山
が
、
こ
こ
ま
で
、
欧
米
諸
国
に
お
け
る
映
画
上
映
の
成
功
に

固
執
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
彼
に
期
待
さ
れ
た

カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
日
本
社
会
の
認
知
が
、
彼
の
悲
願
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　

帰
国
後
、
平
山
は
、
海
外
興
行
に
関
す
る
凱
旋
講
演
会
を
行
っ
て
お
り
、
一

九
三
四
年
五
月
五
日
、「『
日
本
廿
六
聖
人
』
映
画
を
携
え
て
欧
米
を
巡
る
」
と

い
う
演
題
で
、
大
阪
の
玉
造
教
会
の
四
百
人
の
聴
衆
を
前
に
、
成
果
を
報
告
し

て
い
る
。
こ
の
講
演
の
報
告
が
、「
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
並
び
に
欧
州
行
脚
に

於
い
て
、
各
地
の
講
演
会
に
於
い
て
、
大
和
魂
た
る
日
本
国
民
精
神
の
紹
介
に

大
い
に
力
を
尽
く
し
、
日
本
の
連
盟
脱
退
後
の
世
界
各
国
の
微
妙
な
る
感
情
の

動
き
に
大
い
に
貢
献
す
る
処
あ
り
た
り
」
と
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

彼
の
行
動
が
計
画
当
初
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
終
始
そ
れ
が
宣

伝
的
性
格
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
）
（（（
（

。
た
だ
、
同
年
九
月

に
、
彼
は
、
病
気
を
理
由
に
ベ
ル
ギ
ー
政
府
へ
京
城
駐
在
の
名
誉
領
事
職
の
辞

任
を
申
し
出
て
い
る
が
）
（（（
（

、
恐
ら
く
、
長
期
に
わ
た
る
滞
欧
生
活
で
、
心
身
と
も

に
疲
弊
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
帰
国
直
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
大
学
の
講
演
に
お
い
て
、

平
山
は
、
以
前
に
契
約
を
締
結
寸
前
に
反
故
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
カ
ト
リ

ッ
ク
系
映
画
会
社
エ
イ
ド
フ
ォ
ン
（D

eu
tsch

e 
E
id
o
p
h
o
n
-F

ilm
 
G
m
b
H

）
と

最
終
的
に
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、
作
品
の
公
開
上
映

を
熱
望
し
て
い
た
平
山
が
、
契
約
が
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
公
開

を
待
た
ず
に
帰
国
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
そ
の
契
約
の
調
印
が
事
実
で

あ
れ
、
そ
れ
は
、
上
映
権
の
譲
渡
に
近
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ

る
）
（（（
（

。

　

平
山
が
帰
国
し
て
約
二
年
半
後
の
一
九
三
六
年
末
、『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新

聞
』（
五
八
六
号
、
一
九
三
七
年
一
月
十
日
）
の
記
事
は
、
満
州
国
で
活
動
す
る

ス
イ
ス
の
あ
る
修
道
会
（
ベ
ト
レ
ヘ
ム
宣
教
会
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
の
修
道
士

が
、
ス
イ
ス
の
各
地
で
こ
の
作
品
の
上
映
を
試
み
、
大
勢
の
観
客
を
集
め
て
い

た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
平
山
の
作
品
が
、
彼
が
帰
国
し
た

後
に
も
、
教
会
関
係
者
の
自
主
上
映
と
い
う
形
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
観
客
に
鑑

賞
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
作
品
が
、
当
時
の
観
客
に
訴
え
る
力
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
）
（（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
も
し
、
平
山
が
、
こ
の
映

画
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
上
映
に
あ
た
っ
て
、
最
初
か
ら
、
映
画
会
社
と
の
契
約

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
現
地
の
教
会
関
係
者
の
協
力
と
助
言
を
え
な
が
ら
、
巡
回
型

の
自
主
上
映
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
草
の
根
の
評
価
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
映
画

会
社
と
の
間
で
、
契
約
が
成
立
す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
映
画
が
、
当
時
、
欧
米
の
観
客
に

感
動
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
平
山
が
宣
伝
を
願
っ
て

い
た
「
日
本
国
民
性
」
と
い
う
一
国
的
な
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
作
品

に
描
か
れ
た
殉
教
劇
と
し
て
の
普
遍
性
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
）
（（（
（

。

　

恐
ら
く
、
平
山
の
海
外
興
行
が
、
彼
の
期
待
に
反
し
て
、
実
り
の
薄
か
っ
た
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こ
と
は
、
当
時
の
滞
在
先
の
社
会
状
況
が
彼
に
幸
い
し
な
か
っ
た
こ
と
を
別
に

し
て
、
西
洋
諸
国
で
の
日
本
の
宣
伝
活
動
の
功
績
を
あ
げ
る
た
め
に
、
一
般
公

開
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
の
活

動
に
は
、
日
本
に
向
け
た
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー
の
一
面
が
濃
く
、
そ
の
結
果
、
彼

が
、「
日
本
」
の
代
表
者
と
し
て
の
自
己
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、
西
洋
人
に
対

し
て
、
気
負
い
が
ち
な
対
応
を
と
り
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
、
滞
在
先

の
文
化
や
人
と
の
出
会
い
か
ら
、
積
極
的
に
異
文
化
を
学
ぼ
う
と
し
た
様
子
が

み
ら
れ
な
い
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
よ
う
。
こ
の
事
実
は
、
平
山
の
海
外
興
行

が
、
自
ら
が
理
想
と
す
る
「
日
本
像
」
の
み
を
他
者
に
与
え
よ
う
と
す
る
文
化

「
宣
伝
」
で
あ
っ
て
も
、
他
者
に
対
し
て
、
開
か
れ
た
謙
虚
な
姿
勢
を
も
つ
文

化
「
交
流
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

長
崎
地
方
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
子
孫
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
、
そ
の
強
固

な
信
念
と
行
動
力
で
、
実
現
さ
せ
た
こ
の
『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
興
行
は
、

日
本
近
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
史
で
も
、
過
去
に
例
を
み
な
い
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な

文
化
事
業
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
わ
っ
た
初
の
本
格
的
な
劇
映
画

の
製
作
で
あ
っ
た
こ
と
、
作
品
が
、
宣
教
映
画
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
全
国

規
模
に
よ
る
信
者
参
加
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
の
機
会
を
も
た
ら

し
た
こ
と
、
日
本
人
信
徒
の
手
に
よ
っ
て
海
外
で
作
品
が
興
行
さ
れ
た
こ
と
な

ど
、
こ
の
映
画
は
、
当
時
の
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
、
様
々
な
点
で

新
し
い
経
験
を
も
た
ら
し
た
。

　

こ
の
作
品
の
国
内
興
行
は
、
し
ば
し
ば
非
難
や
迫
害
の
対
象
に
な
っ
て
き
た

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
と
っ
て
、
明
る
い
希
望
を
も
た
ら
し
た
出
来
事
で

あ
っ
た
が
、
ま
た
、
こ
の
作
品
は
、
海
外
で
興
行
さ
れ
た
時
、
日
本
の
官
憲
の

支
援
を
受
け
た
国
策
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

平
山
を
海
外
に
お
け
る
興
行
に
促
し
た
も
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
こ
そ
が
、

模
範
的
な
日
本
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
日
本
社
会
に
認
め
さ
せ
た
い
と
い

う
彼
の
願
望
で
あ
っ
た
。
平
山
は
、
決
し
て
好
戦
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
は
非
国
民
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
し
り
ぞ
け
る
た
め
、
彼
の

示
し
た
過
剰
な
ま
で
の
愛
国
者
的
行
動
は
、
日
本
軍
部
の
対
外
政
策
に
対
し
て
、

無
批
判
に
追
従
す
る
結
果
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
平
山
の

活
動
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
置
か
れ
た
困
難
な
現
状
を
打
開
す
る
目
的
で
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
道
行
は
、
昭
和
初
期
の
教
会
が
直
面
し
た

苦
境
が
、
い
か
に
対
応
の
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
象
徴
す
る
も
の
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

注（
１
）　

こ
の
映
画
は
、
欧
米
興
行
の
際
、
平
山
自
身
の
手
で
、
音
声
処
理
を
さ
れ

て
再
編
集
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
様
々
な
版
の
フ
ィ
ル
ム
が
あ
る
。
東
京
国
立

近
代
美
術
館
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
作
品
の
九
十
六
分
版
（
サ
イ
レ
ン

ト
）
の
二
本
の
フ
ィ
ル
ム
と
、
八
十
八
分
版
（
ト
ー
キ
ー
）
の
フ
ィ
ル
ム
を
所
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

蔵
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
か
ら
の
寄
贈
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
機
会
を
得
て
い
な
い

が
、
同
セ
ン
タ
ー
映
画
室
の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
ト
ー
キ
ー
版
の
言
語
は
、
英

語
で
あ
る
。
近
年
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
長
崎
の
聖
母
の
騎
士
修
道
院
の

小
崎
登
明
氏
の
活
発
な
上
映
活
動
に
よ
り
、
こ
の
映
画
は
、
多
く
の
教
会
関
係

者
に
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
。
小
崎
氏
が
上
映
活
動
で
使
用
し
た
フ
ィ
ル
ム
（
八
十

五
分
）
に
は
、
英
語
字
幕
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
上
映
用
に
編
集
さ
れ

た
版
が
里
戻
り
し
て
、
再
編
集
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
海
外
で
は
、

ベ
ル
ギ
ー
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
）
の
王
立
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
ト
ー

キ
ー
版
を
、
ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
（K

.U
.L
eu

ven

）
の
研
究
資

料
セ
ン
タ
ー
（K

A
D
O
C

）
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語
ト
ー
キ
ー
版
を
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵

し
て
い
る
。
所
蔵
フ
ィ
ル
ム
に
関
し
て
、
貴
重
な
情
報
を
い
た
だ
い
た
東
京
国

立
近
代
美
術
館
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
、
各
フ
ィ
ル
ム
の
鑑
賞
に
あ
た
っ

て
、
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
小
崎
登
明
氏
、
京
都
キ
リ
ス
ト
教
文
化
資
料

館
、
ベ
ル
ギ
ー
王
立
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
、
ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
の
研

究
資
料
セ
ン
タ
ー
、
同
大
学
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヴ
ァ
ン
ハ
ー
ル
メ
ル
ス
氏
の
皆

さ
ま
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

（
２
）　

管
見
で
は
、
こ
の
映
画
に
触
れ
た
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
著
作
は
、
下
記

の
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
史
の
概
説
の
み
で
あ
る
。
同
書
は
、
こ
の
映
画
の
公
開
の

反
響
を
伝
え
る
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
年
次
報
告
を
紹
介
し
て
い
る
。H

eck
en

, 

Jo
sep

h
 
L
eo

n
a
rd
 
v
a
n
., 

U
n
 
si ècle 

d
e 

vie 
ca

th
o
liq

u
e 

a
u
 
J
a
p
o
n
, 

1859-1959, T
o
k
yo

 : T
h
e C

o
m
m
ittee o

f th
e A

p
o
sto

late,1960, p
.148.  

こ
の
年
次
報
告
に
関
し
て
は
、
注
（
（（
）
を
参
照
。

（
３
）　

小
崎
登
明
「
殉
教
映
画
の
日
本
二
十
六
聖
人
た
ち
」『
十
七
歳
の
夏
』
聖

母
の
騎
士
社
（
聖
母
文
庫
）、
一
九
九
六
年
、
二
二
〇　

二
四
八
頁
。
小
崎
氏

は
、
平
山
政
十
を
直
接
知
る
古
老
の
信
者
に
、
そ
の
人
と
な
り
に
関
し
て
聞
き

取
り
を
行
っ
て
い
る
。
永
富
映
次
郎
『
鮮
血
の
十
字
架　

日
本
二
十
六
聖
人
殉

教
記
』
中
央
出
版
社
、
一
九
七
七
年
、
一
五
三
頁
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
著
者

は
、
若
き
映
画
人
時
代
、
一
信
者
の
熱
意
に
よ
っ
て
、『
二
十
六
聖
人
』
の
映

画
が
製
作
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
感
激
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

（
４
）　

小
松
弘
「
映
画
『
日
本
二
十
六
聖
人
』」『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
八
五
三
頁
。
な
お
、『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
大
事

典
』（
教
文
館
、
一
九
八
八
年
、
七
九
二
頁
）
で
は
、
映
画
『
二
十
六
聖
人
』

は
、「
鮮
血
遺
書
」（
海
老
沢
有
道
）
の
項
目
で
、
こ
の
著
作
を
原
作
に
し
た
映

画
作
品
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　
「
日
本
二
十
六
聖
人
の
映
画
に
就
て
」『
声
』
六
六
三
号
、
一
九
三
一
年
四

月
。「
二
十
六
聖
殉
教
者
の
映
画
に
就
て
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
五
九
号
、

一
九
三
一
年
四
月
一
日
。
こ
の
文
章
は
、
一
九
三
一
年
二
月
二
十
五
日
に
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
文
で
は
、「
二
百
年
来
の
伝
統
的
誤
解
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
明
ら
か
な
書
き
誤
り
な
の
で
、
引
用
文
で
は
訂
正
し
た
。
以
下
の
カ
ト

リ
ッ
ク
関
連
文
献
の
調
査
で
は
、
上
智
大
学
キ
リ
シ
タ
ン
文
庫
、
聖
ト
マ
ス
大

学
図
書
館
、
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
図
書
館
の
皆
さ
ま
の
御
世
話
に
な

っ
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
６
）　

和
田
洋
一
「
日
本
・
カ
ト
リ
ッ
ク　

三
〇
年
代
前
半
の
苦
悩
」『
キ
リ
ス

ト
教
社
会
問
題
研
究
』
二
五
号
、
一
九
七
六
年
。
田
代
菊
雄
「
天
皇
制
国
家
主

義
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
（
一
）　

上
智
大
学
・
暁
星
中
学
配
属
将
校
引
揚
事
件

を
中
心
と
し
て　

」『
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
年
報
』（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心

女
子
大
学
）
一
三
号
、
一
九
九
一
年
。
須
崎
愼
一
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
カ
ト
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リ
ッ
ク
教
排
撃
問
題
」『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
そ
の
時
代　

天
皇
制
・
軍
部
・

戦
争
・
民
衆
』
大
月
書
店
、
一
九
九
八
年
な
ど
。

（
７
）　

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
福
音
宣
教
研
究
室
編
『
歴
史
か
ら
何
を
学
ぶ
か

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
戦
争
協
力
・
神
社
参
拝
』
新
世
社
、
一
九
九
九
年
。

（
８
）　

B égu
in
, 
M
arcel., 

L
e 

cin ém
a
 
et 

l' église: 
10

0
 
a
n
s 

d
'h
istoire(s) 

en
 F

ra
n
ce, V

ersailles: L
es F

ich
es d

u
 cin ém

a, 1995, p
p
.12-13.  

（
９
）　

月
城
「『
ク
オ
、
ヴ
ァ
ヂ
ス
』
を
見
る
」『
声
』
四
五
七
号
、
一
九
一
三
年

十
二
月
。

々
生
「
活
動
写
真
『
全
勝
』
を
観
る
」
同
上
、
四
六
五
号
、
一
九

一
四
年
八
月
。
鰐
川
「
活
動
写
真
『
キ
リ
ス
ト
』」
同
上
、
四
九
五
号
、
一
九

一
七
年
二
月
。
も
ち
ろ
ん
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
関
連
映
画
に
、
興
味
を
抱
い

て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
内
村
鑑
三
は
、
晩
年
、『
ク
ォ
・
ヴ
ァ
デ
ィ
ス
』（
ガ
ブ
リ
エ
リ
ノ
・
ダ
ヌ

ン
ツ
ィ
オ
）
や
『
キ
ン
グ
・
オ
ブ
・
キ
ン
グ
ス
』（
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
）

な
ど
の
作
品
を
鑑
賞
し
、
感
銘
を
受
け
て
い
た
。『
内
村
鑑
三
全
集
』
三
五
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
五
一
、
四
三
二
頁
。

（
（（
）　

雨
宮
俊
城
「
聖
劇
と
映
画
」『
声
』
五
九
九
号
、
一
九
二
五
年
十
二
月
、

四
七　

四
八
頁
。
以
下
、
引
用
資
料
に
関
し
て
は
、
適
宜
、
句
読
点
を
加
え
、

旧
か
な
づ
か
い
を
新
か
な
づ
か
い
に
、
接
続
詞
や
副
詞
な
ど
の
漢
字
を
ひ
ら
が

な
に
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
変
更
し
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

（
（（
）　

東
京
の
聖
心
聖
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
会
は
、
一
九
二
九
年
四
月
、
映
画
『
キ
ン

グ
・
オ
ブ
・
キ
ン
グ
ス
』
の
鑑
賞
会
を
催
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
記

事
は
、
こ
の
映
画
を
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
公
生
活
を
如
実
に

描
き
出
し
た
る
芸
術
と
信
仰
の
結
晶
、
涙
と
感
激
の
記
録
」
と
紹
介
し
て
い
た
。

『
子
羊
』
七
巻
、
六
号
、
一
九
二
九
年
、
四
〇
頁
。

（
（（
）　
「
活
動
写
真
に
就
て
」『
交
教
家
庭
の
友
』
三
一
号
、
一
九
二
二
年
七
月
。

「
映
画
と
児
童
」『
声
』
六
二
七
号
、
一
九
二
八
年
四
月
。「
活
動
写
真
の
利

害
」『
光
明
』
六
三
三
号
、
一
九
二
八
年
七
月
二
十
二
日
。「
活
動
写
真
に
就
い

て
」『
交
教
家
庭
の
友
』
一
二
四
号
、
一
九
三
〇
年
四
月
。

（
（（
）　
「
活
動
写
真
を
教
育
に
用
ゆ
可
し
」『
声
』
四
四
七
号
、
一
九
一
三
年
二
月
。

秋
庭
紫
苑
「
圧
倒
的
フ
ィ
ル
ム
の
威
力
」
同
上
、
六
三
〇
号
、
一
九
二
八
年
七

月
。「
映
画
界
の
善
導
を
期
せ
よ
」
同
上
、
六
三
三
号
、
一
九
二
八
年
十
月
。

「
映
画
伝
道
会
を
起
せ
」
同
上
、
六
三
六
号
、
一
九
二
九
年
一
月
。
な
お
、
フ

ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
二
十
世
紀
初
頭
よ
り
、
映
画
と
い
う
新
メ

デ
ィ
ア
に
対
し
て
、
肯
定
と
否
定
の
対
応
が
併
存
し
て
い
た
。B égu

in
, 
M
ar-

cel., op.cit., p
p
.11-13.  

（
（（
）　
「
大
映
画
『
日
本
の
殉
教
者
』
い
よ
い
よ
今
夏
完
成
」『
光
明
』
七
一
六
号
、

一
九
三
〇
年
二
月
二
十
三
日
。

（
（（
）　

以
上
の
伝
記
的
情
報
は
、
国
立
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料
「
京
城
駐
在
白
耳

義
国
名
誉
領
事
平
山
政
十
ヘ
御
認
可
状
御
下
付
ノ
件
」（
公
文
雑
纂
・
昭
和
六

年
・
第
二
十
巻
・
外
務
省
三
・
外
務
省
三
〔
御
委
任
状
・
御
認
可
状
〕）
所
収

の
平
山
の
履
歴
に
よ
る
。

（
（（
）　

徐
鐘
珍
「
斎
藤
実
総
督
の
対
朝
鮮
植
民
地
政
策　

「
文
化
政
治
」
期
の
宗

教
政
策
を
中
心
と
し
て
」『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
六
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
、

二
一
五　

二
一
八
頁
。
斎
藤
は
、
首
相
在
任
中
の
一
九
三
二
年
六
月
、
朝
鮮
総

督
時
代
の
約
十
年
間
の
統
治
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
的
な
立
場
を
評
価

さ
れ
、
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
か
ら
、
大
十
字
章
大
一
級
勲
章
を
受
け
て
い
る
。

（
（（
）　

こ
の
『
万
歳
騒
動
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
』
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
『
光
明
』

（
七
四
七
号
、
一
九
三
〇
年
九
月
二
十
八
日
）
の
コ
ラ
ム
で
、「
既
に
有
名
に
な
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

っ
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
事
業
家
た
る
著
者
が
、
国
士
的
の
気
魄
と
熱
烈
な
カ

ト
リ
ッ
ク
信
念
と
に
動
か
さ
れ
て
綴
っ
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
」
と
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
こ
の
著
作
で
、
平
山
の
披
歴
し
た
見
解
は
、
彼
個
人
に
と
ど

ま
ら
ず
、
当
時
の
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
で
も
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
田
口
芳
五
郎
司
祭
（
当
時
）
は
、
そ
の
著
『
満
洲
帝
国
と

カ
ト
リ
ッ
ク
教
』（
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
出
版
部
、
一
九
三
五
年
）
で
、「
曾
て
朝

鮮
に
於
い
て
『
万
歳
騒
動
』
な
る
不
逞
の
企
が
行
わ
れ
、
数
多
の
朝
鮮
人
を
渦

中
に
捲
込
み
、
物
情
騒
然
た
る
事
が
あ
っ
た
が
、
此
の
多
数
の
者
の
中
に
、
唯

一
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
も
加
入
し
居
ら
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク

中
央
協
議
会
福
音
宣
教
研
究
室
編
、
前
掲
書
、
三
九
頁
。

（
（（
）　

平
山
は
、
斎
藤
実
宛
の
書
簡
（
四
月
二
十
日
）
で
「
拙
者
の
計
画
日
本
切

支
丹
殉
教
史
の
映
画
化
に
就
て
高
官
ら
に
説
明
し
御
賛
同
の
栄
を
給
ら
ん
こ
と

を
希
望
」
す
る
旨
を
書
い
て
い
る
。
年
号
の
記
載
は
な
い
が
、
恐
ら
く
一
九
三

〇
年
の
書
簡
と
思
わ
れ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
専
門
資
料
部
編
『
斎
藤
実
関
係

文
書
目
録　

書
翰
の
部
二
』
国
立
国
会
図
書
館
、
一
九
九
九
年
、
四
七
頁
。

（
（（
）　
「
卓
上
展
望
」『
光
明
』
七
四
五
号
、
一
九
三
〇
年
九
月
十
四
日
。

（
（（
）　
「
殉
教
血
史
「
日
本
廿
六
聖
人
映
画
」
満
都
の
血
を
湧
す
」『
日
本
カ
ト
リ

ッ
ク
新
聞
』
三
一
二
号
、
一
九
三
一
年
十
月
四
日
。『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教

報
』
の
記
事
は
、
斎
藤
実
が
、
こ
の
映
画
の
撮
影
現
場
の
見
学
を
希
望
し
て
い

た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。「
廿
六
聖
映
画
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
六
二
号
、

一
九
三
一
年
五
月
十
五
日

（
（（
）　

ベ
ル
ギ
ー
外
務
省
文
書
館
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
バ
ッ
ソ
ン
ピ
エ
ー
ル
駐

日
大
使
発
本
国
外
務
大
臣
宛
報
告
書
簡
（
一
九
三
一
年
九
月
十
七
日
、
東
京
）。

D
o
ssier 

P
erso

n
n
el, 

N
o 

9
4
, 
C
o
n
su
la
t 

d
e 

B
elg

iq
u
e 

à
 
S
eo
u
l, 

N
o
 

1565-262.

（
（（
）　
「
平
山
政
十
郎マ
マ

氏
を
送
っ
て
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
三
三
号
、
一

九
三
四
年
五
月
一
日
。

（
（（
）　

平
山
政
十
「
日
本
廿
六
聖
人
映
画
化
企
図
の
動
機
」『
シ
ネ
マ
王
国
』
一

九
三
一
年
九
月
号
、
五
〇　

五
一
頁
。
こ
の
文
章
を
収
め
る
、『
シ
ネ
マ
王

国
』
の
「
日
本
廿
六
聖
人
」
特
集
号
（
小
崎
登
明
氏
に
提
供
い
た
だ
い
た
）
は
、

製
作
関
係
者
の
声
を
伝
え
る
貴
重
な
同
時
代
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
平
山
は
、

ケ
ベ
ッ
ク
で
の
映
画
上
映
の
時
に
行
わ
れ
た
講
演
で
も
、
伯
父
の
迫
害
経
験
談

に
対
す
る
感
動
が
、
映
画
化
の
動
機
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
“Allo

cu
-

tio
n
 
d
e 

M
. 
D
o
m
in
ic 

M
. 
H
irayam

a à 
la 

S
alle 

d
es 

P
ro
m
o
tio

n
s, 

U
n
iv
ersit é 

L
a
v
a
l, 

Q
u éb

ec, 
6
 
Ja
n
v
ier 

1
9
3
3
,

” M
issio

n
s 

F
ra
n
cis-

ca
in
es, N

o 2, 1933, p
.75.

（
（（
）　
『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
製
作
予
定
を
伝
え
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
出
版
社

（
武
宮
印
刷
出
版
部
）
の
広
告
記
事
。
四
国
教
区
の
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
『
子

羊
』（
一
九
三
〇
年
八
月
号
）
の
表
紙
裏
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
『
マ
リ
ア
会
日
本
渡
来
八
〇
年
』
マ
リ
ア
会
出
版
部
、
一
九
六
八
年
、
二

六
一　

二
六
三
頁
。
高
木
一
雄
『
大
正
・
昭
和
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
史
』
一
巻
、

聖
母
の
騎
士
社
、
一
九
八
五
年
、
二
五
二　

二
五
五
頁
。

（
（（
）　

早
坂
司
教
「
新
年
に
際
し
て
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
二
九
号
、
一

九
三
〇
年
一
月
一
日
。「
新
年
を
迎
え
て
」
同
上
、
五
三
号
、
一
九
三
一
年
一

月
一
日
。
同
紙
に
は
、
他
に
も
、
神
社
参
拝
を
強
制
す
る
社
会
的
風
潮
を
批
判

す
る
記
事
が
、
折
に
触
れ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

前
掲
（
５
）、（
（（
）
の
記
事
に
よ
る
。

（
（（
）　

外
務
省
外
交
資
料
館
「
本
邦
ニ
於
ケ
ル
宗
教
及
布
教
関
係
雑
件 

第
三
巻
、
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三
、
加
特
力
教
」
大
阪
府
知
事
報
告
「
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
講
演
会
開
催
に
関
す

る
件
」。

（
（（
）　

松
村
菅
和
、
女
子
カ
ル
メ
ル
修
道
会
共
訳
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報

告
』
二
巻
、
一
九
九
七
年
、
二
五
三
︱
二
五
四
頁
。A

n
gles, Jean

., 

“L' évan
- 

g élisa
tio

n
 
a
u
 
Ja
p
o
n
: 
C
o
n
f éren

ces 
p
u
b
liq

u
es; 

E
ssa

i 
d
e 

th éâtre 

ch
r étien

,

” M
ission

s 
C
a
th
oliqu

es, 
N

o 
2116, 

1909, 
p
p
.618-620.  

『
二
十

六
聖
人
』
映
画
公
開
時
、
映
画
界
に
入
っ
て
間
も
な
か
っ
た
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク

信
者
は
、
自
分
の
映
画
界
入
り
の
動
機
が
、「
日
本
二
十
六
聖
人
」
映
画
の
製

作
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
公
開
を
聞
き
、
当
初
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
を
語
っ

て
い
る
。
永
富
映
次
郎
、
前
掲
書
、
一
五
三
頁
。

（
（（
）　

平
山
政
十
「
日
本
廿
六
聖
人
映
画
化
企
図
の
動
機
」
前
掲
、
五
一
頁
。

（
（（
）　
「
大
映
画
『
日
本
の
殉
教
者
』
い
よ
い
よ
今
夏
完
成
」『
光
明
』
七
一
六
号
、

一
九
三
〇
年
二
月
二
十
三
日
。

（
（（
）　
「
卓
上
展
望
」『
光
明
』
七
四
五
号
、
一
九
三
〇
年
九
月
十
四
日
。
二
十
六

人
の
殉
教
者
の
中
に
は
、
バ
プ
チ
ス
タ
神
父
を
は
じ
め
、
六
名
の
外
国
人
（
ス

ペ
イ
ン
人
が
四
名
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
メ
キ
シ
コ
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
名
）
も
含

ま
れ
て
い
た
が
、
平
山
は
、
あ
え
て
彼
ら
の
殉
教
に
日
本
的
性
格
を
認
め
よ
う

と
し
た
と
い
え
る
。
な
お
、「
武
士
道
」「
大
和
魂
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
当
時

の
日
本
人
と
同
じ
く
、
彼
に
と
っ
て
も
、
高
潔
な
日
本
国
民
精
神
を
表
す
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
か
ら
流
布
し
た
「
武
士
道
観

念
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
影
響
を
受
け
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、

彼
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　

山
室
信
一
『
日
露
戦
争
の
世
紀
』
岩
波
書
店
（
岩
波
新
書
）、
二
〇
〇
五

年
、
一
九
一
頁
。

（
（（
）　

太
田
雄
三
氏
は
、
満
州
事
変
後
、
武
士
道
が
、
軍
国
主
義
的
宣
伝
の
格
好

の
道
具
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
一
九
三
三
年
一
月
の
『
タ
イ
ム
』
誌

で
、
武
士
道
が
「
日
本
帝
国
の
征
服
者
的
合
言
葉
」
と
形
容
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
太
田
雄
三
「
日
本
文
化
紹
介
者
と
し
て
の
新
渡
戸
稲
造
」

『〈
太
平
洋
の
橋
〉
と
し
て
の
新
渡
戸
稲
造
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
、
五

九
頁
。

（
（（
）　

平
山
政
十
「
殉
教
血
史
『
日
本
廿
六
聖
人
』」『
シ
ネ
マ
王
国
』
前
掲
、
四

九
頁
。

（
（（
）　
「
二
十
六
聖
殉
教
者
の
映
画
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
四
〇
号
、
一
九

三
〇
年
六
月
十
五
日
。「
大
映
画
『
日
本
の
殉
教
者
』
い
よ
い
よ
今
夏
完
成
」

『
光
明
』
七
一
六
号
、
一
九
三
〇
年
二
月
二
十
三
日
。
前
者
の
記
事
で
は
、
松

崎
実
が
執
筆
し
た
脚
本
に
、
佐
藤
紅
緑
が
潤
色
す
る
と
伝
え
ら
れ
、
後
者
で
は
、

佐
藤
が
、
松
崎
の
提
供
し
た
資
料
を
利
用
し
て
、
脚
本
を
製
作
す
る
と
報
じ
ら

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
脚
本
が
、
松
崎
と
佐
藤
の
共
同
製
作
に
な
る
こ
と
が

予
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
両
者
の
記
述
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
（（
）　

青
山
玄
「
大
震
災
か
ら
現
在
へ
」『
つ
き
じ
』
築
地
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、

一
九
七
八
年
、
一
〇
五　

一
〇
七
頁
。
こ
の
巡
礼
会
（
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
人

昌
慶
会
の
前
身
）
の
設
立
は
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
製
作
と
並
ん
で
、
日

本
の
殉
教
者
の
崇
敬
が
高
ま
る
こ
と
の
証
と
、
同
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
者
に
受

け
と
め
ら
れ
て
い
た
。「
卓
上
展
望
」『
光
明
』
七
四
五
号
、
一
九
三
〇
年
九
月

十
四
日
。

（
（（
）　

岡
崎
喜
蔵
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
映
画 

（
三
）」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
八
巻
、
四
号
、

一
九
二
八
年
四
月
、
二
九
頁
。

（
（（
）　

“Allo
cu

tio
n
 
d
e 

M
. 
D
o
m
in
ic 

M
. 
H
ira

ya
m
a
 

à 
la
 
S
a
lle 

d
es 
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

P
ro
m
o
tio

n
s, 

U
n
iversit é 

L
aval, 

Q
u éb

ec, 
6 

Jan
vier 

1933,

” M
ission

s 

F
ra
n
cisca

in
es, N

o
 2, M

ars-A
vril 1933, p

.76.

（
（（
）　

佐
藤
紅
緑
「
キ
リ
ス
ト
劇
の
批
評
」『
キ
リ
ス
ト:

戯
曲
』
新
潮
社
、
一

九
二
八
年
、
一
頁
。
佐
藤
は
、
自
作
の
中
で
、
こ
の
劇
ほ
ど
「
各
新
聞
劇
評
家

諸
氏
及
び
其
他
の
学
者
達
か
ら
真
剣
な
批
評
を
受
け
た
経
験
を
有
た
な
い
」
と

書
い
て
い
る
。

（
（（
）　

新
国
劇
編
『
新
国
劇
五
十
年
』
中
林
出
版
、
一
九
六
七
年
、
一
〇
〇
頁
。

（
（（
）　

岩
下
壮
一
『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
』
講
談
社
（
講
談
社
学
術
文
庫
）、
一

九
九
四
年
、
三
三
七
頁
。
岩
下
の
用
い
た
諧
謔
的
言
辞
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の

芸
術
愛
好
家
ら
し
い
宣
教
師
は
、
岩
下
の
友
人
で
あ
っ
た
ソ
ー
ブ
ー
ル
・
カ
ン

ド
ウ
神
父
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
岩
下
自
身
は
、
佐
藤
紅
緑
の
脚
本
の
評
価
は

別
と
し
て
、
そ
の
真
摯
な
作
品
へ
の
取
り
組
み
に
は
、
好
意
を
抱
い
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
岩
下
は
、
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
、
キ
リ
ス
ト
を
演
劇
に
取

り
上
げ
た
佐
藤
に
難
詰
す
る
手
紙
を
送
っ
て
い
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

藤
井
伯
民
「
聖
劇
に
つ
い
て　

沢
田
氏
の
基
督
劇
を
観
る
」『
声
』
六
二

五
号
、
一
九
二
八
年
二
月
、
四
七　

五
一
頁
。「
キ
リ
ス
ト
劇
の
再
演
」
同
上
、

六
三
七
号
、
一
九
二
九
年
二
月
、
三
二　

三
三
頁
。
藤
井
は
、
戯
曲
『
細
川
が

ら
し
ゃ
』（
公
教
青
年
会
、
一
九
二
二
年
）
な
ど
の
作
品
を
発
表
し
た
カ
ト
リ

ッ
ク
信
徒
の
文
学
者
で
あ
っ
た
の
で
、
キ
リ
ス
ト
劇
の
上
演
に
は
、
無
関
心
で

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　

当
時
、
佐
藤
紅
緑
の
キ
リ
ス
ト
劇
の
上
演
に
触
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
誌
の
記

事
に
は
、
他
に
「
座
談
欄
」（『
光
明
』
六
〇
四
号
、
一
九
二
八
年
一
月
、
四　

五
頁
）、「
新
時
代
の
創
造
」（『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
八
巻
、
一
号
、
一
九
二
八
年
一

月
、
一
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

（
（（
）　

ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
は
、
後
に
野
外
演
劇
用
の
「
二
十
六
聖
人
」
の
脚
本
を
執

筆
し
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
殉
教
の
場
面
だ
け
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
ヘ

ル
マ
ン
・
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
「
野
外
劇　

日
本
廿
六
聖
人
」
片
岡
千
鶴
子
、
片
岡

瑠
美
子
編
『
長
崎
と
日
本
二
十
六
聖
殉
教
者
』（
長
崎
純
心
大
学
博
物
館
研
究
、

六
輯
）　

長
崎
純
心
大
学
博
物
館
、
一
九
九
八
年
。

（
（（
）　

同
上
「
受
難
劇
に
つ
い
て
」「
聖
劇　

受
難
（
一
）」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
十

巻
、
三
号
、
一
九
三
〇
年
三
月
。

（
（（
）　

高
市
慶
雄
「
日
本
公
教
史
の
最
初
に
し
て
最
要
の
文
献
『
ル
イ
ス
・
フ
ロ

イ
ー
ス
日
本
記
』
を
読
み
て
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
八
巻
、
二
号
、
一
九
二
八
年

二
月
、
一
四
頁
。

（
（（
）　

松
崎
実
は
、
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
の
著
書
を
原
典
に
し
て
い
た
『
鮮
血
遺

書
』
の
記
述
が
、「
必
ず
し
も
原
著
の
記
述
を
其
の
儘
伝
え
て
い
ず
、
或
は
想

像
的
文
字
を
加
え
、
或
は
記
事
の
加
除
増
減
を
擅
に
し
、
誤
解
誤
訳
も
相
当
多

い
」
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
た
。
松
崎
実
「
は
し
が
き
」『
日
本
廿
六
聖
人
殉

教
記
』（
木
村
太
郎
訳
、
松
崎
実
校
註
）
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
年
、
七　

九

頁
。
旧
版
『
鮮
血
遺
書
』
の
問
題
点
に
関
し
て
、
新
村
出
「『
切
支
丹
鮮
血
遺

書
』
改
版
序
文
」（『
新
村
出
全
集
』
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
三
三

三
頁
）
も
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

（
（（
）　

ヘ
ル
マ
ン
・
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
『
日
本
で
四
十
年
』
春
秋
社
、
一
九
六
四
年
、

二
二　

二
三
頁
。

（
（（
）　

池
田
敏
雄
『
ビ
リ
オ
ン
神
父 : 

現
代
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
の
柱
石

慶
応
・

明
治
・
大
正
・
昭
和
史
を
背
景
に
』
中
央
出
版
社
、
一
九
六
五
年
、
五
五
七　

五
六
一
頁
。

（
（（
）　

た
だ
、
映
画
で
、
細
川
ガ
ラ
シ
ヤ
夫
人
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
は
、
ホ
イ
ヴ
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ェ
ル
ス
の
創
案
で
あ
る
。「
新
版
序
」
ヘ
ル
マ
ン
・
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
『
細
川
ガ

ラ
シ
ア
夫
人
』
春
秋
社
、
一
九
六
六
年
、
二
頁
。

（
（（
）　

撮
影
台
本
に
関
し
て
は
、
聖
ト
マ
ス
大
学
図
書
館
所
蔵
（
田
口
芳
五
郎
神

父
旧
所
蔵
）
の
も
の
を
確
認
し
た
。

（
（（
）　

ヘ
ル
マ
ン
・
ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
『
日
本
で
四
十
年
』、
三
七
頁
。

（
（（
）　

映
画
の
社
会
的
影
響
力
を
認
め
て
い
た
教
皇
ピ
ウ
ス
十
一
世
は
、
一
九
三

六
年
の
回
勅
で
、
非
道
徳
的
な
映
画
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
精

神
に
た
つ
優
れ
た
映
画
の
製
作
を
奨
励
し
て
い
る
。
田
口
芳
五
郎
訳
『
映
画
を

繞
り
て:

ピ
ウ
ス
十
一
世
回
敕
』
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
出
版
部
、
一
九
三
六
年
。

（
（（
）　

志
村
辰
弥
「
東
西
南
北　

羅
馬
だ
よ
り　

第
二
信
」『
声
』
六
五
七
号
、

一
九
三
〇
年
十
月
、
五
三　

五
六
頁
。
同
誌
の
次
号
（
同
上
、
六
五
八
号
、
一

九
三
〇
年
十
一
月
）
に
は
、
日
本
人
留
学
生
ら
に
囲
ま
れ
た
平
山
の
写
真
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

現
在
、
保
存
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
し
て
も
、
こ
の
列
聖
式
の
場

面
が
既
成
の
撮
影
フ
ィ
ル
ム
を
合
成
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と
す
る
、
志
村
の

報
告
に
誤
り
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
公
開
当
時
の
批
評
で
、
こ
の
場

面
を
評
価
す
る
記
事
が
少
な
い
こ
と
も
、
こ
の
場
面
の
観
客
に
感
銘
を
与
え
る

こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
平
山
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
開
用
に
編
集
し
た
フ
ィ
ル
ム
で
、
こ
の
列
聖
式
の
場
面
を
削
除

し
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
注
（
（（（
）
を
参
照
。

（
（（
）　
「
二
十
六
聖
殉
教
者
の
映
画
に
就
て
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
五
九
号
、

一
九
三
一
年
四
月
一
日
。「
日
本
二
十
六
聖
人
の
映
画
に
就
て
」『
声
』
六
六
三

号
、
一
九
三
一
年
四
月
。

（
（（
）　
「
伊
太
利
海
港
の
修
道
院
に
日
本
殉
教
者
の
壁
画
」『
光
明
』
七
五
四
号
、

一
九
三
〇
年
十
一
月
十
六
日
。

（
（（
）　

ハ
ワ
イ
で
、
こ
の
映
画
が
上
映
さ
れ
た
時
、
現
地
の
日
本
語
新
聞
は
、
こ

の
映
画
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
平
山
の
談
話
に
、

彼
自
身
の
口
か
ら
、「
ロ
ー
マ
市
民
二
十
万
人
の
ロ
ケ
参
加
」
が
語
ら
れ
て
い

る
の
が
確
認
で
き
る
。「
平
山
政
十
氏
の
通
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
八

三
号
、
一
九
三
二
年
四
月
一
日
。

（
（（
）　

映
画
製
作
中
で
あ
っ
た
一
九
三
一
年
四
月
、
平
山
は
、
京
都
の
宮
津
小
学

校
で
、「
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
日
本
魂
を
語
る
」
と
い
う
講
演
を
行
っ
て
い
る
。

「
廿
六
聖
映
画
の
平
山
氏
、
宮
津
で
大
獅
子
吼
！
」『
公
教
家
庭
の
友
』
一
三
七

号
、
一
九
三
一
年
五
月
、
三
〇
頁
。

（
（（
）　
「
映
画
評　

日
活
作
品
『
日
本
廿
六
聖
人
』」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三

一
年
十
月
三
日
。

（
（（
）　

池
田
富
保
監
督
の
生
涯
及
び
作
品
を
扱
っ
た
著
書
に
下
記
の
も
の
が
あ
る
。

御
園
京
平
編
著
『
オ
ー
ル
ス
タ
ー
映
画
の
巨
匠
』
私
家
版
、
一
九
九
一
年
。

（
（（
）　

前
出
『
シ
ネ
マ
王
国
』「
日
本
廿
六
聖
人
特
集
号
」（
一
九
三
一
年
九
月

号
）
の
製
作
関
係
者
の
所
感
記
事
を
参
照
。

（
（（
）　

作
品
中
の
教
会
の
献
堂
式
の
場
面
に
は
、
広
島
教
区
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
ス

司
教
が
出
演
し
、
池
田
監
督
か
ら
「
グ
レ
コ
の
描
く
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
よ
う
な

顔
は
、
ま
こ
と
に
申
し
分
が
な
い
」
と
評
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ヘ
ル
マ
ン
・

ホ
イ
ヴ
ェ
ル
ス
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。
な
お
、
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ス
ケ
神
父

（
パ
リ
外
国
宣
教
会
、
西
宮
夙
川
教
会
主
任
司
祭
）
も
、
こ
の
場
面
に
出
演
し

て
い
る
と
『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
の
映
画
評
は
伝
え
て
い
る
。
銀
幕
生

「
殉
教
血
史　

日
本
廿
六
聖
人　

映
画
評
」『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
三
一
二

号
、
一
九
三
一
年
十
月
四
日
。
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

（
（（
）　
『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
六
二
号
、
一
九
三
一
年
五
月
十
五
日
。

（
（（
）　
『
二
十
六
聖
人
』
映
画
が
公
開
さ
れ
た
時
期
の
邦
画
界
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
宜
野
座
菜
央
見
「〝
小
春
日
和
の
平
和
〟
に
お
け
る
非
常
時
」（
岩
本
憲
児

編
『
日
本
映
画
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム　

一
九
三
一　

一
九
四
五
』
森
話
社
、
二

〇
〇
四
年
）
の
第
二
章
「
一
九
三
〇
年
代
前
期
と
日
本
映
画
」
が
、
詳
し
い
。

（
（（
）　
『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』（
三
一
三
号
、
一
九
三
一
年
十
月
十
一
日
、
三

一
四
号
、
同
年
十
月
十
八
日
）
は
、
主
だ
っ
た
新
聞
各
紙
の
映
画
評
（
東
京
朝

日
、
東
京
日
日
、
中
外
新
報
、
報
知
、
読
売
、
横
浜
貿
易
）
を
抜
粋
し
て
掲
載

し
て
い
る
。

（
（（
）　

矢
田
挿
雲
「
廿
六
聖
人
の
筋
」
映
画
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
『
日
本
廿
六
聖
人
』、

五
頁
（「
千
日
前
太
陽
館
」
発
行
と
記
載
の
あ
る
上
智
大
学
キ
リ
シ
タ
ン
文
庫

所
蔵
の
も
の
を
参
照
）。

（
（（
）　
『
読
売
新
聞
』『
報
知
新
聞
』
掲
載
の
映
画
評
。
前
掲
（
（（
）
に
よ
る
。

（
（（
）　

平
山
が
、
無
論
、
こ
の
伴
天
連
追
放
令
に
関
す
る
史
実
を
知
ら
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
前
記
の
『
シ
ネ
マ
王
国
』
の
映
画
特
集
号
に
掲
載
さ
れ
た
彼

に
よ
る
時
代
背
景
の
解
説
で
は
、
豊
臣
秀
吉
が
、
一
五
八
七
年
に
宣
教
師
の
追

放
令
を
下
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
文
章
に
お
い
て
も
、

宣
教
師
に
「
頗
る
好
意
を
も
っ
て
」
い
た
と
さ
れ
る
秀
吉
が
、
宣
教
師
に
対
し

て
、
追
放
令
を
下
し
て
い
た
事
情
に
関
し
て
は
、「
こ
の
命
令
は
き
び
し
く
実

行
さ
れ
な
」
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
れ
、
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
。
平
山
政
十
「
殉
教
血
史
『
日
本
廿
六
聖
人
』」『
シ
ネ
マ
王
国
』
四
六　

四

七
頁
。
新
村
出
は
、
こ
の
映
画
の
鑑
賞
記
で
、
映
画
と
史
実
の
異
な
る
点
を
多

数
指
摘
し
て
い
る
が
、
秀
吉
の
描
き
方
に
関
し
て
も
、「
秀
吉
の
宣
教
師
を
路

上
で
歓
迎
す
る
所
が
あ
る
が
、
あ
れ
は
全
然
史
実
に
反
し
、
秀
吉
の
感
情
に
正

反
対
だ
と
思
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
新
村
出
「
日
本
二
十
六
聖
者
」『
新
村

出
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
七
三
年
、
筑
摩
書
房
、
二
一
五
頁
。

（
（（
）　
「
殉
教
血
史　

日
本
廿
六
聖
人
映
画　

満
都
の
血
を
湧
す
」『
日
本
カ
ト
リ

ッ
ク
新
聞
』
三
一
二
号
、
一
九
三
一
年
十
月
四
日
。 

（
（（
）　
「
廿
六
聖
殉
教
者
の
映
画
完
成
す
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
七
一
号
、

一
九
三
一
年
十
月
一
日
。

（
（（
）　
「
論
説　

日
本
廿
六
聖
人
の
映
画
化
」『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
三
一
三

号
、
一
九
三
一
年
十
月
十
一
日
。

（
（（
）　

銀
幕
生
「
殉
教
血
史　

日
本
廿
六
聖
人　

映
画
評
」『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク

新
聞
』
三
一
二
号
、
一
九
三
一
年
十
月
四
日
。

（
（（
）　
「
日
本
二
十
六
聖
人　

日
活
超
特
作
」
同
上
、
三
一
三
号
、
一
九
三
一
年

十
月
十
一
日
。

（
（（
）　
「
映
画
『
日
本
廿
六
聖
人
』
さ
ま
ざ
ま
」『
子
羊
』
一
九
三
一
年
十
二
月
号
、

三
二　

三
三
頁
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
四
国
地
方
の
教
会
で
、
こ
の
映
画
の
歓

迎
さ
れ
て
い
た
様
子
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
伝
え
て
い
る
。

（
（（
）　

柳
茂
安
（
ク
レ
マ
ン
・
ル
モ
ワ
ー
ヌ
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
）「
公
教
運
動

の
精
神
と
組
織
」『
声
』
六
六
五
号
、
一
九
三
一
年
六
月
。

（
（（
）　
「
長
崎
に
於
け
る
日
本
廿
六
聖
人
上
映
」『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
三
二

三
号
、
一
九
三
一
年
十
二
月
二
十
日
。

（
（（
）　
「
談
話
室
」『
子
羊
』
一
九
三
一
年
十
二
月
号
、
四
五
頁
。

（
（（
）　

御
園
京
平
、
前
掲
書
、
九
三
頁
。

（
（（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
三
一
年
十
月
二
十
四
日
、
朝
刊
。
こ
の
コ
ラ
ム
の
作

者
は
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
成
功
に
よ
り
、
日
本
映
画
界
に
、「
宗
教
も

の
」
の
流
行
の
兆
し
が
見
え
る
と
述
べ
て
い
る
。
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（
（（
）　
『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
五
九
号
、
一
九
三
一
年
四
月
一
日
。『
光
明
』

七
七
五
号
、
一
九
三
一
年
四
月
十
二
日
。
夙
川
教
会
で
、「
平
山
政
十
氏
の
二

十
六
聖
映
画
完
成
の
好
機
を
捉
え
て
之
を
日
本
の
津
々
浦
々
は
勿
論
、
支
那
朝

鮮
ま
で
売
り
広
め
る
」
た
め
、「
鮮
血
遺
書
の
廉
価
販
売
予
約
募
集
」
が
な
さ

れ
て
い
る
。

（
（（
）　

岩
波
書
店
の
こ
の
本
の
広
告
文
に
は
、「
今
秋
特
作
大
映
画
に
依
て
全
国

に
紹
介
さ
れ
た
日
本
廿
六
殉
教
者
の
正
史
正
伝
で
あ
る
」
と
の
一
文
が
あ
る
。

『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
三
二
四
号
、
一
九
三
一
年
十
二
月
二
十
七
日
。

（
（（
）　

鈴
木
習
之
編
『
日
本
二
十
六
聖
人
』
星
光
社
、
一
九
三
二
年
。
パ
リ
外
国

宣
教
会
の
Ａ
・
メ
イ
ラ
ン
神
父
が
、
跋
文
を
寄
せ
て
い
る
。
広
告
文
（『
子

羊
』
一
九
三
二
年
二
月
号
）
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
大

衆
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
広
く
世
に
頒
つ
た
め
に
、
鈴
木
習
之
氏
に
よ
っ
て

筋
面
白
く
編
ま
れ
た
も
の
で
、
我
等
の
殉
教
者
の
精
神
を
一
般
人
に
理
解
さ
す

る
助
と
な
り
、
随
て
伝
道
的
効
果
を
齎
す
で
あ
ろ
う
良
書
で
あ
る
。」

（
（（
）　

松
村
菅
和
、
女
子
カ
ル
メ
ル
修
道
会
共
訳
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報

告
』
五
巻
、
聖
母
の
騎
士
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
七　

一
二
八
、
一
四
五
頁
。

（
（（
）　

あ
け
の
星
主
催
「
女
学
上
級
生
の
読
物
に
つ
い
て
の
座
談
会
」『
声
』
六

九
四
号
、
一
九
三
三
年
十
一
月
、
五
五
（
八
二
三
）
頁
。

（
（（
）　

管
見
で
は
、
当
時
の
代
表
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
が
、
こ
の
映
画
に
積

極
的
に
コ
メ
ン
ト
を
し
た
例
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
こ
の
作

品
に
対
す
る
評
価
の
あ
ら
わ
れ
な
の
か
、「
映
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も

の
へ
の
関
心
の
な
さ
を
示
す
も
の
な
の
か
、
判
断
し
が
た
い
。
例
え
ば
、
戸
塚

文
�
は
、
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
の
『
日
本
廿
六
聖
人
殉
教
記
』
の
翻
訳
の
紹
介

文
の
中
で
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
平
山
政

十
の
「
苦
心
に
な
る
」
作
品
と
評
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。「『
日
本
二

十
六
聖
人
殉
教
記
』
に
就
い
て
」『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
三
二
四
号
、
一

九
三
一
年
十
二
月
二
十
七
日
。

（
（（
）　
『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
平
山
の
書
簡
に
は
、
内
容
に

齟
齬
の
認
め
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
あ
る
手
紙
（
九
七
号
、
一
九
三
二
年
十
一

月
一
日
）
で
、
滞
米
中
、
日
本
人
の
仏
僧
に
興
行
の
妨
害
を
受
け
た
こ
と
を
語

り
な
が
ら
、
後
の
手
紙
（
一
〇
五
号
、
一
九
三
三
年
三
月
一
日
）
で
は
、
ア
メ

リ
カ
で
は
、
仏
教
徒
を
含
め
て
、
全
て
の
在
米
日
本
人
か
ら
、
映
画
が
歓
迎
を

受
け
た
と
書
い
て
い
る
。

（
（（
）　

山
本
直
樹
「
風
景
の
（
再
）
発
見　

伊
丹
万
作
と
『
新
し
い
土
』」
岩
本

憲
児
編
、
前
掲
書
、
七
〇　

七
一
頁
。

（
（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
渡
米
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
八
一
号
、
一
九
三
二

年
三
月
一
日
。
同
紙
の
八
三
号
（
一
九
三
二
年
四
月
一
日
）
に
、
杉
山
元
、
小

磯
国
昭
、
谷
正
之
な
ど
の
陸
軍
及
び
外
務
省
の
関
係
者
ら
に
囲
ま
れ
た
平
山
の

写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
二
十
六
聖
人
』
映
画
が
海
外
興
行
さ
れ
て
い
る

時
期
、
日
本
で
は
、
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
「
映
画
国
策
樹
立
ニ
関
ス
ル
建
議

案
」
が
可
決
（
一
九
三
三
年
二
月
）
さ
れ
、「『
日
本
』
の
表
象
問
題
が
ま
さ
に

『
国
策
』
と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
な
」
時
期
を
迎
え
て
い
た
。
山
本
直

樹
、
前
掲
論
文
、
七
一
頁
。

（
（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
近
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
〇
九
号
、
一
九
三

三
年
五
月
一
日
。

（
（（
）　

平
山
政
十
「
自
序
」『
蒙
疆
カ
ト
リ
ッ
ク
大
観
』
蒙
古
聯
合
自
治
政
府
、

一
九
三
九
年
、
九　

一
一
頁
。
こ
の
本
は
、
大
空
社
の
ア
ジ
ア
学
叢
書
（
二
一

巻
、
一
九
九
七
年
）
で
、
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

（
（（
）　

太
田
雄
三
「
満
州
事
変
後
の
新
渡
戸
稲
造
」
前
掲
書
。

（
（（
）　

“Allo
cu

tio
n
 
d
e 

M
. 
D
o
m
in
ic 

M
. 
H
ira

y
a
m
a
 

à 
la
 
sa
lle 

d
es 

P
ro
m
o
tio

n
s, 

U
n
iversit é 

L
aval, 

Q
u éb

ec, 
6 

Jan
vier 

1933,

” M
ission

s 

F
ra
n
cisca

in
es, N

o 2, M
ars-A

vril 1933, p
.76.

（
（（
）　
「
二
十
六
聖
人
映
画
だ
よ
り　

第
一
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
九
三

号
、
一
九
三
二
年
九
月
一
日
。

（
（（
）　

池
田
敏
雄
『
長
崎
キ
リ
シ
タ
ン
の
精
鋭　

津
和
野
・
乙
女
峠
の
受
難
（
高

木
仙
右
衛
門
、
守
山
甚
三
郎
）』
中
央
出
版
社
、
一
九
六
五
年
、
三
〇
〇
頁
。

（
（（
）　

W
alsh

, Jam
es A

n
th
o
n
y., 

“Th
e T

w
en

ty-S
ix m

artyrs o
f Jap

an
,

”

T
h
e F

ield
 A

fa
r, Ju

ly-A
u
gu

st, 1932, p
p
.189-200 . 

朝
鮮
で
『
二
十
六
聖

人
』
映
画
が
公
開
さ
れ
た
時
、
こ
の
映
画
を
鑑
賞
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
心

を
持
ち
始
め
た
人
々
が
い
た
こ
と
が
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
近
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
〇
五
号
、
一
九
三

三
年
三
月
一
日
。

（
（（
）　
「
二
十
六
聖
人
映
画
だ
よ
り　

第
一
信
」
同
上
、
九
三
号
、
一
九
三
二
年

九
月
一
日
。

（
（（（
）　

本
作
品
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
フ
ィ
ル
ム
で
は
、
秀
吉
の

催
し
た
�
宴
の
場
面
で
、
様
々
な
日
本
の
伝
統
芸
に
よ
る
余
興
が
お
こ
な
わ
れ

る
が
、
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
海
外
の
観
客
に
日
本
文
化
の
紹
介
を
意
図
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
米
国
便
」
同
上
、
八
五
号
、
一
九
三
二
年
五
月
一
日
。

（
（（（
）　

難
波
專
太
郎
『
朝
鮮
風
土
記　

上
巻
』（
建
設
社
、
一
九
四
二
年
）
に
は
、

「
平
山
政
十
氏
の
朝
鮮
武
者
修
行
」
と
い
う
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
平
山
が
一
九
〇
二
年
に
行
っ
た
朝
鮮
北
部
地
方
へ
の
旅
行
に
関
す
る
談

話
の
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
平
山
と
朝
鮮
人
の
関
係
は
、
い
わ

ば
、
開
化
し
た
日
本
人
と
、
開
化
し
て
い
な
い
朝
鮮
人
の
そ
れ
で
あ
り
、
平
山

が
、
当
時
、
日
本
と
朝
鮮
の
関
係
を
、〈
文
明
〉
と
〈
未
開
〉
の
二
項
的
対
立

関
係
で
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
呉
林
俊
『
日
本
人
の
朝
鮮

像
』（
合
同
出
版
、
一
九
七
三
年
、
六
九　

七
一
頁
）
は
、
こ
の
一
文
を
引
用

し
、
平
山
の
朝
鮮
の
人
々
に
対
す
る
態
度
を
「
い
た
け
だ
か
」
な
も
の
と
問
題

視
し
て
い
る
。

（
（（（
）　

も
っ
と
も
、
当
時
は
、
植
民
地
を
保
有
し
て
い
た
西
欧
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
で
も
、
自
国
の
植
民
地
支
配
に
疑
問
を
持
つ
も
の
が
多
く
は
な
か
っ
た
こ
と
、

ま
た
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
、
多
く
の
西
欧
人
神
父
が
、
そ
の
愛
国
心
か
ら
、

祖
国
の
勝
利
を
願
っ
て
い
た
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
平
山
の
活
動
が
、
当
時
の
世

界
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
で
も
、
決
し
て
特
別
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

（
（（（
）　

ア
メ
リ
カ
の
教
会
関
係
者
の
利
益
重
視
の
傾
向
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参

照
。
Ｊ
・
Ｔ
・
エ
リ
ス
他
（
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
訳
・
監
修
）『
キ

リ
ス
ト
教
史
』
一
〇
巻
、
平
凡
社
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）、
一
九
九
七
年
、

二
二
三
頁
。

（
（（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
近
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
〇
五
号
、
一
九
三

三
年
三
月
一
日
。

（
（（（
）　

平
山
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、「
ア
メ
リ
カ
国
内
の
学
校
で
上
演
し
た

の
が
百
十
七
校
、
同
時
に
講
演
、
教
会
が
九
十
七
ヶ
所
、
新
教
教
会
で
五
ヶ
所
、

劇
場
で
六
回
、
新
聞
雑
誌
に
記
事
を
書
い
た
の
が
七
十
回
、
観
覧
者
総
数
十
四

万
六
千
七
百
四
十
人
、
聖
職
者
二
千
三
百
四
十
人
（
神
父
・
童
貞
・
神
学

生
）」
で
あ
っ
た
。「
平
山
政
十
氏
の
近
信
」
同
上
、
一
〇
九
号
、
一
九
三
三
年
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五
月
一
日
。

（
（（（
）　

C
l ém

en
tin

e, 
P
., 

“Un
 
gran

d
 
film

 
su
r 
les 

p
rem

iers 
m
artyrs 

d
u
 

Jap
o
n
,

” M
ission

s F
ra
n
cisca

in
es, N

o 1, Jan
vier-F

évrier, 1933.

（
（（（
）　
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
』
誌
は
、
同
年
の
七
・
八
月
号
で
、

映
画
の
上
映
希
望
先
を
募
集
す
る
文
章
を
掲
載
し
て
お
り
、
当
地
の
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
会
が
こ
の
映
画
に
大
き
な
好
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

“Un
 film

 so
n
o
re extrao

rd
in
aire...,

” Ibid
., N

o
 4, Ju

illet-A
o ût, 1933.

（
（（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
近
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
一
二
号
、
一
九
三

三
年
六
月
十
五
日
。

（
（（（
）　

宇
垣
一
成
文
書
研
究
会
編
『
宇
垣
一
成
関
係
文
書
』
芙
蓉
書
房
出
版
、
一

九
九
五
年
、
三
七
六
頁
。

（
（（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
通
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
一
六
号
、
一
九
三

三
年
八
月
十
五
日
。

（
（（（
）　

フ
ラ
ン
ス
語
版
フ
ィ
ル
ム
に
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
ス
タ
ジ
オ
で
、
ト
ー

キ
ー
版
が
製
作
さ
れ
た
と
い
う
字
幕
が
あ
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
語
版
、
フ
ラ

ン
ス
語
版
の
両
フ
ィ
ル
ム
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
斎
藤
実
の
名
が
、「
現
首
相
」
と

し
て
、
映
画
の
協
賛
者
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
期

的
に
み
て
、
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ル
ム
は
、
平
山
が
、
ベ
ル
ギ
ー
滞
在
中
に
製
作
編

集
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
両
外
国
語
版
フ
ィ
ル
ム
で

は
、
映
画
は
、
長
崎
に
お
け
る
殉
教
の
場
面
で
終
了
し
て
お
り
、
バ
チ
カ
ン
に

お
け
る
列
聖
式
の
場
面
は
省
か
れ
て
い
る
。

（
（（（
）　

“Le 
film

 
d
es 

X
X
V
I 

m
artyrs 

jap
o
n
ais,

” R
evu

e 
M
ission

n
a
ire 

d
es j ésu

ites belges, Ju
illet 1933, p

.290.

（
（（（
）　

C
atrice, 

P
au

l., 

“Cin
em

a 
et 

M
issio

n
s,

” M
ission

s 
C
a
th
oliqu

es, 

N
o
 3181, 1

er Ju
in
 1933, p

.274.

（
（（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
通
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
一
六
号
、
一
九
三

三
年
八
月
十
五
日
。

（
（（（
）　

ベ
ル
ギ
ー
外
務
省
文
書
館
、
バ
ッ
ソ
ン
ピ
エ
ー
ル
駐
日
大
使
発
本
国
外
務

大
臣
宛
報
告
書
簡
（
一
九
三
二
年
二
月
十
八
日
、
東
京
）。D

ossier 
P
erson

-

n
el, 

N
o 
94, 

C
on

su
la
t 
d
e 
B
elgiqu

e à 
S
eou

l, 
N

o 
288 /51 . 

な
お
、
バ
ッ

ソ
ン
ピ
エ
ー
ル
大
使
は
、
東
京
で
行
わ
れ
た
『
二
十
六
聖
人
』
映
画
の
試
写
会

に
招
待
さ
れ
て
い
る
。「
殉
教
血
史
「
日
本
廿
六
聖
人
映
画
」
満
都
の
血
を
湧

す
」『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
』
三
一
二
号
、
一
九
三
一
年
十
月
四
日
。

（
（（（
）　

ベ
ル
ギ
ー
滞
在
中
、
平
山
は
、
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
経
済
学
者
の
著
作
の
翻

訳
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
後
、『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
誌
に
そ
の
翻
訳
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
ユ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
デ
ュ
ト
ワ
（
平
山
政
十
訳
）「
人
道
的
経
済
論
の
提

唱
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
一
六
巻
、
九
号
、
一
九
三
六
年
九
月
。

（
（（（
）　

満
州
事
変
な
ど
の
極
東
方
面
に
お
け
る
国
際
状
況
の
激
変
は
、
中
国
に
利

害
関
係
を
持
つ
ベ
ル
ギ
ー
政
府
の
注
目
を
集
め
て
お
り
、
同
国
は
、
こ
の
時
期
、

各
国
の
動
向
を
探
り
つ
つ
、
難
局
に
対
処
し
て
い
た
。Servais, O

livier., 

“La 

B
elgiq

u
e 

et 
l'affaire 

d
u
 
M
an

d
ch

o
u
k
u
o
,

” P
au

l 
S
ervais 

(ed
.), 

L
a
 

d
iplom

a
tie 

belge 
et 

l'E
x
tr êm

e-O
rien

t: 
T
rois étu

d
es 

d
e 

ca
s 

(1930
-

1970
), 

L
o
u
vain

-la-N
eu

ve,: 
A
cad

em
ia-B

ru
ylan

t, 
2004.  

磯
見
辰
典
、
黒

沢
文
貴
、
櫻
井
良
樹
『
日
本
・
ベ
ル
ギ
ー
関
係
史
』
白
水
社
、
一
九
八
九
年
、

三
七
七
頁
。
一
九
三
〇
年
代
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
日
本
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活

動
を
扱
っ
た
研
究
に
下
記
の
書
が
あ
る
が
、『
二
十
六
聖
人
』
映
画
に
関
し
て

は
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
平
山
の
興

行
活
動
が
、
ベ
ル
ギ
ー
で
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
特
に
目
立
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映画『殉教血史 日本二十六聖人』と平山政十

つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。L

iso
ir, 

H
erv é., 

L
a
 

G
u
erre 

sin
o
-ja

p
o
n
a
ise 

d
a
n
s 

les 
a
n
n ées 

30
: 
P
ressio

n
s 

et 
p
ro
p
a
-

ga
n
d
e 
en
 
B
elgiqu

e 
fra

n
coph

on
e, 

B
ru
xelles: 

A
rch

ives 
co

m
m
u
n
istes, 

2001.

（
（（（
）　

外
務
省
外
交
資
料
館
「
本
邦
ニ
於
ケ
ル
宗
教
及
布
教
関
係
雑
件 

第
三
巻
、

三
、
加
特
力
教
」
大
阪
府
知
事
報
告
「
カ
ト
リ
ッ
ク
映
画
講
演
会
開
催
に
関
す

る
件
」。

（
（（（
）　

ベ
ル
ギ
ー
外
務
省
文
書
館
、
バ
ッ
ソ
ン
ピ
エ
ー
ル
駐
日
大
使
発
本
国
外
務

大
臣
宛
報
告
書
簡
（
一
九
三
四
年
九
月
四
日
、
東
京
）。D

ossier 
P
erson

n
el, 

N
o 94, C

o
n
su
lat d

e B
elgiq

u
e à S

eo
u
l, N

o
 1837 / E

5 d
'o
rd
re 414.

（
（（（
）　
「
平
山
政
十
氏
の
通
信
」『
長
崎
カ
ト
リ
ッ
ク
教
報
』
一
一
六
号
、
一
九
三

三
年
八
月
十
五
日
、「
平
山
政
十
氏
を
送
っ
て
」
同
上
、
一
三
三
号
、
一
九
三

四
年
五
月
一
日
。
今
回
の
わ
れ
わ
れ
の
調
査
で
は
、
こ
の
エ
イ
ド
フ
ォ
ン
映
画

会
社
と
平
山
が
結
ん
だ
契
約
内
容
や
、
作
品
の
上
映
状
況
の
規
模
も
し
く
は
有

無
に
関
し
て
、
具
体
的
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
当
時

の
ベ
ル
ギ
ー
の
代
表
的
な
宣
教
誌
（B

u
lletin

 d
e l'U

n
ion

 m
ission

n
a
ire d

u
 

clerg é

）
な
ど
に
、
こ
の
映
画
の
上
映
に
関
す
る
記
載
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
筆
者
は
、
こ
の
映
画
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
正
式
に
一
般
公
開
さ

れ
る
事
は
な
か
っ
た
と
い
う
考
え
に
傾
い
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
、
エ
イ
ド
フ

ォ
ン
映
画
会
社
な
ど
の
活
動
を
含
む
、
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
映
画
文

化
運
動
が
、
資
金
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
事
に
関
し
て
は
、
下
記
の
研
究
書

の
指
摘
が
あ
る
。D

alto
n
, 
M
argaret 

S
teig., 

C
a
th
olicism

, 
P
opu

la
r 

C
u
ltu

re, a
n
d
 th

e A
rts in

 G
erm

a
n
y, 1880

-1933, N
o
tre D

am
e, In

d
i-

an
a: U

n
iversity o

f N
o
tre D

am
e P

ress, 2005, p
.198.

（
（（（
）　

オ
ラ
ン
ダ
語
版
『
二
十
六
聖
人
』
フ
ィ
ル
ム
に
は
、
メ
ッ
ヘ
レ
ン
の
聖
心

会
の
グ
ル
ー
プ
に
、
上
映
許
可
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
載
す
る
字
幕
が
あ
る

の
で
、
同
会
に
よ
っ
て
、
自
主
上
映
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー

王
立
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
フ
ィ
ル
ム
を
一
九
五
五
年
に
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
加
え
て
い
る
が
、
入
手
経
路
な
ど
に
関
す
る
資
料
は
残
さ
れ
て
い

な
い
。

（
（（（
）　

著
者
が
先
に
指
摘
し
た
作
中
の
豊
臣
秀
吉
の
描
き
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

を
迫
害
す
る
人
物
が
、
根
っ
か
ら
の
悪
人
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
日
本
の
史
実
に
通
じ
な
い
外
国
人
の
観
客
に
は
、
さ
ら
に
戸
惑
い
を

与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
恐
ら
く
、
海
外
の
観

客
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
迫
害
を
受
け
る
後
半
部
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
十

分
な
感
情
移
入
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
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隠
喩
か
ら
流
れ
出
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

　
　
　

老
子
の
水
の
隠
喩
と
漱
石
の
書
く
行
為

李　
　

 

哲　

 

権　
　
　

一　

漱
石
文
学
研
究
に
お
け
る
〈
水
の
女
〉
の
系
譜

漱
石
は
小
説
家
と
し
て
売
り
出
し
た
は
ず
な
の
に
、
最
初
の
小
説
の
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
は
ほ
と
ん
ど
反
小
説
で
す
。
筋
を
全
然
問
題
に
し
な
い
。

い
っ
た
い
漱
石
は
頭
が
悪
い
か
ら
筋
が
立
た
な
い
の
か
。
い
や
そ
ん
な
は

ず
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
筋
を
立
て
る
の
に
、
な
ぜ
か
怯
え
る
も
の
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
虚
子
か
ら
見
る
と
、「
不
思
議
だ
な
、
夏
目
さ
ん
は

ど
う
し
て
筋
が
立
た
な
い
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
漱
石
に
し

て
み
る
と
、
現
実
に
立
た
な
い
し
、
立
て
た
が
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は

能
力
の
問
題
じ
ゃ
な
い
。
御
承
知
の
よ
う
に
漱
石
は
そ
の
後
実
に
が
っ
ち

り
と
し
た
筋
立
て
の
小
説
を
書
き
出
す
ん
で
す
か
ら
、
能
力
の
問
題
で
は

な
く
て
、
た
め
ら
い
な
ん
で
す
。
筋
を
立
て
る
た
め
ら
い
の
焦
点
に
位
置

し
て
い
る
の
が
「
女
」
で
す
。
女
が
出
て
き
て
し
か
も
筋
が
立
た
な
い
い

ち
ば
ん
最
初
の
作
品
が
『
一
夜
』
で
す
（
（
（

。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。�

以
下
同
（

　　

こ
れ
は
江
藤
淳
に
よ
る
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
へ
の
言
及
で
あ
る
。
彼
に
言
わ
せ

れ
ば
、
漱
石
的
文
学
に
お
い
て
、
筋
が
立
た
な
い
の
は
、
そ
の
中
心
に
女
が
い

る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
筋
が
立
つ
、
立
た
な
い
が
小
説
の
成
立

と
深
く
関
わ
っ
た
絶
対
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
し
た
ら
、
女
の
存
在
は
漱
石

的
文
学
に
と
っ
て
構
造
的
破
綻
を
き
た
す
一
つ
の
障
碍
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
漱
石
的
文
学
は
男
と
女
の
感
情
の
縺
れ
が
織
り
成
す
恋
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
に
つ
い
て
の
描
写
や
記
述
は
避
け
て
通
れ
な
い
必
然

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
を
相
手
に
す
る
瞬
間
、
漱
石
の
書
く
行
為
に

は
「
た
め
ら
い
」
が
生
じ
、
筋
が
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
漱
石
的
文
学
に
と
っ
て
女
と
は
何
か
。

　

漱
石
的
文
学
に
と
っ
て
、
女
を
描
く
こ
と
は
、
手
法
や
技
法
の
問
題
で
は
な
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い
。
観
念
の
問
題
で
あ
る
。
女
と
い
う
存
在
に
対
す
る
漱
石
の
も
っ
と
も
根
本

的
な
認
識
に
よ
る
理
念
の
問
題
で
あ
り
、
形
相
の
問
題
で
あ
る
。
漱
石
に
と
っ

て
、
女
は
日
常
性
を
帯
び
た
生
身
の
恋
人
や
妻
や
母
で
あ
る
前
に
、
形
而
上
学

の
対
象
で
あ
る
。
そ
の
形
而
上
学
は
思
考
に
基
づ
い
た
、
ぎ
こ
ち
な
い
硬
質
の

も
の
で
は
な
く
、
感
覚
を
そ
の
基
底
に
据
え
た
想
像
力
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
詩

学
で
あ
る
。
あ
ま
た
の
漱
石
的
存
在
た
ち
が
日
常
性
と
い
う
慣
習
の
古
着
を
脱

ぎ
捨
て
て
、
そ
の
不
毛
な
地
帯
か
ら
脱
出
で
き
た
の
も
、
ひ
と
え
に
こ
の
イ
メ

ー
ジ
の
詩
学
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
女
た
ち
が
、
審
美
の
鑑
識
眼
に

充
分
な
法
悦
と
満
足
感
を
与
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
官
能
性
を

も
ち
え
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
詩
学
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
詩
学
の
根
底
を
な
す
感
覚
の
岸
辺
に
打
ち
寄

せ
て
く
る
刺
激
の
波
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
物
質
で
あ
る
。

夢
想
す
る
者
の
想
像
力
に
無
尽
蔵
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
し
て
く
れ
る
物
質
で

あ
る
。
そ
れ
は
水
で
あ
る
。
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
言
う
四
つ
の
元
素

の
中
で
も
、
も
っ
と
も
女
性
的
で
、
も
っ
と
も
美
し
く
、
も
っ
と
も
自
由
で
、

も
っ
と
も
変
化
に
富
ん
だ
存
在
な
る
水
で
あ
る
（
（
（

。
こ
の
豊
穣
さ
に
満
ち
た
元
素

を
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
の
詩
学
に
導
入
す
る
時
、
漱
石
は
誰
に
も
ま
し
て
女
た
ち

を
、
詩
的
に
、
豊
か
に
、
し
か
も
個
性
的
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
フ
ォ
ル
ム

で
実
に
生
き
生
き
と
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼
の
意
識
が
女
た
ち
を
、

あ
る
い
は
池
や
川
辺
に
接
近
さ
せ
、
あ
る
い
は
湯
気
の
立
ち
込
め
る
「
温
泉

場
」
に
闖
入
さ
せ
、
あ
る
い
は
花
の
生
け
て
あ
る
水
鉢
の
傍
に
佇
ま
せ
る
時
、

彼
の
想
像
力
は
も
っ
と
も
活
気
に
満
ち
て
ほ
と
ば
し
り
、
彼
の
筆
は
も
っ
と
も

精
彩
を
放
っ
て
、
彼
女
た
ち
の
輪
郭
を
な
ぞ
り
、
魂
と
肉
体
の
融
合
を
一
瞬
の

う
ち
に
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
漱
石
が
水
を
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
の
詩
学
の
根
底
に
据
え
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
漱
石
的
テ

ク
ス
ト
の
全
体
的
性
格
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
言
で
い
え
ば
、
彼

の
全
テ
ク
ス
ト
が
掲
げ
る
命
題
は
、
漱
石
が
与
次
郎
と
三
四
郎
の
会
話
の
中
に

さ
り
げ
な
く
挿
入
し
た
次
の
や
り
取
り
の
中
に
潜
ん
で
い
る
。

　

　
「
女
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
よ
」
と
与
次
郎
が
云
つ
た
。

　
「
恐
ろ
し
い
も
の
だ
。
僕
も
知
つ
て
ゐ
る
」
と
三
四
郎
も
云
つ
た
。
す

る
と
与
次
郎
が
大
き
な
声
で
笑
ひ
出
し
た
。
静
か
な
夜
の
中
で
大
変
高
く

聞
え
る
。

　
「
知
り
も
し
な
い
癖
に
。
知
り
も
し
な
い
癖
に
」

　

三
四
郎
は
憮
然
と
し
て
ゐ
た
。（
六
の
六
（（『
漱
石
全
集
』
第
八
巻
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
以
下
す
べ
て
の
作
品
引
用
は
こ
の
年
度
版
に
よ
る
（

　　

つ
ま
り
、
漱
石
的
文
学
に
お
い
て
「
女
は
恐
ろ
し
い
も
の
」
で
あ
る
の
は
、

彼
女
た
ち
が
世
紀
末
の
「
宿
命
の
女
」
の
よ
う
に
男
を
堕
落
へ
と
導
く
魔
性
の

女
だ
か
ら
で
は
な
い
。
彼
女
た
ち
が
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
る
の
は
、〈
水
の

女
〉
と
し
て
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
的
文
学
に
お
い
て
、
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あ
ま
た
の
男
の
登
場
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
女
は
恐
ろ

し
い
も
の
だ
」
と
い
う
認
識
は
、
別
の
言
い
方
に
置
き
換
え
る
と
、「
女
は
分

か
ら
な
い
」「
女
は
語
り
え
な
い
」
と
い
う
も
っ
と
も
素
朴
で
、
も
っ
と
も
古

典
的
な
「
共
同
幻
想
」
に
も
似
た
一
つ
の
認
識
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
認
識
を
さ
ら
に
一
つ
の
文
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
置
き
換
え
て
表
現
す
る
と
、

「
女
は
雲
」「
女
は
雨
」「
女
は
水
」
と
い
う
観
念
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
ま

た
の
漱
石
的
ヒ
ロ
イ
ン
を
思
い
浮
か
べ
る
時
、
彼
女
た
ち
を
一
つ
の
統
一
し
た

イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
召
還
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
〈
水
の
女
〉
と
い

う
こ
の
一
つ
の
象
徴
、
一
つ
の
寓
意
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
の
構
成
も
、
そ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
も
、

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
「
女
は
分
か
ら
な
い
」「
女
は
語
り
え
な
い
」
と
い
う
一

つ
の
沈
黙
、
一
つ
の
失
語
か
ら
来
て
い
る
。
漱
石
の
全
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
沈

黙
と
こ
の
失
語
の
年
輪
が
、
漱
石
と
い
う
作
家
の
意
識
の
地
層
に
堆
積
さ
せ
た

残
留
物
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
賢
明
な
漱
石
は
、
こ
の
意
識
の
し

こ
り
の
よ
う
な
も
の
は
、
決
し
て
語
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
語
ろ
う
と

す
る
と
、
そ
の
瞬
間
に
い
つ
も
わ
れ
わ
れ
人
間
の
意
識
の
表
面
か
ら
逃
げ
て
し

ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
誰
よ
り
も
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
。

彼
に
お
い
て
こ
の
認
識
は
、
そ
の
伝
記
的
事
実
を
発
芽
の
土
壌
と
し
な
が
ら
も
、

決
し
て
世
俗
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
東
西
の
深
遠
な
学
問
の
潤

色
を
受
け
て
、
い
ま
に
も
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
へ
と
昇
華
し
、
文
学
的
表
現
を
獲

得
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
敢
え
て
そ
れ
を
意
識
化
し
、
言
語
化

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
水
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
風
の
中
に
、

雲
の
中
に
、
雨
の
中
に
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
水
の
存
す
る
空
間
の
中
に
、
イ
メ

ー
ジ
の
媒
体
を
求
め
、
表
現
の
可
能
性
を
探
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
全
テ
ク
ス
ト
を
、
そ
の
よ
う
な
試
み
の
実

験
過
程
の
記
録
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
志
と
努
力
の
刻
ま
れ
た
軌
跡
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
出
会
う
こ
と
に
な
る
彼
の
文

体
は
、
す
で
に
雨
の
象
徴
の
装
い
を
纏
い
、
雲
の
寓
意
の
粉
飾
を
施
さ
れ
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
運
筆
は
、
そ
う
し
た
象
徴
と
寓
意
の
彫
琢
に

余
念
が
な
い
た
め
に
、
し
ば
し
ば
筋
の
展
開
を
犠
牲
に
し
た
り
、
�
繁
に
様
式

破
綻
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
脱
線
し
た
り
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
筋
の
犠

牲
も
様
式
破
綻
も
脱
線
も
、
漱
石
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
、「
女
は
語
り
え
な

い
」
と
い
う
命
題
が
分
泌
す
る
失
語
の
圧
迫
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、
沈
黙
の

強
制
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。

　　

一　

漱
石
と
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」（
大
岡
昇
平
）

　
『
草
枕
』
や
『
三
四
郎
』
を
始
め
と
す
る
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
は
、
絵
画
と
深

い
関
係
が
あ
る
。
文
学
と
絵
画
の
想
像
力
に
お
け
る
協
調
関
係
は
、
東
西
を
問

わ
ず
古
い
時
代
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
漱
石
の
場
合
は
、
文
学
の
言
語
が

書
き
え
な
い
夢
想
を
絵
画
の
視
覚
的
記
憶
が
お
ぎ
な
う
形
で
鮮
明
に
し
、
豊
穣

な
も
の
に
し
て
い
る
。
多
く
の
研
究
者
が
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
を
「
絵
画
小
説
」

と
し
て
読
も
う
と
す
る
姿
勢
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
言
う
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ま
で
も
な
く
、
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
は
、
世
紀
末
の
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー

や
デ
カ
ダ
ン
ス
芸
術
お
よ
び
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
と
の
関
係
に
触
れ
た
も
の
で
あ

る
。
中
で
も
ジ
ョ
ン
・
ミ
レ
ー
の
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
」
が
漱
石
の
〈
水
の
女
〉

に
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
そ
の
プ
リ
ズ
ム

に
対
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
草
枕
』
に
お
け
る
「
日
本
の
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
た
の
も
、
ミ
レ
ー
の
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
」

が
仲
介
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
大
岡
昇
平
は

「
水
・
椿
・
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
」
と
題
し
た
講
義
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
問
題
提

起
を
し
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
、
私
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
漱
石
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
こ
だ

わ
る
の
か
と
い
う
の
は
、
依
然
と
し
て
問
題
で
す
。
そ
も
そ
も
始
め
に
峠

の
茶
屋
で
那
美
さ
ん
の
嫁
入
り
の
姿
を
聞
い
て
、
ミ
レ
ー
の
「
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
」
の
こ
と
を
思
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
少
し
変
な
の
で
す
。

旅
館
に
泊
ま
っ
た
そ
の
晩
か
ら
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
夢
を
見
る
し
、
例
の
浴

場
の
場
で
も
折
り
し
も
湯
に
浸
か
り
な
が
ら
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
こ
と
を
考

え
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
な
ん
て
色
々
な
伏
線
が
張
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ

う
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
漱
石
の
無
意
識
の
中

に
あ
っ
て
、『
草
枕
』
を
書
か
せ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。「
薤
露
行
」
に
も
エ
レ
ー
ン
と
い
う
川
流
れ
の
美
少
女
を
描
い

て
い
る
。
な
ぜ
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
な
の
か
、
を
考
え
て
み
よ
う
、
と
思
い
ま

す
（
（
（

。

　　

つ
ま
り
、
漱
石
は
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
こ
だ
わ
る
の
か
、

そ
の
理
由
は
漱
石
の
無
意
識
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
大
岡
は
問
う
。

そ
し
て
彼
は
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
の
概

念
に
基
づ
い
て
、
漱
石
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
へ
の
偏
執
は
、「
恐
ら
く
屍
体
愛
好

症
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
女
性
自
身
よ
り
も
、
髪
、
衣
裳
な
ど
に
愛
着
す
る
倒
錯
（、

極
端
に
い
え
ば
屍
姦
な
ど
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
」
と
関
係
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
推
論
す
る
（
（
（

。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
大
岡
は
二
つ
の
要
素
を
あ
げ
て

い
る
。
一
つ
は
、『
虞
美
人
草
』
に
お
け
る
藤
尾
の
自
殺
体
の
描
写
、
い
ま
一

つ
は
、
伝
記
的
事
実
に
お
け
る
幼
児
体
験　
　

母
親
の
四
十
代
の
時
の
子
だ
っ

た
の
で
、
女
親
が
恥
ず
か
し
い
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
里
子
に
出
さ
れ
、
次
に
養

子
に
出
さ
れ
、
母
親
の
愛
を
知
ら
ず
に
育
っ
た
こ
と　
　

で
あ
る
（
（
（

。
大
岡
の
こ

う
し
た
指
摘
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」

の
概
念
を
そ
の
ま
ま
精
神
分
析
学
に
結
び
付
け
て
考
え
る
節
が
あ
る
が
、
バ
シ

ュ
ラ
ー
ル
の
夢
想
が
あ
く
ま
で
も
水
と
い
う
物
質
と
の
戯
れ
を
根
底
に
据
え
た

「
物
質
的
想
像
力
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
む
し
ろ
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
の
も
う
一
つ
の
概
念
、「
カ
ロ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
想
起
す
べ
き
で

あ
る
（
（
（

。
実
際
、「
カ
ロ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
は
『
水
と
夢
』
の
中
で
は
、

「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
カ
ロ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
の
方
が
も
っ
と
も
根
源
的
で
、
も
っ
と
も
原
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隠喩から流れ出るエクリチュール

初
的
な
人
間
の
再
生
願
望
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
は
あ
く
ま
で
も
「
カ
ロ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
」
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
水
と
の
結
び

付
き
の
中
で
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
精
神
分
析

学
的
な
思
考
が
入
る
余
地
が
ま
っ
た
く
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
言
う
、
死
に
は
四
つ
の
故
郷
あ
り
、
ま
た
そ
の
四
つ
の
故

郷
に
は
そ
れ
ぞ
れ
志
願
者
が
あ
る
と
（
（
（

。
こ
の
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
的
な
夢
想
を
オ
フ

ィ
ー
リ
ア
に
当
て
は
め
る
と
、
彼
女
は
も
っ
と
も
「
完
全
な
死
」
を
望
む
、
水

と
い
う
元
素
へ
の
志
願
者
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
種
の
夢
想
を
『
草
枕
』
の
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
的
存
在
な
る
那
美
の
イ
メ
ー
ジ
に
施
す
と
、
彼
女
は
既
成
の
イ
メ

ー
ジ
と
は
異
な
っ
た
変
形
を
蒙
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
女
が
「
余
」
に

「
私
が
身
を
投
げ
て
浮
い
て
居
る
所
を　
　

苦
し
ん
で
浮
い
て
る
所
ぢ
や
な
い

ん
で
す　
　

や
す
や
す
と
往
生
し
て
浮
い
て
居
る
所
を　
　

奇
麗
な
画
に
か
い

て
下
さ
い
」
と
た
の
む
時
、
そ
れ
は
「
も
っ
と
も
美
し
い
死
」
を
遂
げ
る
た
め

の
宣
言
で
あ
り
、
意
思
表
示
で
あ
る
。
那
美
の
死
へ
の
願
望
は
、「
長
い
内
面

的
運
命
と
し
て
準
備
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
水
は
も
っ
と
も
女
性
的
な
死
の

物
質
で
あ
り
、
那
美
は
真
に
水
の
中
で
死
ぬ
た
め
に
生
ま
れ
た
人
間
で
あ
る
。

彼
女
は
そ
こ
に
「
自
分
自
身
の
元
素
」
を
ふ
た
た
び
見
出
す
の
で
あ
る
。
オ
フ

ィ
ー
リ
ア
の
死
が
、
事
故
で
も
自
殺
で
も
狂
気
で
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
那
美

の
死
の
願
望
も
「
き
印
し
」
と
い
う
狂
気
や
厭
世
的
な
人
生
観
に
よ
る
単
な
る

自
殺
で
は
な
い
。
そ
れ
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
死
に
す
で
に
顕
現
さ
れ
て
い
る

「
女
性
の
自
殺
の
象
徴
」
の
審
美
的
模
倣
か
ら
く
る
、
水
と
い
う
死
の
故
郷
へ

の
旅
立
ち
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
那
美
と
い
う
固
有
名
に
さ
り
げ
な
く
身

を
潜
め
て
い
る
「
波
＝
水
」
へ
の
帰
郷
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
那
美
は

「
波
」
に
戻
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
元
素
な
る
水
へ
の
還
帰
を
遂
げ
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
草
枕
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
水
へ
の
還
帰
は
、
直
接
的
に
は

つ
い
に
起
こ
ら
ず
に
終
わ
る
。
那
美
は
、
夕
方
「
鏡
が
池
」
の
向
こ
う
岸
の
岩

の
上
に
現
れ
る
が
、
身
投
げ
は
し
な
い
。
彼
女
は
「
鏡
が
池
」
の
こ
と
を
「
身

を
投
げ
る
に
好
い
所
で
す
」
と
言
っ
て
、
足
し
げ
く
そ
こ
に
通
う
。
そ
し
て

「
私
は
近
々
投
げ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
、
暗
に
自
殺
を
仄
め
か
し
な
が
ら

も
、
彼
女
は
最
後
の
最
後
ま
で
身
を
投
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
、
彼
女
は

「
余
」
が
浸
か
っ
て
い
る
「
温
泉
場
」
に
闖
入
す
る
が
、
横
た
わ
る
と
い
う
姿

勢
へ
の
移
行
は
見
せ
な
い
。
東
郷
克
美
は
『
草
枕
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
横

臥
の
姿
勢
に
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
「
カ
ロ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
に
も
似
た

死
へ
の
願
望
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
那
美
だ
け
で
な
く
、「
余
」
も
そ
の
よ
う

な
願
望
を
持
っ
て
お
り
、
し
か
も
彼
女
と
そ
れ
を
共
有
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
好
ん
で
し
ば
し
ば
「
ご
ろ
り
と
寝
こ

ろ
」
ぶ
。
蓮
実
重
彦
氏
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
漱
石
作
品
に

お
け
る
仰
臥
の
姿
勢
は
「
世
界
と
の
和
解
を
約
束
す
る
特
権
的
な
身
振
で
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あ
る
」
が
、
同
時
に
そ
れ
は
入
眠
の
姿
勢
で
あ
り
、
死
に
よ
る
仰
臥
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
か
。
画
工
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
の
は
、
オ
フ
エ
リ

ヤ
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
オ
フ
エ
リ
ヤ
的
存
在
と
と
も
に
春
の
水
の
中
に

横
た
わ
り
た
い
と
い
う
願
望
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
温
泉
の
中

に
横
た
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
に
よ
る
死
を
実
感
的
に
仮
想
す
る
（
（
（

。

　　

で
は
、「
余
」
は
い
つ
彼
女
と
そ
の
よ
う
な
時
空
を
共
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

東
郷
の
指
摘
に
よ
る
と
、『
草
枕
』
に
は
三
つ
の
水
が
あ
る
。「
一
つ
は
オ
フ
ェ

リ
ヤ
や
長
良
の
乙
女
が
身
を
浮
か
べ
て
流
れ
る
水
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は

「
鏡
が
池
」
の
静
止
し
た
動
か
ぬ
重
い
水
で
あ
る
。
さ
ら
に
あ
げ
れ
ば
、
観
海

寺
の
前
に
拡
が
る
「
海
」
の
水
で
、
こ
の
無
窮
無
辺
の
水
は
禅
的
な
も
の
を
暗

示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
（
（
（

。」
東
郷
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
余
」
が
那
美
と
静
か

な
眠
り
の
よ
う
な
水
上
の
死
の
時
空
を
共
有
す
る
の
は
、
一
つ
目
の
「
流
れ
る

水
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
征
兵
士
の
久
一
を
送
る
た
め
に
「
余
」
と
那
美

が
熊
本
の
方
へ
下
っ
て
行
く
砂
川
の
船
の
上
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様

の
見
方
を
、
大
岡
は
「『
鏡
が
池
』
に
身
投
げ
す
る
と
い
う
那
美
さ
ん
が
河
口

ま
で
出
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
は
『
薤
露
行
』
の
エ
レ
ー
ン
の
場
合
で
す
。
こ
の

種
の
死
美
女
の
運
命
ら
し
い
の
で
す
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
東
郷
と

大
岡
が
約
束
し
た
か
の
よ
う
に
、
那
美
の
川
下
り
の
シ
ー
ン
に
水
上
の
死
を
見

よ
う
と
す
る
背
景
に
は
、
死
者
を
水
に
流
し
た
、
人
類
の
古
い
記
憶
が
想
起
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
古
い
記
憶
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
「
カ
ロ
ン
・
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
夢
想
は
、
人
類

の
最
初
の
旅
人
は
死
者
で
あ
り
、
最
初
の
航
海
者
は
死
者
で
あ
る
と
断
言
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
棺
は
死
者
を
入
れ
る
木
の
箱
で
は
な
く
、
死
者
を
旅
の
目
的
地

に
運
ぶ
船
と
な
る
。「
余
」
が
那
美
と
い
っ
し
ょ
に
水
上
の
死
を
遂
げ
ら
れ
る

の
も
、
こ
の
よ
う
な
船
と
棺
が
と
り
む
す
ぶ
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
温
泉
場
」
で
実
現
で
き
な
か
っ
た
夢
を
、
船
と
い
う
棺
に
二
人
�

っ
て
身
を
横
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
余
」
は
「
カ
ロ
ン
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
」
を
、
那
美
は
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
そ
れ
ぞ
れ
実
現

し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
『
草
枕
』
論
は
、
そ
こ
に
桃
源
郷
的
な
ト
ポ
ス
を
認
め

よ
う
と
す
る
。
そ
の
見
方
に
依
拠
す
れ
ば
、「
余
」
は
初
め
か
ら
山
路
を
登
る

べ
き
で
は
な
い
。
船
で
砂
川
の
源
へ
と
遡
行
す
る
身
振
り
を
見
せ
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
方
が
ず
っ
と
「
桃
花
源
記
」
の
記
述
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、『
草
枕
』
は
意
識
的
に
そ
れ
を
破
っ
て
い
る
。
模
倣
や
剽
窃
の
謗

り
を
避
け
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
一
つ
の
必
然
が
そ
う
さ
せ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
大
岡
が
言
う
「
死
美
女
の
運
命
」
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
結
局
、
那
美
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
影
を
引
き
ず
っ
た
存
在
と
し
て
、

「
死
美
女
の
運
命
」
を
背
負
い
、
水
の
上
に
み
ず
か
ら
を
横
た
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
自
分
自
身
を
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
化
」
し
て
眠
る
存
在
と
し
て
、「
鏡

が
池
」
と
同
様
の
性
質
を
も
っ
た
砂
川
の
波
の
上
に
、「
自
分
自
身
を
放
棄
し
、

漂
い
、
静
か
に
」
仰
臥
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
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『
草
枕
』
は
遅
延
さ
れ
た
死
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

静
か
な
水
上
の
死
に
憧
れ
る
那
美
の
、
水
へ
の
帰
還
を
限
り
な
く
遅
延
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
紡
ぎ
出
さ
れ
る
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
を
、『
草
枕
』
と
い

う
テ
ク
ス
ト
は
許
す
の
で
あ
る
。

　　

二　

「
熱
い
水
」
と
「
冷
た
い
水
」（
芳
川
泰
久
）

　

漱
石
が
ミ
レ
ー
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
死
に
見
た
も
の
は
、
美
し
い
眠
れ
る
人

の
イ
メ
ー
ジ
、
花
々
の
中
で
の
休
息
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
っ
て
み

れ
ば
バ
ロ
ッ
ク
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

如
何
に
も
バ
ロ
ッ
ク
的
な
要
素
で
あ
る
水
が
静
か
な
死
の
完
成
に
参
入
し
て
い

る
。
と
同
時
に
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
文
芸
に
お
い
て
そ
の

頂
点
を
極
め
た
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
死
は
、
水
の
中
に
自
分
を
放

棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
の
属
性
を
分
有
し
て
も
ら
い
、
ま
た
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
睡
眠
へ
の
あ
の
心
地
良
い
滑
り
出
し
を
始
め
、
花
々
へ
の
変
貌
を

遂
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
草
枕
』
の
「
鏡
が
池
」
が
「
永
劫
回
帰
の

場
所
」「
あ
ら
ゆ
る
有
機
物
を
解
体
さ
せ
、
長
い
間
に
無
機
物
に
か
え
て
し
ま

う
死
と
再
生
の
場
所
」
で
あ
る
よ
う
に
（
（（
（

、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
仰
臥
の
姿
勢
が
漱

石
に
語
り
か
け
る
の
も
再
生
を
約
束
さ
れ
た
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
植
物
へ

の
し
ば
し
の
転
生
を
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
内
包
し
て
い
る
循
環
す
る
死
の
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。『
夢
十
夜
』
の
「
第
一
夜
」
に
お
け
る
女
の
死
は
、
百
合
の

花
を
そ
の
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

植
物
的
な
生
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
形
成
し
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
的
な
死
の
イ
メ
ー

ジ
を
具
現
化
し
て
い
る
。

　

言
っ
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
は
水
の
演
出
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
水
の
神
話
的

作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
東
郷
は
そ
の
よ
う
な
水
を
既
述
し
た
よ
う
に
三
つ

に
分
け
て
い
る
。「
流
れ
る
水
」
と
「
重
い
水
」
と
「
無
窮
無
辺
の
水
」
が
す

な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
如
何
に
も
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
ば
り
の
分
類
で
あ
る
。

し
か
も
水
の
夢
想
を
生
き
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
欠
い
た
、
貧
弱
な
分
類
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
漱
石
の
夢
想
と
も
っ
と
ね
ん
ご
ろ
に
な
り
、
漱
石
の
水
と
も
っ

と
戯
れ
て
い
た
な
ら
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
行
な
っ
た
水
の
分
類
の
す
べ
て
が
、

そ
こ
に
自
分
の
姿
を
刻
印
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。「
明
る
い
水
」
も

「
春
の
水
」
も
、
ま
た
「
深
い
水
」
も
「
眠
っ
て
い
る
水
」
も
「
死
ん
だ
水
」

も
、
そ
れ
に
「
母
性
の
水
」
も
「
女
性
の
水
」
も
、
さ
ら
に
は
「
優
し
い
水
」

も
「
荒
れ
る
水
」
も
、
そ
ろ
っ
て
自
分
た
ち
の
属
性
を
そ
こ
に
投
影
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
（
（（
（

。
そ
れ
だ
け
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
は
水
の
氾
濫
が
あ
り
、
水
の
博

物
誌
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　

芳
川
泰
久
の
「
熱
力
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
よ
る
「
熱
い
水
」
と
「
冷
た
い

水
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
有
効
な
「
熱
力
学
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
も
、
そ
の
よ

う
な
水
の
博
物
誌
の
中
の
一
ペ
ー
ジ
を
飾
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
な

発
想
を
得
た
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
〝
温
度
差
〟
の
発

見
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
蓮
實
重
彦
の
『
夏
目
漱
石
論
』
の
「
水
」
を

め
ぐ
る
分
析
を
読
み
返
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
批
評
の
言
葉
に
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は
徹
底
し
て
〝
温
度
差
〟
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
す
で
に

こ
の
漱
石
論
の
端
緒
が
用
意
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
（
（（
（

」
と
記

し
て
い
る
。
そ
の
せ
い
か
、
芳
川
と
蓮
實
の
文
体
は
き
わ
め
て
親
密
な
近
親
性

を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
芳
川
自
身
み
ず
か
ら
が
「
と
こ
ろ
で
〝
温
度

差
〟
を
漱
石
の
小
説
空
間
に
持
ち
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
〝
テ
ク

ス
ト
の
表
層
を
読
む
〟
と
い
う
蓮
實
的
な
姿
勢
と
は
別
の
姿
勢
が
要
求
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
（
（（
（

」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
断
わ
っ
て
い
て
も
、
蓮
實
の
文
体
を
読
み

慣
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
一
瞬
の
錯
覚
に
よ
る
、
心
地
よ
い
眩
暈
を
覚
え
ざ
る

を
え
な
い
。

　

こ
う
し
て
夢
の
符
牒
を
も
つ
小
説
に
〝
温
度
差
〟
と
い
う
視
点
を
持
ち
込

む
と
き
、
そ
れ
ま
で
目
に
つ
か
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
表
情
と
い
う
か
起

伏
が
、
き
わ
め
て
漱
石
的
な
風
景
と
し
て
立
ち
上
っ
て
く
る
。
ま
ず
高
低

差
を
可
能
に
す
る
「
高
所
」
と
、
そ
の
下
に
必
ず
布
置
さ
れ
る
「
冷
た
い

水
」
と
い
う
風
景
。
そ
し
て
「
冷
た
い
水
」
と
並
ぶ
よ
う
に
、
つ
ま
り
熱

力
学
的
な
視
点
か
ら
見
る
と
〝
温
度
差
〟
を
つ
く
り
だ
す
よ
う
に
、
そ
の

近
傍
に
「
熱
い
水
」
が
配
さ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
温
泉
の

湯
槽
で
あ
り
、
風
呂
の
浴
槽
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
こ
の
「
熱
い

水
」
と
「
冷
た
い
水
」
か
ら
成
る
風
景
は
、
す
ぐ
れ
て
熱
力
学
的
な
パ
ラ

ダ
イ
ム
を
差
し
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、
他
方
、「
高
所
」
と
「
冷
た
い

水
」
の
風
景
が
可
視
と
す
る
の
は
、
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
仕
事
に
変
換
さ

れ
る
よ
う
な
古
典
力
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
そ
し
て
、
漱
石
の
作

中
人
物
た
ち
、
と
り
わ
け
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
、
そ
う
し
た
「
冷
た
い
水
」

の
場
所
に
近
づ
く
と
き
、
常
に
一
つ
の
共
通
の
仕
草
を
み
せ
る
の
で
あ
り
、

「
熱
い
水
」
の
場
所
に
身
を
置
く
と
き
、
必
ず
ま
た
別
の
仕
草
を
な
ぞ
っ

て
み
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
趨
勢
が
見
え
て
く
る
の
は
、
漱
石
の

小
説
に
〝
温
度
差
〟
を
投
げ
込
ん
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
（（
（

。

　　

芳
川
の
議
論
は
初
め
か
ら
そ
の
思
考
の
志
向
性
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
彼

が
〝
テ
ク
ス
ト
の
表
層
を
読
む
〟
蓮
實
流
の
批
評
宣
言
に
別
れ
を
告
げ
て
、
そ

こ
に
〝
温
度
差
〟
を
持
ち
込
む
の
は
、「
熱
力
学
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
と
い
う

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
原
野
を
通
り
抜
け
て
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
精
神
分
析
学
的
な

思
考
回
路
に
つ
な
ぐ
た
め
で
あ
る
。「
冷
た
い
水
」
と
「
熱
い
水
」
の
並
置
、

そ
れ
だ
け
で
は
単
な
る
〝
温
度
差
〟
は
形
成
し
て
も
、
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ー
ル
な

〝
温
度
差
〟
は
産
出
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
高
低
差
を
可
能
に
す
る
「
高

所
」
が
参
入
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
冷
た
い
水
」
は
こ
の
高

所
の
差
し
出
す
垂
直
の
運
動
に
自
分
を
委
ね
る
と
き
、「
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

仕
事
に
変
換
さ
れ
」
て
、「
熱
い
水
」
を
み
ず
か
ら
の
近
傍
に
引
き
寄
せ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
冷
た
い
水
」
と
「
熱
い
水
」
の
並
置
が
強
引
な
結

び
つ
き
を
払
拭
し
て
、
隣
接
可
能
に
な
る
の
は
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
で
あ
る
。

ま
た
、
漱
石
の
作
中
人
物
た
ち
、
と
り
わ
け
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
が
テ
ク
ス
ト
空
間

へ
の
登
場
が
可
能
に
な
る
の
も
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
あ
と
は
彼
女
た
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ち
が
「
冷
た
い
水
」
に
親
近
性
を
示
し
て
接
近
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も

「
熱
い
水
」
に
魅
き
つ
け
ら
れ
て
身
を
委
ね
る
の
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
こ
ん
な
風
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
エ
ス
を
表
象
す
る
「
冷
た
い

水
」
と
「
熱
い
水
」
に
近
づ
く
探
偵
＝
精
神
分
析
医
と
し
て
の
男
に
差
し

出
さ
れ
る
謎
と
は
、
ま
ず
、
タ
ナ
ト
ス
＝
死
と
の
一
体
化
を
促
す
よ
う
に

落
下
の
身
振
り
を
反
復
す
る
女
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
エ
ロ
ス
と
一
体
化

を
果
た
す
べ
く
熱
い
水
の
中
へ
と
闖
入
す
る
挑
発
的
な
女
で
あ
り
、
し
か

も
、
一
方
の
冷
た
い
水
の
周
囲
に
は
、
鏡
子
＝
清
子
と
い
う
妻
の
名
の
機

知
語
が
横
た
わ
り
、
他
方
の
熱
い
水
の
周
囲
に
は
、
文
字
通
り
「
女
」
と

い
う
匿
名
性
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
機
知
語
が
可
視
と
な
る
の
だ
、
と
（
（（
（

。

　　

こ
こ
に
至
っ
て
、「
冷
た
い
水
」
と
「
熱
い
水
」
は
袂
を
分
か
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
精
神
分
析
学
の
異
な
る
水
脈
に
流
れ
つ
く
。
つ
ま
り
、「
冷
た
い
水
」
は

タ
ナ
ト
ス
＝
死
と
手
を
結
び
、「
熱
い
水
」
は
エ
ロ
ス
＝
生
（
性
（
と
手
を
つ

な
ぐ
。
そ
し
て
「
冷
た
い
水
」
の
近
傍
に
は
「
妻
の
名
」
の
機
知
語
が
横
た
わ

り
、「
熱
い
水
」
の
周
囲
に
は
、
匿
名
性
を
際
立
た
せ
る
「
女
」
と
い
う
機
知

語
が
可
視
と
な
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
芳
川
は
、
妻
や
女
を
単
な
る
分
類
学

上
の
性
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
漱
石
的
な
物
語
の
生
成
機
制
の
中
に
組
み

込
ま
れ
た
、
き
わ
め
て
生
産
的
な
符
牒
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
は
、「
冷
た
い
水
」
と
「
熱
い
水
」
の
空
間
的
並
置
に
、

妻
と
女
の
機
知
語
的
性
格
の
相
異
が
生
み
だ
す
精
神
的
な
「
揺
ら
ぎ
」
を
布
置

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
物
語
の
駆
動
を
可
能
に
す
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
供
給
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
漱
石
的
物
語
と
は
、
母
の
名
を
語
る
こ
と
を
回
避
し
な
が
ら
、

「
女
」
と
い
う
匿
名
性
と
妻
の
名
の
あ
い
だ
に
可
能
と
な
る
揺
ら
ぎ
と
し

て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
『
草
枕
』『
三
四

郎
』『
行
人
』『
明
暗
』
と
い
っ
た
夢
の
書
法
を
共
有
す
る
物
語
に
限
ら
れ

て
は
い
な
い
。
漱
石
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
小
説
が
、
女
と
妻
の
揺
ら
ぎ
を
媒

介
に
し
て
物
語
を
紡
い
で
い
る
と
さ
え
言
え
る
ほ
ど
で
あ
る
（
（（
（

。

　　

で
は
、
な
ぜ
「
漱
石
的
物
語
」
に
お
い
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
「
母
の
名
」

を
語
る
こ
と
を
回
避
し
、
あ
く
ま
で
も
「
女
」
と
い
う
匿
名
性
の
中
に
だ
け
生

き
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
芳
川
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
漱

石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
揺
ら
ぎ
」
の
生
を
も
っ
と
も
忠
実

に
生
き
て
い
る
の
は
、『
三
四
郎
』
の
「
汽
車
の
女
」
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

彼
女
は
正
真
正
銘
の
母
で
あ
り
、
妻
で
あ
り
、
女
で
あ
る
。
し
か
も
「
熱
い

水
」
の
中
に
闖
入
し
て
く
る
「
挑
発
的
な
女
」
で
あ
る
。『
草
枕
』
の
那
美
も

き
わ
め
て
こ
の
「
汽
車
の
女
」
に
近
い
存
在
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
女
は
か
つ

て
妻
で
は
あ
っ
て
も
、
母
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
か
「
漱
石
的
物
語
」

は
、
そ
の
女
の
登
場
人
物
た
ち
に
気
前
よ
く
妻
の
生
、
女
の
生
は
与
え
る
が
、
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し
か
し
母
の
生
は
与
え
よ
う
と
し
な
い
。『
そ
れ
か
ら
』
の
三
千
代
に
は
流
産

と
心
臓
病
を
強
要
し
な
が
ら
も
、
最
後
の
最
後
ま
で
母
の
生
を
付
与
し
な
い
。

『
門
』
の
御
米
も
、『
こ
こ
ろ
』
の
先
生
の
奥
さ
ん
も
、『
行
人
』
の
嫂
も
ま
た

『
明
暗
』
の
お
延
も
、
例
外
な
く
み
ん
な
母
に
な
る
権
利
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。

唯
一
、『
道
草
』
の
細
君
に
だ
け
は
母
の
生
を
許
す
ば
か
り
で
な
く
、
子
供
を

二
人
も
授
け
て
い
る
。『
道
草
』
は
自
然
主
義
文
学
の
理
念
に
も
っ
と
も
近
い

「
家
常
茶
飯
の
生
活
を
題
材
」
に
し
て
い
る
か
ら
、
子
供
は
必
須
条
件
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
も
し
も
こ
の
仮
説
が
あ
る
程
度
の
真
実
性
を
有
し
て
い
る
と

し
た
ら
、『
道
草
』
以
外
の
テ
ク
ス
ト
に
は
子
連
れ
の
母
の
生
は
適
し
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
、

母
の
い
る
風
景
、
子
供
の
い
る
風
景
は
、
そ
の
「
養
子
」
体
験
が
も
た
ら
す
違

和
感
の
強
力
な
抵
抗
に
よ
っ
て
、
で
き
れ
ば
避
け
て
通
り
た
い
領
分
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
漱
石
の
想
念
の
世
界
に
お
い
て
、
社

会
的
責
任
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
的
義
務
で
も
あ
る
、
子
供
と
い
う
シ
ン
ボ
ル

を
背
負
っ
た
母
親
像
は
、
タ
ナ
ト
ス
の
支
配
す
る
「
冷
た
い
水
」
の
空
間
に
も
、

ま
た
エ
ロ
ス
の
支
配
す
る
「
熱
い
水
」
の
空
間
に
も
、
自
由
な
出
入
り
を
制
限

さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
不
都
合
な
存
在
と
し
て
映
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　　

三　

出
会
い
と
「
垂
直
の
力
学
圏
」（
蓮
實
重
彦
）

　

芳
川
泰
久
に
よ
っ
て
、
表
層
と
戯
れ
る
人
と
見
な
さ
れ
た
蓮
實
重
彦
は
、
水

に
熱
い
の
冷
た
い
の
と
い
う
分
類
を
ま
っ
た
く
施
さ
ず
に
、
単
刀
直
入
に
「
漱

石
に
お
け
る
『
水
』
は
、
そ
れ
が
池
で
あ
れ
、
河
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
海
で
あ

れ
、
奥
行
き
を
持
っ
て
拡
が
る
風
景
で
は
な
く
、
人
の
視
線
を
垂
直
に
惹
き
つ

け
る
環
境
な
の
だ
」
と
い
っ
て
、
議
論
を
水
の
主
題
論
的
な
方
向
へ
と
導
い
て

行
く
（
（（
（

。
つ
ま
り
、
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
池
も
河
も
海
も
水
の
存
す
る
空
間
と
し
て
、

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
「
特
権
的
な
遭
遇
の
場
」
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
遭
遇
の
儀
式
が
演
じ
ら
れ
」、
三
四
郎
の
よ
う
に
男

の
登
場
人
物
た
ち
が
そ
の
近
傍
に
身
を
処
す
る
と
、
女
の
登
場
人
物
た
ち
は
あ

た
か
も
そ
の
よ
う
な
空
間
に
好
ん
で
住
み
着
く
浮
遊
霊
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
ら

と
な
く
一
瞬
に
し
て
彼
ら
の
傍
に
降
り
立
つ
、
と
い
う
。

　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
女
の
登
場
人
物
は
男
の
向
こ
う
側
を
な
す
人

間
の
女
で
あ
る
前
に
、
何
よ
り
も
先
に
空
間
の
女
で
あ
る
。
あ
た
か
も
彼
女
た

ち
は
空
間
の
属
性
を
分
有
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
登
場
人
物
と

し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
空
間
と
の
親

近
感
を
求
め
、
空
間
と
の
一
体
化
を
図
ろ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス

ト
の
空
間
的
性
格
に
触
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
彼
女
た
ち
の
登
場
人
物
と
し

て
の
性
格
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

あ
ま
た
の
文
学
テ
ク
ス
ト
同
様
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
空
間

が
あ
る
。
崖
下
や
縁
側
、
風
呂
場
や
洗
面
所
、
池
や
小
川
、
そ
れ
に
「
温
泉

場
」
や
病
院
の
廊
下
、
ス
ト
ー
ブ
や
ラ
ン
プ
や
ち
ゃ
ぶ
台
の
存
す
る
屋
内
、
こ

う
し
た
要
素
は
渾
然
一
体
と
な
っ
て
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
の
空
間
を
形
成
し
て
い

る
。
が
、
こ
う
し
た
空
間
的
要
素
全
体
が
女
の
登
場
人
物
た
ち
の
性
格
形
成
に
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隠喩から流れ出るエクリチュール

貢
献
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、

空
間
は
決
し
て
均
質
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は

「
一
定
の
構
造
と
一
貫
性
を
も
た
な
い
」「
形
を
成
さ
ぬ
」
空
間
も
あ
れ
ば
、
ま

た
深
遠
な
意
味
を
も
っ
た
、
絶
対
的
な
「
固
定
点
」
と
も
「
中
心
」
と
も
い
え

る
、
特
権
的
な
空
間
も
あ
る
。
女
の
登
場
人
物
た
ち
の
性
格
付
与
に
直
接
参
与

す
る
も
の
は
、
こ
の
二
者
の
う
ち
後
者
で
あ
る
。
女
主
人
公
た
ち
の
性
格
に
顕

著
に
現
れ
る
空
間
的
属
性
は
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
空
間
の
こ
の
よ
う

な
非
均
質
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

蓮
實
が
指
摘
す
る
「
特
権
的
な
遭
遇
の
場
」
と
し
て
の
水
辺
が
す
な
わ
ち
そ

の
よ
う
な
空
間
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
カ
ン
の
『
愛
の
文
化
史
』
の
分
類

に
し
た
が
え
ば
、
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク

な
恋
の
舞
台
の
一
つ
に
し
か
な
り
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
水
辺
は
、
漱
石

的
テ
ク
ス
ト
で
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
を
す
っ
か
り
脱
ぎ
捨
て
て
、
ひ
た

す
ら
漱
石
的
な
出
会
い
の
空
間
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
蓮
實
は
そ
の
よ
う

な
空
間
の
最
初
を
飾
る
も
の
と
し
て
雨
を
あ
げ
て
い
る
。
空
か
ら
地
上
に
向
か

っ
て
、
垂
直
の
軌
跡
を
描
き
な
が
ら
下
降
し
て
く
る
濃
密
な
水
滴
の
層
は
、

「
春
や
秋
と
い
っ
た
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
風
物
詩
以
上
の
あ
る
意
義
深
い
説
話

的
機
能
」
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　

漱
石
に
あ
っ
て
は
、
雨
が
遭
遇
を
告
げ
る
一
つ
の
符
牒
で
あ
る
か
の
よ
う

に
、
人
と
人
を
結
び
合
わ
せ
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
漱
石
的
「
存

在
」
は
、
そ
の
遭
遇
に
よ
っ
て
後
に
は
引
き
返
し
え
な
い
時
空
へ
と
自
分

を
宙
吊
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
（
（（
（

。

　
雨
が
担
う
説
話
的
機
能
は
あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
に
一
つ

の
場
面
を
捨
て
て
別
の
情
景
へ
と
移
行
す
る
の
を
許
す
も
の
は
、
ほ
か
な

ら
ぬ
雨
へ
の
言
及
な
の
だ
。
雨
の
光
景
を
描
く
と
い
う
よ
り
、
雨
の
一
語

を
口
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
物
語
に
変
化
を
導
入
す
る
符
牒
で
あ
る
（
（（
（

。

�
れ
る
水
は
漱
石
的
存
在
に
異
性
と
の
遭
遇
の
場
を
提
供
す
る
。
し
か
も
、

そ
こ
で
身
近
に
相
手
を
確
認
し
あ
う
男
女
は
、
水
の
横
�
に
よ
っ
て
外
界

か
ら
完
全
に
�
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
（
（（
（

。

　
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
と
三
千
代
は
、「
男
と
女
を
外
界
か
ら
孤
立
さ
せ
る
」

濃
密
な
水
滴
の
層
が
形
作
る
密
室
の
中
で
、「
昔
の
自
然
」
と
い
う
「
後
に
は

引
き
返
し
え
な
い
時
空
」
へ
と
自
分
た
ち
を
放
棄
し
、『
道
草
』
の
健
三
は
、

小
雨
と
い
う
遭
遇
の
符
牒
に
身
を
さ
ら
し
た
た
め
に
、
思
い
懸
け
な
い
「
不
吉

な
訪
問
者
」
に
出
会
う
。
そ
し
て
あ
ま
た
の
漱
石
的
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
は
、『
行

人
』
の
嫂
の
よ
う
に
、
何
の
前
触
れ
も
な
く
、
雨
と
と
も
に
男
た
ち
の
傍
に
突

然
現
れ
る
。
そ
れ
と
同
様
、
あ
ま
た
の
男
の
主
人
公
た
ち
も
、『
明
暗
』
の
津

田
の
よ
う
に
、
雨
と
呼
ば
れ
る
水
滴
の
厚
い
層
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
、
よ
り
豊
か

な
水
の
横
�
へ
と
自
分
を
導
い
て
ゆ
き
、
そ
こ
で
運
命
的
な
出
会
い
を
果
た
す
。



230

だ
か
ら
、
雨
は
「
奥
行
き
を
持
っ
て
拡
が
る
風
景
」
で
も
な
け
れ
ば
、「
向
こ

う
側
と
い
う
も
の
」
を
持
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
人
の
視
線
を
垂
直

に
惹
き
つ
け
る
環
境
」
で
あ
り
、「
表
層
で
あ
り
続
け
る
曖
昧
な
中
間
地
帯
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
環
境
に
身
を
置
く
こ
と
、
そ
の
よ
う
な

中
間
地
帯
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
は
、
一
つ
の
儀
式
的
な
身
振
り
で
あ
り
、
仕
草

で
あ
る
。
男
は
こ
の
通
過
儀
礼
に
も
等
し
い
儀
式
の
敷
居
を
跨
ぐ
瞬
間
に
、
い

ま
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
空
間
に
、
自
分
が
う
っ
か
り
と
足
を
踏
み
入
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　

あ
ま
た
の
漱
石
的
「
存
在
」
が
雨
と
呼
ば
れ
る
厚
い
水
滴
の
層
を
く
ぐ
り

ぬ
け
た
は
て
に
出
会
う
べ
き
も
の
は
、
と
き
に
は
那
美
さ
ん
と
呼
ば
れ
、

あ
る
い
は
清
子
、
あ
る
い
は
嫂
と
呼
ば
れ
も
す
る
具
体
的
な
一
人
の
女
性

で
は
な
く
、
そ
う
し
た
水
の
女
た
ち
が
体
現
す
る
垂
直
の
力
学
圏
と
い
う

か
、
縦
に
働
く
磁
場
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
（（
（

。

　

　

そ
の
よ
う
な
「
垂
直
の
力
学
圏
」
に
お
い
て
は
、『
草
枕
』
の
画
工
が
「
は

た
り
と
画
筆
を
取
り
落
し
た
」
仕
草
も
、
た
ん
な
る
驚
き
を
示
す
比
喩
で
は
な

く
、
落
下
す
る
筆
が
描
く
垂
直
の
軌
跡
を
み
ず
か
ら
演
じ
て
見
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、「
遭
遇
の
場
と
し
て
の
水
辺
が
、
空
間
を
垂
直
に
貫
く
縦
の
世
界
で
あ

る
事
実
を
完
璧
に
理
解
す
る
」
た
め
の
実
践
的
な
行
為
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
と

同
様
の
原
理
で
、
那
美
が
「
帯
の
間
に
椿
の
花
の
如
く
赤
い
も
の
」
を
ち
ら
つ

か
せ
な
が
ら
ひ
ら
り
と
地
上
に
飛
び
下
り
る
仕
草
も
、「
漱
石
に
お
け
る
水
の

女
が
、
存
在
を
垂
直
の
世
界
に
閉
じ
こ
め
て
動
き
を
奪
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

身
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
（
（（
（

」
確
か
な
証
拠
と
な
る
。
こ
の
部
分
を
、
前
述
し
た

芳
川
な
ら
そ
の
熱
力
学
の
原
理
に
従
っ
て
、
垂
直
の
落
下
運
動
で
は
な
く
、
高

所
を
目
指
し
た
登
攀
運
動
と
し
て
描
く
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
草
枕
』
の

画
工
の
よ
う
に
徒
歩
で
山
路
を
登
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
テ
ク
ス
ト
に
高
さ
を

も
た
ら
す
と
同
時
に
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
確
保
」
す
る
仕
草
と
し
て
捉
え
る

は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
画
工
が
「
は
た
り
と
画
筆
を
取
り
落
し
た
」
仕
草
の

方
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
高
所
を
目
指
し
て
「
漸
々
と
登
っ
て
行
く
」

「
余
」
の
視
線
の
も
う
一
つ
の
登
攀
運
動
の
方
が
む
し
ろ
意
味
を
持
つ
の
で
あ

る
。
あ
と
は
「
余
」
の
視
線
が
捕
捉
し
た
那
美
に
、「
登
攀
に
よ
っ
て
獲
得
し

た
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
仕
事
に
変
え
る
仕
草
（
（（
（

」
を
演
じ
る
よ
う
に
さ
せ
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
落
下
運
動
と
登
攀
運
動
を
対
置
さ
せ
て
み
る
と
、
蓮
實
と
芳
川
は

い
ず
れ
も
高
所
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
一
方
は
、
た
だ
雨
と

い
う
濃
密
な
水
滴
の
層
が
描
く
垂
直
の
運
動
か
ら
、
言
葉
の
あ
や
を
用
い
て

「
表
層
」
で
の
横
滑
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
わ
れ
わ

れ
を
『
草
枕
』
の
「
危
巌
の
頂
き
」
や
「
第
十
夜
」
の
「
絶
壁
の
天
辺
」
に
連

れ
て
行
く
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方
は
、「
熱
力
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
い
う

学
問
的
な
枠
組
み
を
か
か
げ
、
そ
の
教
示
に
従
っ
て
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
獲
得

す
る
た
め
に
、
漱
石
的
存
在
た
ち
の
高
所
へ
の
登
攀
行
為
を
追
跡
す
る
。
両
者
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の
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
た
ぶ
ん
手
ぶ
ら
で
「
テ
ク
ス
ト
の
表
層
を
読
む
」
蓮

實
の
姿
勢
と
理
論
を
た
ず
さ
え
て
「
テ
ク
ス
ト
の
表
層
と
戯
れ
る
」
芳
川
の
姿

勢
と
の
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
せ
い
か
、
蓮
實
の
方
が
自
由
自
在
に
想
像

力
の
赴
く
が
ま
ま
に
、
テ
ク
ス
ト
の
至
る
所
に
落
下
だ
の
垂
直
だ
の
遭
遇
だ
の

を
発
見
し
て
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
言
う
「
縦
の
快
楽
」「
垂
直
の
大
騒
ぎ
」

を
大
い
に
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
落
下
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
取
り
落
と
す
こ
と
。
そ
の
垂
直
の
運
動
も
ま

た
遭
遇
の
一
つ
の
形
態
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
鎌
倉
の
海
岸
と
い
う

水
辺
で
演
じ
ら
れ
る
『
こ
こ
ろ
』
の
冒
頭
の
遭
遇
劇
を
思
い
出
し
て
み
よ

う
。「
私
」
が
「
先
生
」
と
は
じ
め
て
口
を
利
く
直
接
の
契
機
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
浴
衣
に
つ
い
た
砂
を
払
お
う
と
し
て
振
っ
た
瞬
間
に
板
の

間
か
ら
地
上
に
落
ち
た
「
先
生
」
の
眼
鏡
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
振
り

落
と
さ
れ
た
眼
鏡
の
挿
話
は
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
分
析
学
的
な
接
近
を
し
り

ぞ
け
な
が
ら
、
そ
の
運
動
の
垂
直
性
に
お
い
て
『
草
枕
』
の
鏡
が
池
の
深

山
椿
の
ぽ
た
り
と
落
ち
る
運
動
と
無
媒
介
に
響
応
し
あ
う
こ
と
に
な
る
の

だ
。
水
辺
に
咲
い
た
椿
の
赤
が
那
美
さ
ん
を
誘
き
よ
せ
た
よ
う
に
、
落
下

す
る
眼
鏡
も
ま
た
「
私
」
と
「
先
生
」
と
を
結
び
つ
け
る
。
し
か
も
そ
の

新
た
な
遭
遇
者
た
ち
は
、
二
人
し
て
「
海
へ
飛
び
込
ん
」
で
行
く
の
だ
。

落
ち
る
こ
と
は
、
だ
か
ら
水
と
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
た
運
動
な
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

　

こ
こ
で
蓮
實
は
、
単
な
る
垂
直
運
動
で
は
な
く
、
水
辺
の
垂
直
運
動
こ
そ
遭

遇
を
約
束
す
る
、
と
主
張
し
て
い
る
が
、
椿
の
落
下
と
眼
鏡
の
落
下
を
主
題
論

的
に
ま
っ
た
く
同
種
の
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
遭
遇
の
予
兆
を
読
み
取
る
に
は

大
き
な
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
も
、
人
間
界
の
出
来
事
（
眼
鏡
が

落
ち
る
こ
と
と
そ
れ
を
拾
っ
て
あ
げ
る
こ
と
（
と
自
然
界
の
出
来
事
（
た
だ
花
が

散
る
こ
と
（
を
ま
っ
た
く
区
別
せ
ず
に
、
た
だ
落
下
と
い
う
符
牒
に
注
目
す
る

だ
け
で
、『
草
枕
』
と
『
こ
こ
ろ
』
を
結
び
つ
け
、
そ
こ
に
間
テ
ク
ス
ト
性
を

見
つ
け
だ
す
、
手
際
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
素
晴
ら
し
さ
に
は
敬
意
を
表
さ
ざ
る
を

え
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
間
テ
ク
ス
ト
性
と
い
う
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
衒
学

趣
味
と
快
楽
追
求
を
助
長
す
る
張
本
人
で
あ
り
、
共
犯
者
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
し
か
し
言
葉
と
言
葉
が
互
い
に
た
ぐ
り
よ
せ
合
う
と
い
う
自
律
的
な
引

力
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
ト
と
の
間
に
立
ち
は
だ
か
る
敷
居
が
取
り

払
わ
れ
て
、
一
つ
の
共
通
の
表
層
が
で
き
あ
が
り
、
そ
こ
に
力
動
的
な
戯
れ
が

軌
跡
を
刻
印
す
る
動
き
は
、
見
て
い
て
刺
激
的
で
あ
り
、
痛
快
で
あ
り
、
そ
れ

に
知
的
で
あ
り
、
驚
異
的
で
あ
る
。
芳
川
が
自
分
の
『
漱
石
論
』
が
「
一
つ
の

発
見
を
き
っ
か
け
に
し
て
い
る
」
こ
と
を
告
白
し
た
あ
と
、
続
け
て
「
蓮
實
重

彦
は
、
主
題
論
と
も
呼
び
得
る
視
線
を
維
持
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に

あ
っ
て
ひ
た
す
ら
無
視
さ
れ
秘
匿
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
言
葉
ど
う
し
の
密
や
か

な
照
応
ぶ
り
を
な
ぞ
る
よ
う
に
際
立
た
せ
て
見
せ
、
こ
れ
ま
で
漱
石
の
作
品
が

読
ま
れ
て
き
た
環
境
を
圧
倒
的
に
転
倒
し
て
い
る
」
と
賛
辞
を
述
べ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
表
層
宣
言
」
に
対
す
る
敬
意
か
ら
く
る
も
の
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だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
（（
（

。
ま
た
、
両
者
の
文
体
的
近
似
性
も
そ
の
よ
う
な
敬
意

が
背
景
に
潜
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
芳
川
は
表
層
と
戯

れ
て
い
な
い
と
み
ず
か
ら
宣
言
し
て
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
第
三
者
の
立
場
か
ら

見
れ
ば
蓮
實
と
同
様
、
や
は
り
「
テ
ク
ス
ト
の
表
層
を
読
む
」
人
に
映
っ
て
し

ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
芳
川
は
蓮
實
を
意
識
し
、
と
同
時
に
蓮
實
を
自
分
の
中
に
受

け
入
れ
て
、
そ
の
行
間
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
を
自
分
の
血
肉
に
し
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芳
川
が
言
う
「
温
度
差
」
と
は
、
蓮
實
を
見

つ
め
、
そ
れ
を
抱
き
上
げ
た
と
き
に
伝
わ
っ
て
く
る
「
温
か
さ
」
で
あ
り
、
ま

た
必
要
に
応
じ
て
、
蓮
實
と
の
距
離
を
保
ち
た
い
が
た
め
に
、
そ
れ
を
突
き
放

し
て
み
た
と
き
に
生
じ
て
く
る
ク
ー
ル
な
「
冷
た
さ
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

蓮
實
の
水
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
は
芳
川
が
明
言
し
た
よ
う
に
、「
温
度
差
」

へ
の
言
及
は
な
い
。
蓮
實
的
言
説
に
と
っ
て
、
池
の
冷
た
い
水
も
、「
温
泉

場
」
の
熱
い
水
も
、
空
か
ら
の
冷
た
い
雨
も
、
た
だ
人
の
視
線
を
縦
に
引
き
つ

け
る
環
境
で
し
か
な
い
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
に
高
所
を
も
包
摂
し
た

「
垂
直
の
力
学
圏
」
を
設
定
す
る
。
す
る
と
、
こ
の
「
垂
直
の
力
学
圏
」
は
漱

石
的
テ
ク
ス
ト
に
遍
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ま
た
の
漱
石
的
存
在
た
ち
は
、

雨
と
呼
ば
れ
る
厚
い
水
滴
の
層
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
そ
こ
に
辿
り
つ
く
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
「
垂
直
の
力
学
圏
」
を
意
味
産
出
の

機
制
と
し
て
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
垂
直
の
落
下
運
動
を
可
能
に
す
る
単
な
る
高
低
の
空
間

で
は
な
く
、「
誘
う
者
」
と
「
誘
わ
れ
る
者
」
と
の
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、

死
と
生
の
力
が
競
合
し
、
拮
抗
す
る
場
に
仕
上
げ
て
い
る
。

　

漱
石
的
存
在
は
、
だ
か
ら
あ
ま
た
の
水
の
女
た
ち
に
向
か
っ
て
き
わ
め
て

曖
昧
な
、
二
律
背
反
的
な
態
度
で
し
か
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。

女
た
ち
が
現
在
へ
と
誘
う
と
き
彼
ら
は
決
ま
っ
て
過
去
か
未
来
へ
と
逃
れ
、

運
動
そ
の
も
の
を
回
避
し
て
そ
の
軌
跡
や
予
想
図
と
戯
れ
る
。
だ
が
、
そ

れ
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
在
と
し
て
生
き
ら
れ
る

運
動
は
き
ま
っ
て
死
へ
の
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
縦
の
世
界
、

垂
直
に
働
く
磁
力
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
生
の
条
件

の
放
棄
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
水
滴
の
厚
い
層
を
く
ぐ
り
ぬ

け
る
こ
と
、
そ
し
て
溜
っ
た
水
の
表
面
に
視
線
を
落
と
す
こ
と
、
そ
れ
は

未
来
と
記
憶
と
を
同
時
に
失
う
と
い
う
代
償
な
し
に
は
実
現
し
え
な
い
身

振
り
で
あ
る
。
漱
石
的
存
在
と
は
、
そ
の
危
険
を
本
能
的
に
察
知
し
な
が

ら
も
、
水
の
手
招
き
に
は
こ
と
の
ほ
か
敏
感
に
反
応
し
て
し
ま
う
者
た
ち

な
の
で
あ
る
。
そ
の
背
理
は
、
し
ば
し
ば
彼
ら
に
優
柔
不
断
な
相
貌
を
ま

と
わ
せ
、
そ
れ
が
「
彽
徊
趣
味
」
と
か
「
余
裕
派
」
と
か
の
言
葉
を
神
話

化
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
水
の
誘
い
に
反
応
し
て
し
ま
う

と
い
う
の
は
決
定
的
な
事
態
な
の
だ
。
漱
石
的
優
柔
不
断
は
、
も
っ
と
も

危
険
の
近
く
に
あ
る
も
の
の
み
に
可
能
な
、
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
身
振
り
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
、
彼
ら
が
は
じ
め
か
ら
垂
直
の
磁
力
に
身
を
ゆ
だ

ね
て
し
ま
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
漱
石
的
「
作
品
」
な
ど
は
あ
り
う
べ
く
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も
な
か
っ
た
ろ
う
（
（（
（

。

　

　
〈
水
の
女
〉
た
ち
が
体
現
す
る
「
垂
直
の
力
学
圏
」
に
お
い
て
、
漱
石
的
存

在
た
ち
は
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
に
誘
わ
れ
る
が
ま
ま
に
、
垂
直
に
働
く
磁
力
に
身
を

ゆ
だ
ね
た
り
は
し
な
い
。
そ
れ
は
生
の
条
件
の
放
棄
で
あ
り
、
死
の
契
機
を
は

ら
ん
だ
身
振
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
的
存
在
た
ち
は
「
そ
の
危
険
を
本
能
的

に
察
知
し
な
が
ら
」
き
わ
め
て
曖
昧
な
態
度
を
示
し
て
後
じ
さ
り
す
る
。
漱
石

的
テ
ク
ス
ト
に
「
優
柔
不
断
な
相
貌
」
を
ま
と
っ
た
男
た
ち
が
散
見
す
る
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
存
在
が
三
四
郎
で
あ
る
。
運
動
会
の
日
、

サ
ッ
フ
ォ
ー
で
も
飛
び
込
み
そ
う
な
絶
壁
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
美
禰
子
は

よ
し
子
に
言
う
、「
あ
な
た
も
飛
び
込
ん
で
御
覧
な
さ
い
」
と
。
こ
れ
は
明
ら

か
に
三
四
郎
に
向
け
ら
れ
た
美
禰
子
の
投
身
へ
の
誘
い
で
あ
る
。
水
辺
に
立
つ

美
禰
子
は
、
こ
の
よ
う
に
豹
変
し
て
、
時
に
は
「
挑
発
す
る
女
」
に
な
り
、
時

に
は
「
命
令
す
る
女
」
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
命
令
も
挑
発
も
三
四
郎
に
は

通
じ
な
い
。
視
点
人
物
と
し
て
、
た
だ
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
の
よ
う
に
如
実
に
写

す
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
三
四
郎
に
は
、
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
れ
に
反
応
を
示
す

権
利
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
美
禰
子
は
こ
の
崖
の
上

で
の
挑
発
を
最
後
に
、「
演
技
者
と
し
て
水
の
戯
れ
を
組
織
す
る
こ
と
を
放
棄

す
る
」
の
で
あ
る
。

　

　

四　

「
丘
に
立
つ
女
」
と
「
絵
画
小
説
」（
芳
賀
徹
）

　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
文
学
と
絵
画
の
関
係
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
、

ど
う
し
て
も
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
芳
賀
徹
の
『
絵
画
の
領
分
』
で

あ
る
。
そ
の
研
究
は
一
つ
の
敬
意
、
一
つ
の
確
信
か
ら
出
発
す
る
。「
世
界
は

広
し
と
い
え
ど
も
、
二
十
世
紀
の
ご
く
初
め
、
芦
雪
と
ミ
レ
イ
が
、
タ
ー
ナ
ー

と
応
挙
が
、
池
大
雅
と
レ
ッ
シ
ン
グ
が
、
あ
る
い
は
王
維
が
、
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー

ン
が
、
一
人
の
頭
脳
の
う
ち
に
連
鎖
し
て
同
時
に
浮
か
ぶ
な
ど
と
い
う
の
は
た

だ
こ
の
日
本
に
お
い
て
し
か
、
そ
れ
も
多
分
こ
の
夏
目
漱
石
に
お
い
て
し
か
あ

り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
ろ
う
（
（（
（

」。
こ
の
敬
意
、
こ
の
確
信
は
、

芳
賀
を
し
て
そ
の
幼
年
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
行
く
よ
う
に
慫
慂
す
る
。
精
神
分

析
学
が
一
人
の
人
間
の
精
神
史
の
軌
跡
を
辿
る
時
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
そ
の
幼

少
年
時
代
に
ま
で
戻
っ
て
行
く
よ
う
に
、
芳
賀
は
漱
石
と
い
う
全
存
在
の
形
成

に
決
定
的
な
刻
印
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
最
初
の
書
き
込
み
を
求
め
て
、
そ
の

伝
記
的
事
実
を
調
べ
る
。
そ
う
し
て
彼
が
そ
こ
で
発
見
す
る
の
は
「
南
画
に
見

入
る
少
年
」
で
あ
る
。
奥
深
く
薄
暗
い
旧
家
の
床
の
間
の
前
で
、
あ
る
い
は
蔵

の
中
で
「
独
り
蹲
踞
ま
っ
て
、
黙
然
と
」
掛
け
軸
の
絵
に
見
入
る
十
代
の
少
年

漱
石
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
少
年
の
孤
独
の
う
ち
に
宿
さ
れ
、
つ
ち
か
わ
れ
た
絵
好

0

0

き0

の
心
、
狭
く
は
南
画
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
傾
き
は
、
そ
の
後
の
漱
石
の
学

生
・
学
者
・
文
人
と
し
て
の
生
涯
と
仕
事
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
発
展
し
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て
ゆ
く
の
か
。
そ
の
絵
好
き
ぶ
り
が
実
際
に
画
筆
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
三
十
六
年
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
帰
国
し
て
後
の
こ

と
で
、
か
な
り
遅
い
。
し
か
し
ま
た
こ
の
絵
好
き
心
は
、
同
じ
く
帰
国
後

開
始
さ
れ
る
創
作
活
動
と
並
行
し
て
つ
の
り
、
漱
石
の
本
領
た
る
「
文
学

の
領
分
」
に
も
強
く
干
渉
し
、
深
く
浸
透
し
た
あ
げ
く
、
つ
い
に
晩
年
に

は
「
文
学
の
領
分
」
を
離
れ
て
一
つ
の
充
実
し
た
「
絵
画
の
領
分
」
を
つ

く
る
に
ま
で
い
た
っ
た
。　
　

漱
石
に
お
け
る
文
学
と
絵
画
と
の
接
近
と

交
錯
の
動
き
は
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ

れ
る
（
（（
（

。

　　

こ
う
し
て
芳
賀
は
、
漱
石
の
中
に
二
つ
の
領
分
を
発
見
す
る
。
漱
石
の
い
く

つ
か
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
二
つ
の
領
分
が
時
に
は
仲
む
つ
ま
じ
く
境
界
を
接

し
て
い
る
風
景
と
し
て
、
時
に
は
相
手
の
友
好
的
な
境
界
侵
犯
を
こ
こ
ろ
よ
く

受
け
入
れ
る
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。『
草
枕
』
と
『
三
四
郎
』
が

す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　

「
絵
画
小
説
」　
　

ま
こ
と
に
奇
妙
な
言
葉
か
も
し
れ
な
い
が
、『
草
枕
』

を
「
画
工
小
説
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、『
三
四
郎
』
は
絵
画
小
説
と
呼
ん
で

み
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
草
枕
』
が
世
紀
末
風
を
加

え
た
文
人
画
小
説
な
ら
ば
、『
三
四
郎
』
は
洋
画
＝
油
絵
小
説
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
美
禰
子
を
モ
デ
ル
と
す
る
油
絵
『
森
の
女
』
の
成
立
の
プ

ロ
セ
ス
を
、
小
説
の
冒
頭
か
ら
結
尾
ま
で
の
、
漱
石
の
用
語
で
い
う
一
つ

の
「
動
モ
ー
チ
ブ
・
フ
オ
ー
ス

機

力
」
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
潜
在
的
な
、
し
か
し

強
い
「
イ
ン
テ
レ
ス
ト
」
と
し
て
物
語
り
な
が
ら
、
そ
の
ま
わ
り
に
さ
ま

ざ
ま
の
絵
画
的
な
小
道
具
や
挿
話
を
も
加
え
て
し
だ
い
に
「
デ
ッ
プ
ス
」

（depth

（
を
獲
得
し
て
ゆ
く
の
が
こ
の
小
説
、
と
い
う
ふ
う
に
読
む
こ
と

も
で
き
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　　

こ
う
し
て
『
草
枕
』
と
『
三
四
郎
』
は
「
絵
画
小
説
」
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
た
わ
け
だ
が
、
で
は
、
両
テ
ク
ス
ト
の
ど
の
部
分
が
絵
画
的
な
の
か
、
こ
れ

に
答
え
を
与
え
る
べ
く
、
芳
賀
は
「
丘
に
立
つ
女
」
と
い
う
一
つ
の
絵
画
的
イ

メ
ー
ジ
を
導
入
す
る
。
そ
う
し
て
『
草
枕
』
と
『
三
四
郎
』
に
共
通
す
る
ふ
た

つ
の
場
面
に
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
当
て
は
め
、
那
美
と
美
禰
子
を
い
ず
れ
も
「
丘

に
立
つ
女
」
と
い
う
同
種
の
鋳
型
か
ら
作
り
出
し
た
存
在
と
し
て
見
て
い
る
。

「
水
底
を
見
せ
て
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
返
っ
た
池
水
の
ほ
と
り
、
ま
わ
り
の
木

立
ち
の
濃
い
茂
み
を
と
お
し
て
射
す
斜
め
の
夕
日
、
そ
し
て
そ
の
夕
日
の
な
か

の
仰
ぎ
見
る
高
み
に
、
す
ら
り
と
立
つ
女
の
謎
め
い
た
す
が
た
」、『
草
枕
』
と

『
三
四
郎
』
は
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
が
有
す
る
血
縁
関
係
に
も
似
た
間
テ
ク
ス
ト

性
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
相
前
後
し
て
こ
の
よ
う
な
女
性
を
そ
の
主
人
公

に
た
て
る
。
し
か
も
、
池
と
巌
と
い
う
き
わ
め
て
類
似
的
な
環
境
を
そ
の
周
り

に
布
置
す
る
。
芳
川
の
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
確
保
す
る
た
め
の
高
所
は
、
こ
こ

で
は
初
め
か
ら
女
の
立
つ
べ
き
空
間
と
し
て
特
権
化
さ
れ
、
男
た
ち
の
高
所
へ
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隠喩から流れ出るエクリチュール

の
登
攀
は
最
初
か
ら
意
味
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

蓮
實
の
「
垂
直
の
力
学
圏
」
も
「
丘
」
と
い
う
絵
画
的
な
空
間
の
一
点
に
吸
収

さ
れ
て
、
そ
の
本
来
の
落
下
の
運
動
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
は
絵
画
の
論

理
に
従
い
、
す
べ
て
は
絵
画
的
思
考
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　

『
草
枕
』
の
女
が
帯
の
間
に
椿
の
花
の
よ
う
に
赤
い
も
の
を
見
せ
て
ひ
ら

り
と
巌
上
か
ら
身
を
ひ
る
が
え
せ
ば
、『
三
四
郎
』
の
女
は
な
に
か
白
い

小
さ
な
花
を
手
に
し
て
、
そ
の
匂
い
を
か
ぎ
な
が
ら
岡
か
ら
ゆ
っ
く
り
と

下
り
て
き
て
、
花
を
男
の
前
に
落
と
し
て
ゆ
く
。（
中
略
（『
草
枕
』
の
方

が
よ
り
「
世
紀
末
」
的
な
エ
ロ
ス
の
色
彩
が
濃
く
、『
三
四
郎
』
の
方
が

よ
り
印
象
派
的
に
明
る
く
開
か
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
が
、
し
か
し

両
作
の
な
か
で
も
と
く
に
意
味
深
い
こ
の
二
つ
の
情
景
が
、
こ
れ
ほ
ど
ぴ

っ
た
り
と
相
重
な
る
の
は
た
だ
の
偶
然
で
は
あ
り
え
ま
い
。
そ
の
底
に
は
、

漱
石
の
か
な
り
強
度
な
固
定
観
念
風
の
映
像
が
な
に
か
ひ
そ
ん
で
働
い
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
中
略
（
こ
こ
に
は
な
に
か
「
巌
上
の
女

（
あ
る
い
は
丘
の
上
に
立
つ
女
（」
と
い
っ
た
詩
的
・
絵
画
的
な
映
像
の
体

験
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
強
く
漱
石
の
想
像
力
を
刺
戟
し
て
い
る
の
に
ち
が

い
な
い
と
思
わ
れ
る
（
（（
（

。

　　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
詩
的
・
絵
画
的
な
映
像
の
体
験
」
を
可
能
に
し
た
画

家
と
テ
ク
ス
ト
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
芳
賀
は
続
け
て
そ
の
特
定

に
取
り
掛
か
る
。
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
決
定
的
な
も
の
は
な
く
、
ラ
フ
ァ
エ
ル

前
派
の
作
品
、
与
謝
野
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
の
歌
、
青
木
繁
の
絵
が
候
補
と

し
て
、
推
測
の
範
囲
に
入
っ
て
く
る
。
中
で
も
と
く
に
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
や

そ
の
周
辺
の
芸
術
家
た
ち
が
好
ん
で
取
り
上
げ
た
「
ヴ
ィ
ナ
ス
の
丘
」
の
映
像

が
、
漱
石
的
な
「
丘
に
立
つ
女
」
の
形
象
化
に
も
っ
と
も
貢
献
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
種
の
方
向
性
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、

中
世
ド
イ
ツ
の
騎
士
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
の
伝
説
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
れ

を
糸
口
に
し
て
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
、

バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
ビ
ア
ズ
リ
ー
等
の
作
品
に
研
究
が
及
ぶ
。
彼
ら
は
い

ず
れ
も
ヴ
ィ
ナ
ス
を
題
材
に
し
た
『
ヴ
ィ
ナ
ス
頌
』
と
い
っ
た
絵
を
描
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
（
（（
（

。

　

し
か
し
、
漱
石
は
果
た
し
て
「
丘
に
立
つ
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
れ
ら
の
画

家
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
答
え
を
出
そ
う
と

し
て
も
、
結
局
は
想
像
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、「
丘
に

立
つ
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
ぜ
強
烈
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
丘
と
い
う
高
さ
が

支
配
す
る
空
間
を
、
同
じ
く
人
間
の
姿
勢
の
中
で
も
っ
と
も
高
さ
を
主
張
す
る

「
立
つ
」
と
い
う
静
止
し
た
動
き
に
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
る
と
、
女
は
高
い
所
に
立
つ
存
在
と
な
る
。
し
か
も
あ
る
種
の
願
望
を
も
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
高
い
所
に
身
を
置
き
た
が
る
存
在
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
那

美
と
美
禰
子
の
身
振
り
に
注
目
す
れ
ば
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
彼

女
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
所
に
立
ち
た
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
女
神
だ
か
ら
。
だ
と
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す
る
と
丘
と
い
う
高
所
は
ま
さ
に
天
と
い
う
究
極
の
高
所
へ
の
志
向
を
示
す
聖

な
る
空
間
と
い
え
よ
う
。
と
同
時
に
、
三
四
郎
の
池
の
ほ
と
り
に
蹲
踞
っ
た
姿

勢
は
礼
拝
の
た
め
の
身
振
り
で
あ
り
、
丘
の
上
を
眺
め
る
行
為
は
、
女
神
へ
の

礼
賛
で
あ
る
。
次
に
〈
雲
の
女
〉
だ
か
ら
。
だ
と
す
る
と
丘
と
い
う
高
所
は
雲

へ
の
親
近
性
を
見
せ
て
、
も
っ
と
も
背
伸
び
を
し
て
い
る
空
間
で
あ
る
。
た
し

か
に
三
四
郎
は
丘
の
上
の
美
禰
子
に
気
づ
く
前
に
、
池
の
底
に
映
っ
て
い
る

「
青
い
空
」
を
そ
の
出
現
の
予
兆
と
し
て
確
認
し
て
い
る
。
後
章
で
詳
し
く
述

べ
る
よ
う
に
、
那
美
と
美
禰
子
は
疑
問
の
余
地
の
な
い
、
正
真
正
銘
の
〈
雲
の

女
〉
で
あ
る
。「
青
い
空
」
と
美
禰
子
と
の
結
び
付
き
は
そ
こ
か
ら
来
て
い
る

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
異
界
の
女
だ
か
ら
。
だ
と
す
る
と
丘
と
い
う
高
所
は
そ
の
よ

う
な
異
界
と
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
空
間
で
あ
り
、
池
と
い
う
水
の
空
間
も
そ
の

よ
う
な
異
界
の
女
の
出
現
に
一
役
買
っ
て
で
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
『
三
四

郎
』
の
美
禰
子
の
立
っ
て
い
る
森
の
奥
に
「
赤
煉
瓦
の
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
建
築
」

が
建
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
あ
た
か
も
美
禰
子
は
十
八
、
九
世
紀
の
イ
ギ
リ

ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
か
ら
抜
け
出
た
主
人
公
の
よ
う
に
、「
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
建

築
」
を
背
景
に
し
て
立
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
も
し
も
こ
の
推
測
が
真
実
だ

と
す
る
と
、『
三
四
郎
』
は
ま
っ
た
く
別
の
読
み
を
許
容
す
る
は
ず
だ
。
つ
ま

り
、
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
の
主
人
公
な
る
美
禰
子
が
「
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
建
築
」
の
古

城
の
中
に
掛
け
て
あ
る
絵
か
ら
抜
け
出
て
、
明
治
の
東
京
を
ぶ
ら
ぶ
ら
と
歩
き

回
っ
て
、
最
後
に
原
口
と
い
う
画
家
に
よ
っ
て
再
び
絵
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ

る
怪
奇
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
に
か
く
、
芳
賀
の
「
丘
に
立
つ
女
」
は
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
た
め
に
、

魅
力
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
。
以
上
の
想
像
に
ま
か
せ
た
筆
者
の
連
想
も
そ

こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
作
家
に
つ
い
て
の
研
究
も
こ
の
よ

う
な
連
想
と
想
像
が
つ
な
が
っ
て
出
来
上
が
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

一
瞬
思
い
た
く
な
る
。
そ
の
せ
い
か
芳
賀
の
「
丘
に
立
つ
女
」
の
特
定
作
業
も

次
の
豊
か
な
連
想
で
結
ん
で
い
る
。

　

漱
石
も
、
ど
れ
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
英
国
留
学
中
、
ま
た

帰
国
後
も
、
こ
れ
ら
の
世
紀
末
の
詩
画
の
作
品
に
数
多
く
触
れ
て
、
そ
の

な
か
か
ら
い
つ
の
ま
に
か
、
こ
の
ヴ
ィ
ナ
ス
の
丘
の
モ
チ
ー
フ
を
学
び
と

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
漱
石
の
文
筆
に
よ
っ
て
巧
み
に

絵
画
化
さ
れ
て
、
二
つ
の
池
の
ほ
と
り
の
丘
の
上
に
、
巌
の
上
に
立
つ
謎

め
い
て
美
し
い
女
の
像
と
な
っ
た
。
実
は
美
禰
子
も
那
美
さ
ん
も
、
泉
鏡

花
『
高
野
聖
』（
明
治
三
十
三
年
（
の
な
か
の
魔
性
の
女
に
劣
ら
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
に
明
治
日
本
に
あ
ら
わ
れ
た
小
ヴ
ィ
ナ
ス
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
…
…
岡
や
巌
の
下
に
澄
ん
で
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
池
水
は
、
こ
の
男
た

ち
の
心
を
「
遠
く
且
つ
遙
か
な
心
持
」（『
三
四
郎
』（
に
誘
い
こ
ん
で
、

「
池
の
女
」
あ
る
い
は
「
人
マ
ー
メ
イ
ド魚

」、
つ
ま
り
美
し
い
〈
宿フ
ア
ム
・
フ
ア
タ
ル

命
の
女
〉

（fem
m
e�fatale

（
と
の
邂
逅
に
導
く
恰
好
の
舞
台
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し

て
森
ご
し
に
斜
め
に
射
し
こ
む
夕
日
の
色
は
、
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の

絵
に
も
青
木
繁
の
絵
に
も
濃
く
映
っ
て
い
た
世
紀
末
の
夕
映
え
の
翳か
げ

り
に
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ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
（
（（
（

。

　

五　

世
紀
末
芸
術
と
水
底
幻
想
（
尹
相
仁
）

　

　

世
紀
末
文
芸
の
合
言
葉
と
い
う
べ
き
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い
う
語
は
、
元
来

下
降
と
衰
落
を
意
味
す
る
。
世
紀
末
の
前
段
階
と
し
て
の
浪
漫
主
義
に
せ

よ
、
世
紀
末
の
デ
カ
ダ
ン
テ
ィ
ス
ム
に
せ
よ
、
現
実
に
対
す
る
拒
否
と
逃

避
と
い
う
基
本
姿
勢
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
芸

術
表
現
の
面
で
は
相
反
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
世

紀
末
デ
カ
ダ
ン
た
ち
が
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
蒼
空
へ
の
視
線
か
ら

地
下
（
墓
（
や
水
底
の
世
界
へ
視
線
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十

九
世
紀
文
芸
史
の
自
然
な
趨
勢
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
が
詩
「
人
と
海
」
で
、
人
間
の
精
神
を
「
海
に
劣
ら
ぬ
苦
い
深

淵
」
と
喩
え
た
の
は
す
こ
ぶ
る
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
。

　

そ
れ
に
十
九
世
紀
中
葉
か
ら
神
話
・
伝
説
の
発
掘
、
研
究
が
活
発
に
な

っ
た
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
永
い
年
月
に
わ
た
っ
て
海
底
で

眠
っ
て
い
た
ニ
ン
フ
、
セ
イ
レ
ン
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
、
人
魚
た
ち
が
長
い

眠
り
か
ら
目
を
覚
ま
し
、
そ
の
妖
し
い
姿
態
で
再
び
男
た
ち
を
惑
わ
し
、

海
底
の
国
へ
つ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。（
中
略
（
い
う
ま
で
も
な
く
、

彼
女
た
ち
は
世
紀
末
文
芸
全
般
に
わ
た
っ
て
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る

〈
宿フ
ア
ム
・
フ
ア
タ
ー
ル

命
の
女
〉
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
、〈
宿
命
の
女
〉
が
し
ば

し
ば
水
辺
に
出
現
す
る
の
は
、
大
方
こ
こ
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
え
る
（
（（
（

。

　　

尹
相
仁
の
「
漱
石
の
世
紀
末
感
受
性　
　

水
底
幻
想
を
中
心
に　
　

」
か
ら

の
引
用
で
あ
る
。
彼
は
前
述
し
た
芳
賀
徹
の
豊
か
な
想
像
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
漱
石
研
究
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
見
方
は
、
彼
に
先
だ
つ
何
人
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
岡
は
成
城
大
学
で
の
講
義

で
、
尹
と
ほ
ぼ
近
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
私
た
ち
が
水
を
見
て
感
ず
る
快
感
は
、
そ
の
流
動
性
、

透
明
性
、
流
れ
る
リ
ズ
ム
な
ど
が
、
人
間
の
「
物
質
的
想
像
力
」
を
か
き

立
て
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
西
洋
で
は
水
は
文
法
的
に
概
し
て
女
性
で

す
。
そ
し
て
ま
た
「
母
」
な
の
で
す
が
、
一
方
は
若
い
妖
精
、
ギ
リ
シ
ャ

神
話
で
い
え
ば
ニ
ン
フ
、
北
欧
系
神
話
で
は
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
が
い
ま
す
。

両
方
と
も
独
立
し
た
強
い
神
格
で
は
な
く
て
、
群
れ
を
な
し
て
い
ま
す
が
、

オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
の
ほ
う
は
人
間
を
愛
す
る
神
格
と
し
て
、
古
く
は
ド
イ
ツ

の
ロ
マ
ン
派
の
小
説
家
フ
ー
ケ
ー
に
そ
の
題
の
小
説
（
一
八
一
四
年
（
が

あ
り　
　

ド
イ
ツ
語
で
は
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
、『
水
妖
記
』
の
題
で
岩
波
文

庫
に
訳
が
あ
り
ま
す　
　

一
九
三
九
年
に
ジ
ャ
ン
・
ジ
ロ
ー
ド
ー
が
戯
曲

を
書
き
、
一
九
五
四
年
に
オ
ー
ド
リ
イ
・
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
が
主
演
し
て
パ

リ
で
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
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こ
れ
ら
の
水
の
精
の
特
徴
は
、
可
愛
ら
し
く
裸
に
な
っ
て
水
浴
び
し
て

い
る
こ
と
で
す
。
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
は
髪
は
ほ
ど
け
て
長
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
水
の
流
れ
で
梳
か
れ
て
、
現
実
の
女
の
水
死
人
が
そ
う
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
空
想
ら
し
い
ん
で
す
が
、
ニ
ン
フ
は
ア
ポ
ロ
に
追

っ
か
け
ら
れ
て
月
桂
樹
に
な
る
と
か
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
恋
人
エ
ウ
リ
デ

ィ
ケ
な
ど
お
と
な
し
く
可
憐
で
す
が
、
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
の
方
は
、
人
間
の

男
を
愛
し
た
り
す
る
け
れ
ど
、
水
の
ほ
と
り
に
立
っ
て
い
て
、
男
を
水
に

引
っ
張
り
こ
む
と
か
、
ケ
ル
ト
神
話
で
は
水
に
落
ち
た
女
の
子
が
い
る
と
、

す
ぐ
水
底
に
引
込
ん
で
髪
を
ほ
ど
き
、
衣
服
を
ぬ
が
せ
て
、
自
分
た
ち
と

同
じ
姿
に
し
て
し
ま
う
と
か
、
小
型
の
女
怪
の
気
配
が
あ
り
ま
す
。
オ
フ

ィ
ー
リ
ア
も
同
じ
よ
う
に
髪
を
ほ
ど
か
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
ほ
ど
け

た
女
性
の
髪
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以
来
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
形
象
で
、
ど
っ
ち

に
し
て
も
水
の
精
は
そ
の
乱
れ
た
髪
、
裸
体
か
ら
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
存
在
な

の
で
す
（
（（
（

。

　　

大
岡
は
漱
石
を
「
よ
く
女
性
と
水
を
い
っ
し
ょ
に
書
く
作
家
」
と
見
て
い
る

の
で
、
こ
こ
で
も
ニ
ン
フ
や
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
が
「
水
の
精
」
と
し
て
、
漱
石
の

〈
水
の
女
〉
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
大
岡
の
こ

う
し
た
言
及
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
尹
の
指
摘
の
方
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
魅
力
的
な
の
は
、
彼
が
漱
石
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
な
ぜ
女
主
人
公
た
ち

は
好
ん
で
水
辺
に
現
れ
る
の
か
、
そ
の
答
え
を
ア
ナ
ル
学
派
の
研
究
姿
勢
に
も

似
た
仕
方
で
、
歴
史
的
に
辿
っ
て
み
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、

漱
石
と
世
紀
末
文
芸
と
の
関
係
の
中
で
も
、
と
く
に
デ
カ
ダ
ン
た
ち
の
水
底
に

向
け
ら
れ
た
視
線
と
十
九
世
紀
中
葉
か
ら
活
発
に
な
っ
た
神
話
・
伝
説
の
発
掘
、

研
究
に
よ
っ
て
、「
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
海
底
で
眠
っ
て
い
た
ニ
ン
フ
、
セ

イ
レ
ン
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
、
人
魚
た
ち
が
長
い
眠
り
か
ら
目
を
覚
ま
し
」
て
、

絵
画
や
文
学
に
そ
の
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
女
た
ち
が

そ
の
ま
ま
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
た
ち
の
「
宿
命
の
女
」
の
原
型
に
な
っ
た
こ
と
、
を

指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
水
の
女
〉
ま
た
は

「
宿
命
の
女
」
が
し
ば
し
ば
水
辺
に
出
現
す
る
の
は
、
そ
の
淵
源
に
「
世
紀
末

文
芸
全
般
に
わ
た
っ
て
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
『
宿
命
の
女
』
の
原
型
」
が
横
た

わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

実
際
、
尹
の
〈
水
の
女
〉
の
研
究
は
こ
の
「
宿
命
の
女
」
の
原
型
探
し
か
ら

始
ま
る
。
彼
は
ま
ず
那
美
の
中
に
共
存
す
る
二
面
性
に
着
目
す
る
。
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
の
純
真
無
垢
な
側
面
と
モ
ナ
・
リ
ザ
の
魔
性
的
な
側
面
で
あ
る
。「
十
九

世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
と
モ
ナ
・
リ
ザ
は
世
紀
末
デ
カ

ダ
ン
た
ち
の
間
で
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
中
略
（
二
人
の
女
は
世

紀
末
の
女
性
観
を
め
ぐ
る
代
表
的
な
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
提
供
し
た
。
失
恋
の

末
に
川
に
身
を
投
げ
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
を
純
真
無
垢
な
女
性
の
憐
れ
な
生
命
の

象
徴
と
す
れ
ば
、
水
底
に
潜
っ
た
こ
と
の
証
と
し
て
顔
に
不
思
議
な
光
を
宿
し

て
微
笑
む
モ
ナ
・
リ
ザ
は
女
性
の
魔
性
的
側
面
を
代
表
す
る
存
在
だ
っ
た
の

だ
（
（（
（

」。
見
て
の
と
お
り
、
尹
は
こ
こ
で
モ
ナ
・
リ
ザ
の
像
に
変
形
を
加
え
、
わ
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れ
わ
れ
の
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
を
転
倒
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
『
永

日
小
品
』
の
中
の
「
モ
ナ
リ
サ
」
の
考
察
か
ら
ウ
ォ
ル
タ
・
ペ
イ
タ
ー
の
『
ル

ネ
サ
ン
ス
』
の
中
に
描
か
れ
た
モ
ナ
・
リ
ザ
の
イ
メ
ー
ジ　
　

彼
女
は
自
分
の

座
を
取
り
囲
む
岩
よ
り
も
年
老
い
て
い
る
。
吸
血
鬼
の
よ
う
に
、
何
度
も
死
ん

で
、
墓
の
秘
密
を
知
っ
た
。
彼
女
は
海
女
と
し
て
深
い
海
に
潜
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
海
中
に
散
り
こ
れ
ぼ
れ
た
陽
の
光
が
彼
女
に
ま
と
い
つ
い
て
い
る　
　

を
経
由
し
て
、
那
美
の
中
に
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
そ
れ
で
は
、
も
し

漱
石
が
世
紀
末
の
芸
術
家
た
ち
を
熱
狂
さ
せ
た
対
照
的
な
二
人
の
女
を
自
作
の

ヒ
ロ
イ
ン
の
中
に
重
ね
合
わ
せ
に
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
背
景
か

ら
な
の
だ
ろ
う
か
」。
こ
う
問
い
か
け
る
尹
は
、
那
美
の
な
か
に
モ
ナ
・
リ
ザ

的
な
魔
性
的
性
格
だ
け
が
目
立
っ
て
い
た
た
め
に
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
的
な
「
憐

れ
」
は
背
景
に
追
い
や
ら
れ
、
那
美
の
絵
の
完
成
は
そ
の
た
め
に
遅
延
さ
れ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
従
来
の
い
わ
ゆ
る
「
憐

れ
」
を
め
ぐ
る
虚
し
い
観
念
の
戯
れ
を
転
倒
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
漱
石
は
、
こ
の
二
人
の
女
が
そ
れ
ぞ
れ
世
紀
末
芸
術
の
ラ
イ
ト

モ
テ
ィ
ー
フ
だ
っ
た
〈
水
の
女
〉
の
原
型
で
あ
る
こ
と
を
正
確
に
見
抜
い

て
い
た
う
え
、
そ
れ
を
同
じ
く
〈
水
の
女
〉
那
美
に
内
在
す
る
両
極
的
性

格
を
描
写
す
る
た
め
の
格
好
の
手
段
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
は
漱
石
の
女
性
に
対
す
る
両
義
的
な
認
識
と
関
連
し
て
、
一
つ
の

重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
（
（（
（

。

　　

尹
の
「
宿
命
の
女
」
の
原
型
探
し
が
、
大
岡
や
芳
賀
と
異
な
る
点
は
、
オ
フ

ィ
ー
リ
ア
と
モ
ナ
・
リ
ザ
を
組
み
合
わ
せ
、
そ
れ
を
表
裏
を
な
す
二
項
対
立
と

し
て
那
美
と
い
う
同
一
の
〈
水
の
女
〉
の
中
に
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

芳
川
や
蓮
實
だ
っ
た
ら
、
こ
の
二
項
対
立
的
な
原
型
を
物
語
を
紡
ぎ
出
す
機
制

と
し
て
、
そ
れ
を
表
層
と
の
戯
れ
の
な
か
に
引
き
ず
り
込
ん
で
大
い
に
楽
し
ん

で
い
た
は
ず
だ
が
、
尹
は
そ
れ
に
は
興
味
が
な
い
の
か
、
目
も
く
れ
ず
に
も
う

一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
の
捕
捉
に
取
り
か
か
る
。
那
美
の
異
様
な
ふ
る
ま
い
の
中
に

潜
ん
で
い
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
芳
賀
に
い
わ
せ
れ
ば
、
那

美
も
美
禰
子
も
「
丘
に
立
つ
女
」
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
二
人
と
も
「
斜
め
に
射

す
夕
日
」
を
た
ず
さ
え
て
丘
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
夕
日
の
斜
め
の
射
し

方
に
着
目
し
た
尹
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
隠
し
絵
を
『
草
枕
』
と
『
三
四
郎
』

の
な
か
に
発
見
す
る
。

　

今
ま
で
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
な
か
な
か
絵
が
描
け
な

い
「
余
」
を
催
促
す
る
か
の
よ
う
に
、
那
美
が
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》
の
如

く
水
の
上
に
浮
く
ポ
ー
ズ
を
直
接
と
っ
て
見
せ
る
場
面
は
す
こ
ぶ
る
興
味

深
い
。「
余
」
が
「
鏡
が
池
」
の
水
面
に
映
る
巌
や
松
な
ど
を
ス
ケ
ッ
チ

し
て
い
る
と
き
、
巌
の
頂
き
に
突
然
那
美
が
姿
を
現
わ
す
。「
体
軀
を
伸の

せ
る
丈だ
け

伸
し
て
、
高
い
巌
の
上
に
一
指
も
動
か
さ
ず
に
立
つ
て
居
る
」
そ

の
姿
が
池
の
水
面
に
落
と
し
て
い
る
影
は
、
彼
女
が
水
面
に
浮
い
て
い
る
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様
子
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
余
は
余
の
興
味

を
以
て
、
一
つ
風
流
な
土
左
衛
門
を
か
い
て
見
た
い
」
と
語
る
背
景
に
は
、

こ
う
い
う
美
的
趣
向
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
池
に
鮮
や

か
に
投
影
さ
れ
る
「
水
の
下
な
る
影
」、
そ
れ
が
影
な
る
故
に
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
の
美
し
い
亡な
き

骸が
ら

よ
り
一
層
幻
想
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
水
底
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
め
ぐ
る
漱
石
の
美
的
幻
想
の
深
さ
を
示
す

好
例
で
あ
ろ
う
（
（（
（

。

　　

つ
ま
り
、
芳
賀
の
示
唆
に
よ
っ
て
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
自
分
の
存
在
を
刻
印

し
た
「
丘
に
立
つ
女
」
は
、
夕
日
の
参
入
に
よ
っ
て
、
立
つ
女
で
は
な
く
、
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
の
身
振
り
を
模
倣
す
る
「
横
た
わ
る
女
」
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。

那
美
と
美
禰
子
は
作
品
の
冒
頭
か
ら
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
よ
う
な
絵
の
女
と
し

て
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
よ
う
な
水
上
に
横
た
わ
る
女
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
水
と
女
、
あ
る
い
は
水
と
美
し
い
死
の
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
だ

と
し
た
ら
、
彼
女
の
身
振
り
を
模
倣
す
る
那
美
と
美
禰
子
は
、
死
ぬ
運
命
を
背

負
っ
た
水
死
美
人
な
の
で
あ
る
。
漱
石
は
初
め
か
ら
そ
う
い
う
意
図
の
も
と
に
、

二
人
を
丘
の
上
に
立
た
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、「
第
一

夜
」
の
女
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
丘
に
立
つ
女
」
で
は
な
く
、
書
き
出
し
か
ら

水
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
女
で
あ
る
。
枕
の
上
に
敷
い
た
長
い
髪
が
表
象
す

る
水
の
上
に
仰
臥
の
姿
勢
を
保
っ
た
女
で
あ
る
。
あ
た
か
も
漱
石
は
ミ
レ
ー
の

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
画
を
の
ぞ
き
こ
み
な
が
ら
、
生
き
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
話
し

掛
け
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
「
第
一
夜
」
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推

測
し
て
み
た
く
な
る
ぐ
ら
い
絵
画
的
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
こ
の
推
測
を
一
般
化

し
て
、
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、
彼
の
場
合
、
言

葉
の
論
理
よ
り
も
絵
画
の
論
理
の
方
を
優
先
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
迅
速
で
鋭
敏
な
絵
画
的
思
考
の
方
が
い
つ
も
先
回
り
し
て
、
記
憶
の

中
の
絵
画
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
そ
れ
を
遅
鈍
な
言
語
的
思
考
の
前
に
据
え

付
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
言
語
的
思
考
は
絵
画
的

思
考
の
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
否
応
な
し
に
そ
の
絵
画
的
イ
メ
ー
ジ
を
見

つ
め
、
否
応
な
し
に
そ
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
顕
在
化
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

尹
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
「
散
文
の
論
理
」
に
対
す
る
「
詩
の
論
理
」
の
優

勢
と
見
て
い
る
。

　

漱
石
は
良
質
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
体
を
確
立
し
た
作
家
で
あ
り
な
が
ら
、

女
性
の
容
姿
な
ど
に
関
し
て
は
あ
え
て
非
写
実
的
な
態
度
で
臨
む
こ
と
が

多
い
。
実
際
、
彼
の
作
品
に
お
け
る
女
性
描
写
に
は
、
散
文
の
論
理
よ
り

も
詩
の
論
理
が
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
前
に
も
触
れ
た
よ

う
に
作
中
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
、
意
図
的
に
〈
絵
の
女
〉
に
仕
立
て
よ
う
と
す

る
こ
と
自
体
、
あ
る
意
味
で
は
す
で
に
散
文
の
論
理
の
放
棄
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
も
い
え
る
。
淡
い
霧
に
包
ま
れ
た
よ
う
に
、
漱
石
の
描
く
女
た

ち
に
つ
き
ま
と
う
曖
昧
で
模
糊
と
し
た
印
象
は
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
作
者
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自
身
の
描
写
観
か
ら
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
（（
（

。

　　

で
は
、
漱
石
は
な
ぜ
女
性
の
容
姿
を
描
く
こ
と
に
な
る
と
、
き
ま
っ
て
「
非

写
実
的
な
態
度
で
臨
」
も
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
絵
画
的
思
考
が
優
っ

て
い
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
時
代
の
子
だ
っ
た
か
ら
、
自
然
主
義
文
学
に

対
す
る
反
骨
心
を
見
せ
て
、
意
識
的
に
非
現
実
的
な
手
法
を
対
置
さ
せ
て
い
た

か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
現
実
の
女
性
（
鏡
子
夫
人
の
よ
う
な
存
在
（
と
非
現

実
的
な
女
性
（
那
美
や
美
禰
子
の
よ
う
な
存
在
（
を
、
そ
の
精
神
世
界
で
は
っ
き

り
と
区
別
し
て
い
た
か
ら
な
の
か
。
た
し
か
に
そ
の
伝
記
的
事
実
を
調
べ
て
み

る
と
、
そ
こ
に
は
妻
の
よ
う
な
現
実
の
女
性
と
絵
画
や
文
学
に
お
け
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
美
女
を
比
較
し
て
、
そ
こ
に
天
地
雲
泥
の
差
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、

大
笑
い
を
禁
じ
え
な
い
漱
石
自
身
も
い
る
が
、
し
か
し
漱
石
に
と
っ
て
、
妻
の

よ
う
な
現
実
の
女
性
は
、
そ
の
審
美
眼
が
思
い
描
く
理
想
の
美
人
と
は
あ
ま
り

に
も
か
け
離
れ
た
存
在
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

二　

漱
石
的
文
学
に
お
け
る
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉

　

一　

「
支
那
文
学
」
と
「
巫
山
の
女
」

　

ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
、
漱
石
は
下
宿
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
毎
日
孤
独
な
生
活
を

送
っ
て
い
た
。
正
岡
子
規
の
よ
う
な
友
人
は
も
ち
ろ
ん
い
な
く
、
日
本
人
同
士

の
付
き
合
い
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
背
の
低
か
っ
た
彼
は
、
自
分
よ
り
も
背

の
高
い
英
国
の
婦
人
が
出
歩
く
町
の
な
か
は
、
決
し
て
い
い
気
持
ち
の
す
る
空

間
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
好
き
な
美
術
館
め
ぐ
り
や
ク
レ
イ
ー
グ
先
生
の

所
に
個
人
指
導
を
受
け
に
行
く
ほ
か
は
、
あ
ま
り
外
に
出
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
ん
な
中
で
、
彼
が
唯
一
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
経
由
で

帰
国
す
る
、
昔
の
同
僚
た
ち
の
来
訪
で
あ
っ
た
。
化
学
者
池
田
菊
苗
は
そ
の
よ

う
な
同
僚
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
同
じ
留
学
生
と
し
て
、
し
ば
ら
く
池
田
と
下

宿
を
共
に
し
、
多
く
の
こ
と
に
つ
い
て
胸
襟
を
開
い
て
語
り
あ
っ
た
。
そ
れ
を

物
語
っ
て
い
る
の
が
下
記
の
引
用
で
あ
る
。

　

夜
池
田
氏
ト
教
育
上
ノ
談
話
ヲ
ナ
ス
又
支
那
文
学
ニ
就
テ
話
ス
。
夜
池
田

ト
話
ス
。
理
想
美
人
ノd

escrip
tio
n

ア
リ
。
両
人
共
頗
ル
精
シ
キ
説
明
ヲ

ナ
シ
テ
両
人
現
在
ノ
妻
ト
此
理
想
美
人
ヲ
比
較
ス
ル
ニ
、
殆
ン
ド
比
較
ス

ベ
カ
ラ
ザ
ル
程
遠
カ
レ
リ
。
大
笑
ナ
リ（
明
治
三
年
五
月
二
十
日
（
（（
（

（

　　

こ
の
夜
、
漱
石
と
池
田
の
理
想
美
人
の
談
義
に
は
、
も
ち
ろ
ん
ラ
フ
ァ
エ
ル

前
派
の
画
家
た
ち
が
好
ん
で
描
い
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
や
水
辺
の
女
や
ロ
セ
ッ
テ

ィ
の
「
在
天
の
処
女
」
が
い
た
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
決
し
て

見
落
と
し
て
は
い
け
な
い
の
は
、
二
人
が
「
支
那
文
学
」
に
つ
い
て
議
論
し
た

こ
と
で
あ
る
。
漱
石
に
と
っ
て
、
支
那
文
学
は
そ
の
全
存
在
を
支
え
る
二
本
足

の
う
ち
の
一
本
で
あ
り
、
そ
れ
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
彼
の
も
っ
と
も
得
意
と

す
る
独
壇
場
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
漱
石
が
池
田
に
「
頗
ル
精
シ
キ

説
明
」
を
し
な
が
ら
、〝d

escrip
tio
n

〟
し
て
み
せ
た
中
国
の
理
想
美
人
は
い
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っ
た
い
誰
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
の
〝d

escrip
tio
n

〟
の
中

に
、
漱
石
文
学
に
お
け
る
「
夢
と
女
」
と
い
う
主
題
の
根
底
を
な
す
、
そ
の
原

型
と
も
い
え
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
の
原
型
の
謎
を
解
く
カ
ギ
は
、
た
ぶ
ん
漱
石
の
テ
ク
ス
ト
世
界
に
、
一
見

し
て
す
ぐ
そ
れ
だ
と
分
か
る
よ
う
な
形
で
は
存
在
し
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

た
と
え
そ
こ
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
原
型
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
さ
ま

ざ
ま
の
要
素
を
、
漱
石
特
有
の
想
像
力
を
も
っ
て
分
解
し
、
調
合
し
、
そ
し
て

そ
れ
に
新
し
い
意
味
を
付
与
し
た
結
果
、
最
終
的
に
出
来
上
が
っ
た
変
異
体
の

中
に
存
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　　
　

行
到
天
涯
易
白
頭　
　

行
き
て
天
涯
に
到
り
て　

白
頭
な
り
易
く

　
　

故
園
何
処
得
帰
休　
　

故
園　

何
れ
の
処
か　

帰
休
す
る
を
得
ん

　
　

驚
残
楚
夢
雲
猶
暗　
　

楚
夢
を
驚
残
し
て　

雲
猶
お
暗
く

　
　

聴
尽
呉
歌
月
始
愁　
　

呉
歌
を
聴
尽
し
て　

月
始
め
て
愁
う

　
　

遶
郭
青
山
三
面
合　
　

郭
を
遶
る
青
山　

三
面
に
合
し

　
　

抱
城
春
水
一
方
流　
　

城
を
抱
く
春
水　

一
方
に
流
る

　
　

眼
前
風
物
也
堪
喜　
　

眼
前
の
風
物　

也
た
喜
ぶ
に
堪
え
た
り

　
　

欲
見
桃
花
独
上
楼　
　

桃
花
を
見
ん
と
欲
し
て　

独
り
楼
に
上
る
（
（（
（

　　

こ
の
漢
詩
は
、
大
正
五
年
八
月
十
五
日
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩

に
つ
い
て
あ
る
注
釈
書
は
、「
漱
石
の
そ
の
恋
人
、
大
塚
楠
緒
子
を
懐
顧
し
て

作
っ
た
も
の
」
と
記
し
て
い
る
（
（（
（

。
こ
の
指
摘
は
数
多
い
漱
石
の
漢
詩
注
釈
書
の

中
で
は
異
色
の
見
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
一
見
、
自
然
の
景
物

に
人
間
の
感
情
を
託
し
て
詠
じ
た
普
通
の
山
水
詩
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、

し
か
し
、「
郭
を
遶
る
青
山
」「
城
を
抱
く
春
水
」
に
男
女
の
抱
擁
を
、
桃
の
花

に
女
を
、
そ
し
て
そ
れ
を
見
よ
う
と
す
る
意
志
の
主
体
に
男
性
を
、
そ
れ
ぞ
れ

象
徴
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
う
た
が
う
余
地
の
な
い
恋
の
詩
に
仕
上
げ
て
い

る
。
そ
こ
で
こ
の
恋
の
詩
を
、
小
説
の
世
界
と
結
び
付
け
て
考
え
た
場
合
、
対

応
性
を
見
せ
る
の
は
『
そ
れ
か
ら
』
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
を
、
代
助
が

自
分
の
人
生
を
回
顧
し
な
が
ら
、
い
よ
い
よ
友
人
の
平
岡
か
ら
昔
の
恋
人
な
る

三
千
代
を
奪
い
返
そ
う
と
す
る
、
決
定
的
瞬
間
の
、
昂
揚
し
た
精
神
を
詠
ん
だ

も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
の
詩
が
重
要
な
の
は
、
そ
の
対
応
関
係

で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
な
く
、
こ
の
詩
に
使
わ
れ
て
い
る
「
楚
夢
」
と
い
う
詩

語
で
あ
る
。
漱
石
の
二
百
八
首
も
の
漢
詩
の
う
ち
、
こ
の
詩
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
は
こ
の
詩
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
漱
石
の
「
夢
と
女
」
の
原
型
は
こ

の
「
楚
夢
」
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
。「
楚
夢
」
と
は
、
も
と
も
と
『
文
選
』

巻
十
九
の
「
高
唐
賦
一
首
」
に
伝
わ
る
伝
説
が
、
の
ち
に
故
事
と
し
て
後
世
に

語
り
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

昔
、
楚
の
襄
王
が
、
宋
玉
と
雲
夢
の
台
に
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
か

ら
高
唐
の
高
殿
を
眺
め
る
と
、
そ
の
上
に
は
雲
気
だ
け
が
あ
り
、
高
く
ま
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っ
す
ぐ
に
昇
る
か
と
思
え
ば
、
す
ぐ
に
形
を
変
え
、
し
ば
ら
く
の
間
に
、

変
化
し
て
窮
ま
る
こ
と
が
な
い
。
王
が
宋
玉
に
「
こ
れ
は
何
の
気
で
あ
ろ

う
か
」
と
尋
ね
る
と
、
宋
玉
は
応
え
て
「
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
朝
雲
と
い
う

も
の
で
す
。」
と
い
う
。
王
が
「
朝
雲
と
は
何
か
」
と
尋
ね
る
の
で
、
玉

は
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
、「
昔
、
先
王
が
高
唐
に
遊
ば
れ
た
時
の
こ
と
、

お
疲
れ
に
な
っ
て
昼
寝
さ
れ
ま
し
た
が
そ
の
夢
に
一
人
の
婦
人
が
現
れ
て

言
う
に
は
、『
私
は
巫
山
の
娘
で
、
こ
こ
高
唐
に
来
て
い
る
も
の
で
す
。

あ
な
た
が
高
唐
に
お
遊
び
と
聞
き
ま
し
た
の
で
、
枕
席
を
近
づ
け
さ
せ
て

い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
し
て
』
と
、
王
は
そ
こ
で
彼
女
を
寵
愛
さ
れ
ま
し

た
が
、
立
ち
去
る
と
き
に
『
私
は
巫
山
の
南
、
高
丘
の
険
し
い
所
に
お
り
、

朝
は
朝
雲
と
な
り
、
暮
れ
に
は
雨
と
な
り
、
朝
な
夕
な
陽
台
の
下
に
お
り

ま
す
』
と
言
い
ま
し
た
。
朝
に
な
っ
て
見
ま
す
と
、
言
っ
た
と
お
り
で
し

た
。
そ
こ
で
彼
は
女
の
た
め
に
廟
を
立
て
、
朝
雲
と
名
づ
け
ま
し
た
（
（（
（

。

　　

こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
「
朝
雲
」
と
い
う
名
の
巫
山
の
女
は
、『
文
選
』
の

「
雑
体
詩
」
の
注
の
『
宋
玉
集
』
に
「
我
は
帝
の
季
女
に
し
て
、
名
は
瑶
姫
と

曰
ふ
。
未
だ
行
か
ず
し
て
亡
じ
、
巫
山
の
台
に
封
ぜ
ら
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

中
国
の
神
話
上
の
天
帝
の
末
娘
で
、
嫁
に
行
か
な
い
う
ち
に
夭
折
し
て
巫
山
に

葬
ら
れ
た
伝
説
上
の
女
で
あ
る
。
以
上
の
引
用
に
は
明
ら
か
に
後
世
の
文
学
的

脚
色
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
「
季
女
」
と
「
祭
事
」
と
の
結
び
付
き

に
は
、「
高
唐
賦
」
が
そ
の
背
景
と
し
て
持
っ
て
い
る
あ
る
習
俗
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
巫
山
の
娘
」
は
、
実
は
神
女
で
、
彼
女
は
雨
を
司
る

女
神
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
農
耕
民
族
に
と
っ
て
、
雨
ほ
ど
大
切

な
も
の
は
な
い
。
こ
の
「
高
唐
賦
」
は
、「
楚
の
襄
王
が
、
宋
玉
と
雲
夢
の
台

に
遊
ん
だ
」
と
い
う
架
空
の
物
語
形
式
を
借
り
て
、
遠
い
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き

た
雨
乞
い
の
習
俗
を
伝
え
て
い
る
。『
墨
子
』
明
鬼
�
は
巫
山
の
雲
夢
の
台
に

つ
い
て
、「
燕
の
祖
有
る
は
、
斉
の
社
禝
、
宋
の
桑
林
、
楚
の
雲
夢
に
当
た
る

な
り
。
此
れ
男
女
の
属
し
て
観
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

巫
山
の
雲
夢
は
、「
燕
の
祖
」「
斉
の
社
禝
」「
宋
の
桑
林
」
と
同
様
、
楚
の
国

の
高
禖
で
あ
る
。
高
禖
と
は
子
を
授
け
る
神
で
あ
る
。
巫
山
の
女
が
雨
を
司
る

神
か
ら
子
を
授
け
る
神
に
も
名
を
連
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
雨
が
大
地
に

生
命
を
も
た
ら
す
経
験
的
事
実
の
考
察
か
ら
自
然
に
考
え
つ
い
た
結
果
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
毎
年
の
陰
暦
二
月
に
な
る
と
、
天
子
は
后
妃
九
嬪
を
率
い
て
み

ず
か
ら
巫
山
の
祠
に
出
向
い
て
、
豊
作
の
祈
願
を
か
ね
て
高
禖
を
祭
っ
た
。
そ

れ
は
巫
山
の
女
が
雨
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
霊
験
あ
る
出
産
の
神
で
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
日
、
そ
こ
で
は
「
尸
女
」
と
い
う
儀
式
が
行
な
わ
れ
た
。

『
説
文
』「
八
�
上
」
は
「
尸
女
」
を
「
尸
は
陳
な
り
。
臥
す
る
形
に
象
る
」
と

解
釈
し
、「
通
淫
」
と
伝
え
て
い
る
（
（（
（

。
結
局
、
そ
の
日
、
女
神
の
前
で
行
わ
れ

る
尸
女
の
儀
式
に
は
、
成
年
男
女
に
よ
る
実
際
の
性
行
為
が
、
重
要
な
意
味
を

持
つ
も
の
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
尸
女
の
儀
式
に
は
、
昔
の

農
耕
民
族
の
素
朴
な
思
想
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

古
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
旱
魃
は
天
な
る
父
と
地
な
る
母
の
間
に
「
性
の
冷
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淡
」
が
生
じ
た
た
め
に
起
こ
る
現
象
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で

そ
れ
を
治
癒
し
解
消
す
る
た
め
に
は
、
人
間
の
性
行
為
を
も
っ
て
対
処
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
。
春
の
季
節
祭
に
な
る
と
、
川
辺
で
若

い
成
年
男
女
が
晴
天
の
も
と
、
天
な
る
父
が
見
守
る
な
か
、
堂
々
と
性
行
為
を

行
な
っ
た
の
も
、
実
は
人
間
の
行
為
を
も
っ
て
、
天
と
地
の
不
和
を
な
く
し
、

両
者
を
そ
そ
の
か
し
て
結
合
を
促
そ
う
と
企
て
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
董
仲
舒

の
『
春
秋
繁
露
・
求
雨
』
の
記
載
に
よ
る
と
、
漢
の
時
代
で
は
降
雨
祈
願
の
日

に
な
る
と
、「
吏
民
の
夫
婦
を
し
て
皆
偶
い
処
す
よ
う
に
」
さ
せ
、「
丈
夫
が
蔵

匿
れ
む
と
欲
す
れ
ば
、
女
子
は
和
し
て
楽
ま
む
と
欲
す
」
よ
う
に
さ
せ
て
、
天

な
る
父
の
欲
情
を
そ
そ
り
た
て
て
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
雨
乞
い
の
儀
式
が
、
時
の
経
つ
に
つ
れ
て
次
第
に
姿
を
変
え
て
、

歌
垣
と
い
う
春
と
秋
に
行
な
わ
れ
る
風
習
の
中
に
定
着
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、

『
万
葉
集
』
巻
九
の
「
一
七
五
九
番
」
に
載
っ
て
い
る
次
の
歌
、

　　
　

鷲
の
住
む
筑
波
の
山
の　

裳も

羽は

服き

津つ

の

　
　

そ
の
津
の
上
に　

率あ
ど
もい

て

　
　

未
通
女
壮
士
の
行
き
集
ひ　

か
が
ふ
嬥か
が
ひ歌

に
、

　
　

人
妻
に
吾
も
交
は
ら
む
あ
が
妻
に　

他ひ
と

も
言
問
へ

　
　

こ
の
山
を
領う
し
はく

神
の　

昔
よ
り

　
　

禁い
さ

め
ぬ
行わ

事ざ

ぞ

　
　

今
日
の
み
は　

め
じ
く
も
な
見
そ
言
も
咎
む
な

　
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
後
世
の
歌
垣
に
お
い
て
、
若
い
男

女
が
日
常
の
厳
し
い
倫
理
道
徳
の
桎
梏
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
飲
食
し
歌
舞
す

る
と
同
時
に
求
婚
し
婚
約
し
て
性
の
自
由
な
解
放
を
味
わ
う
と
い
う
不
思
議
な

光
景
は
、
そ
の
背
景
に
雨
乞
い
の
儀
式
が
ほ
そ
ぼ
そ
な
が
ら
も
そ
の
命
脈
を
保

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
農
耕
民
族
的
発
想
か
ら
す
れ
ば
、、
性
的
オ
ル
ガ

ス
ム
ス
に
基
づ
く
人
間
の
〈
狂
い
〉
は
豊
穣
祈
願
に
結
び
付
く
祭
祀
的
な
意
味

を
有
す
る
神
秘
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
春
と
秋
に
行
な
わ
れ
る
歌

垣
が
、
集
団
の
性
的
解
放
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
も
、

実
は
人
間
の
生
命
力
と
自
然
の
生
命
力
の
間
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
存
在
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
相
互
に
感
応
し
合
う
力
が
働
く
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
楚
の
襄
王
が
宋
玉
と
と
も
に
高
唐
の
雲
夢
に
遊
ん
で
巫
山
の
女

と
一
夜
を
共
に
し
た
と
い
う
以
上
の
説
話
の
背
景
に
は
、
明
ら
か
に
天
子
が
高

禖
を
祭
る
た
め
に
「
后
妃
九
嬪
」
を
御
し
て
雲
夢
に
赴
い
た
と
い
う
伝
承
が
投

影
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
の
に
、
後
世
の
文
人
た
ち
は
楚
の
襄
王
と
巫

山
の
女
と
の
一
夜
の
枕
席
に
、
ひ
た
す
ら
人
間
の
恋
に
肖
っ
た
ロ
マ
ン
ス
だ
け

を
見
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
高
唐
賦
」
に
お
け
る
二
人
の
出
会
い

は
、
神
の
女
で
あ
る
「
朝
雲
」
と
人
間
の
子
で
あ
る
楚
の
襄
王
と
の
成
就
し
え

な
い
恋
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
文
人
た
ち
の
筆
先
を
悲
恋
の
涙
で

濡
ら
す
、
文
芸
の
好
題
材
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
。
そ
の
完
成
に
一
役
を
担
っ
た
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の
が
六
朝
の
文
人
た
ち
で
あ
り
、『
文
選
』
と
い
う
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
編
纂
で

あ
る
。

　

の
ち
に
、「
巫
山
の
女
」
の
説
話
は
『
文
選
』
と
と
も
に
日
本
に
も
伝
わ
っ

て
き
た
が
、
そ
れ
が
何
時
だ
っ
た
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
当
時
、
日
本
で
は

「
巫
山
の
女
」
の
説
話
は
仙
女
譚
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
雄
略
天
皇
の
巻
に
、
天
皇
が
吉
野
川
の
ほ
と
り
で
見
初
め
た
乙
女

を
と
も
な
っ
て
吉
野
宮
に
遊
幸
さ
れ
た
時
、
み
ず
か
ら
琴
を
弾
く
と
そ
れ
に
合

わ
せ
て
乙
女
が
踊
り
を
踊
っ
た
の
で
、
天
皇
は
そ
れ
を
賞
し
て
、「
呉
床
挫
の

　

神
の
御
手
も
ち　

弾
く
琴
に　

儛
す
る
女　

常
世
に
も
が
も
」
と
詠
嘆
さ
れ

た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
（（
（

。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
仙
女
が
舞
っ
た
と
い
う
の
で

は
な
い
が
、
乙
女
が
「
吉
野
川
の
ほ
と
り
」
に
い
た
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
れ

が
巫
女
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
察
し
う
る
。
い
わ
ゆ
る
聖
婚
を

伝
え
る
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
時
代
が
さ
ら
に
く
だ
っ
て
、
十
七
世
紀
に
な

る
と
、
実
際
に
吉
野
に
神
女
が
現
れ
て
舞
っ
た
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
し
か
も
そ
の
神
女
が
ほ
か
で
も
な
い
「
高
唐
の
神
女
」
で
あ
る
。

　

五
節
舞
は
浄
御
原
天
皇
の
制
す
る
所
な
り
、
相
ひ
伝
へ
て
曰
く
、
天
皇
吉

野
宮
に
御
す
、
日
暮
れ
て
琴
弾
け
ば
興
有
り
、
俄
爾
の
間
、
前
岬
の
下
、

雲
気
忽
ち
起
る
、
高
唐
神
女
の
如
し
と
疑
ふ
、
髣
髴
と
し
て
曲
に
応
じ
て

舞
ひ
、
独
り
天
矚
に
入
る
も
、
他
の
人
見
る
も
無
く
、
袖
を
挙
げ
て
五
変

す
、
故
に
之
を
五
節
と
謂
ふ
（
（（
（

。

　　

こ
れ
は
『
政
事
要
略
』
が
五
節
の
舞
の
起
源
を
伝
え
た
記
録
で
あ
る
。
こ
の

記
録
が
「
高
唐
賦
」
を
踏
ま
え
て
出
来
て
い
る
こ
と
は
「
高
唐
神
女
の
如
し
と

疑
ふ
」
の
一
句
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
が
、
ほ
か
に

「
独
り
天
矚
に
入
る
も
、
他
の
人
見
る
も
無
く
」
の
表
現
が
、
宋
玉
の
「
神
女

賦
」
の
「
他
人
は
睹
る
莫
く
、
玉
の
み
其
の
状
を
覧
た
り
」
に
類
似
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
神
女
賦
」
の
表
現
も
借
り
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う

し
た
表
現
の
中
で
も
と
く
に
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
仙
女
の
出
現
に
「
前
岬

の
下
、
雲
気
忽
ち
起
る
」
と
い
う
喩
え
を
用
い
て
描
写
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
は
仙
女
や
神
女
の
登
場
に
は
か
な
ら
ず
雲
の
随
伴
が
つ
き
も
の
だ
と
い
う
、

描
写
論
の
古
い
習
わ
し
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

本
末
転
倒
で
、
先
に
そ
の
よ
う
な
描
写
論
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仙

女
や
神
女
は
雲
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
た
存
在
だ
と
い
う
認
識
の
方
が
、
ず
っ

と
遠
い
昔
に
中
国
人
の
想
念
の
世
界
に
は
、
す
で
に
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
ほ
か
に
、「
巫
山
の
女
」
の
説
話
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
も
の
と
し

て
、『
懐
風
藻
』
の
「
美
人
を
詠
ず
る
」
に
「
巫
山
行
雨
下
り
」
の
句
が
あ
っ

た
り
（
（（
（

、『
万
葉
集
』
巻
十
に
「
春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
少
女
ら
し
春
野
の
う
は

ぎ
採
み
て
煮
ら
し
も
（
（（
（

」（
一
八
七
九
（
が
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
山
に

降
る
雨
を
美
人
の
現
れ
と
見
た
り
、
野
に
立
ち
昇
る
煙
を
乙
女
に
見
立
て
た
り

す
る
背
景
に
は
、
神
仙
思
想
の
浸
透
し
て
い
た
当
時
の
宮
廷
や
都
の
人
士
た
ち

の
、
仙
女
の
よ
う
な
美
人
に
対
す
る
憧
憬
の
念
が
潜
ん
で
い
る
も
の
と
見
ら
れ
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る
。
で
は
、
漱
石
に
も
こ
う
し
た
仙
女
志
向
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え

は
決
し
て
否
定
的
で
は
な
い
。
晩
年
の
彼
の
漢
詩
の
世
界
は
、
神
仙
思
想
へ
の

傾
斜
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
漱
石
の
神
仙
思
想
に
は

一
般
の
文
人
の
昼
寝
は
あ
っ
て
も
、
夢
の
中
に
現
れ
る
美
人
は
い
な
い
。
漱
石

の
夢
の
中
の
美
人
は
、
決
し
て
神
仙
思
想
か
ら
来
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
仙

女
志
向
か
ら
来
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
高
唐
賦
」
の
「
朝
は

朝
雲
に
な
り
、
暮
れ
に
は
雨
と
な
る
」〈
雲
の
女
〉〈
雨
の
女
〉〈
水
の
女
〉
か

ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　

二　

漱
石
と
昼
寝
と
夢
と
美
人

　

　

午
眠
の
利
益
今
知
る
と
は
愚
か
〳
〵
小
生
抔
は
朝
一
度
昼
過
一
度
、
廿

四
時
間
中
都
合
三
度
の
睡
眠
也
昼
寐
し
て
夢
に
美
人
に
邂
逅
し
た
る
時
の

興
味
抔
は
言
語
に
つ
く
さ
れ
た
も
の
に
あ
ら
ず
昼
寐
も
此
境
に
達
せ
ざ
れ

ば
其
極
点
に
至
ら
ず
（
（（
（

　　

漱
石
に
と
っ
て
正
岡
子
規
は
胸
襟
を
開
い
て
語
れ
る
、
唯
一
の
友
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
お
互
い
に
交
わ
し
た
書
簡
や
漱
石
の
記
し
た
日
記
を
見
れ
ば
わ
か
る
。

こ
れ
は
明
治
二
十
三
年
七
月
二
十
日
、
漱
石
が
彼
に
宛
て
た
書
簡
に
見
え
る
一

部
分
で
あ
る
。
漱
石
は
若
い
時
か
ら
こ
の
よ
う
に
文
人
ら
し
く
昼
寝
が
好
き
で
、

一
日
に
二
度
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
欠
か
さ
ず
昼
寝
を
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
近
代
以
前
の
東
洋
の
世
界
に
お
い
て
、
昼
寝
は
あ
る
意
味
で
有
閑
階

級
で
あ
る
文
人
の
特
権
的
な
占
有
物
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
庶
民
に
も
昼
寝
は

あ
っ
た
が
、
文
人
の
そ
れ
と
は
ち
が
う
。
な
ぜ
な
ら
、
昼
寝
は
彼
ら
に
と
っ
て

は
、
文
人
で
あ
る
こ
と
の
自
己
主
張
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
を
優
雅
に
演
じ

て
み
せ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
人
は
文
筆
に
秀
で

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
文
人
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
よ
く
昼
寝
を
す
る
こ
と
で
も
文

人
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
文
人
の
昼
寝
は
、
そ
の
眠
り
の
淵

へ
深
く
下
り
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
そ
れ
に
つ
れ
て
価
値
増
殖
を
と
も
な
う
生

産
的
な
身
振
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

漱
石
の
昼
寝
も
基
本
的
に
は
文
人
の
そ
れ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
漱
石
の
昼
寝
に
は
外
面
的
価
値
の
増
殖
よ
り
も
、
内
面
的
ユ
ニ
ー
ク
さ
が

伴
う
。
昼
寝
に
か
な
ら
ず
夢
が
と
も
な
う
こ
と
、
そ
の
夢
に
か
な
ら
ず
美
女
が

現
れ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
点
で
漱
石
の
昼
寝
は
文
人
の
一
般
的
な
昼
寝
と
は
異

な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
実
際
、
漱
石
は
実
生
活
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、

そ
の
文
学
の
世
界
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
昼
寝
の
夢
に
美
人
が
現
れ
る
理
想

境
を
追
い
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
裏
づ
け
と
し
て
、
次
に
漢
詩
二
首
を

あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
明
治
二
十
三
年
、
漱
石
二
十
三
歳
と

明
治
二
十
七
年
、
二
十
八
歳
の
時
の
作
で
あ
る
。

　　
　

抱
剣
聴
龍
鳴　
　
　
　

剣
を
抱
き
て　

龍
鳴
を
聴
き

　
　

読
書
罵
儒
生　
　
　
　

書
を
読
ん
で　

儒
生
を
罵
る
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如
今
空
高
逸　
　
　
　

如
今　

空
し
く
高
逸

　
　

入
夢
美
人
声　
　
　
　

夢
に
入
る　

美
人
の
声　
（
（（
（

　　
　

閑
却
花
紅
柳
緑
春　
　

閑
却
す　

花
紅
柳
緑
の
春

　
　

江
楼
何
暇
醉
芳
醇　
　

江
楼　

何
ぞ
芳
醇
に
醉
う
に
暇
あ
ら
ん

　
　

猶
憐
病
子
多
情
意　
　

猶
お
憐
れ
む　

病
子
情
意
多
く

　
　

独
倚
禅
牀
夢
美
人　
　

独
り
禅
牀
に
倚
り
て
美
人
を
夢
む
る
を
（
（（
（

　

　　

最
初
の
詩
は
、
同
じ
く
子
規
に
宛
て
た
書
簡
に
見
え
る
も
の
で
、
そ
の
前
置

き
と
し
て
「
五
絶
一
首
小
生
の
近
況
に
御
座
候
御
憐
笑
可
被
下
候
」
の
一
文
が

添
え
て
あ
る
。
は
じ
め
の
二
行
に
は
二
十
三
歳
と
い
う
、
若
さ
と
希
望
に
胸
を

躍
ら
せ
る
漱
石
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
が
、
最
後
の
二
行
に
は
そ
の

よ
う
な
希
望
に
燃
え
る
青
年
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
中
年
に
し
て
す
で
に
人

生
に
お
け
る
「
ア
ン
ニ
ュ
イ
」
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
「
高
等
遊
民
」
の
よ
う
な

存
在
が
登
場
し
て
き
て
い
る
。『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
を
髣
髴
さ
せ
る
人
物
で

あ
る
。
そ
の
人
物
が
、
代
助
の
よ
う
に
鈴
蘭
を
生
け
た
水
鉢
の
下
に
昼
寝
を
貪

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
夢
に
入
る
美
人
の
声
」、
こ
の
一
句
に
は
い
か
に
も

漱
石
ら
し
い
眠
り
と
夢
と
美
人
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
出
�
っ
て
い
る
。

　

二
首
目
は
、
菊
池
謙
二
郎
に
宛
て
た
書
簡
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
詩
の
中

の
「
病
子
」
と
は
漱
石
自
身
の
こ
と
で
、
当
時
漱
石
は
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
喀

血
を
し
、
肺
結
核
の
徴
候
を
見
せ
て
い
た
。
そ
れ
で
療
養
に
努
め
な
が
ら
、
弓

道
を
習
っ
た
り
す
る
が
、
同
年
の
九
月
に
は
神
経
衰
弱
に
お
ち
い
り
、
や
む
を

え
ず
円
覚
寺
に
参
禅
す
る
よ
う
に
な
る
。「
獨
り
禅
牀
に
倚
り
て
美
人
を
夢

む
」
の
一
句
は
そ
の
時
の
様
子
を
詠
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

に
こ
の
前
の
句
、「
猶
お
憐
れ
む
病
子
多
情
の
意
」
を
あ
わ
せ
て
読
む
と
、
如

何
に
も
『
三
四
郎
』
の
あ
の
場
面
、
三
四
郎
が
風
邪
で
寮
の
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い

る
時
、
野
々
宮
の
妹
よ
し
子
が
見
舞
い
に
訪
れ
て
く
る
、
そ
の
シ
ー
ン
を
連
想

さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
想
に
さ
ら
に
全
体
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
読
む
と
、
こ

の
詩
に
想
定
さ
れ
て
い
る
人
物
は
、『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
の
よ
う
な
「
高
等

遊
民
」
で
、
そ
れ
が
花
柳
界
の
酒
池
肉
林
に
溺
れ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間

に
か
病
を
え
て
倒
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
の
真
義
を
悟
り
、
そ
れ
か
ら

は
ひ
た
す
ら
座
禅
に
努
め
る
と
い
う
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
っ
た
詩
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
こ
の
詩
を
漱
石
の
深
層
心
理
を
う
か
が
い
知
る

好
材
料
と
し
て
読
ん
だ
場
合
、
漱
石
は
潜
在
意
識
の
ど
こ
か
で
自
分
を
こ
の
よ

う
な
花
街
の
悲
恋
物
語
の
主
人
公
に
見
立
て
よ
う
と
す
る
、
甘
く
て
淡
い
願
望

と
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
潜
在
意
識
に

根
差
し
た
こ
れ
ら
の
願
望
と
傾
向
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
世
界
に
投
影
さ
れ
る
の
だ

か
ら
、
激
し
い
感
情
の
起
伏
を
伴
う
三
角
関
係
を
描
く
場
合
で
も
、
そ
こ
に
は

ラ
ブ
シ
ー
ン
が
な
く
て
も
、
抱
擁
が
な
く
て
も
、
接
吻
が
な
く
て
も
、
漱
石
は

自
分
の
潜
在
意
識
の
中
で
ひ
た
す
ら
そ
の
よ
う
な
願
望
と
戯
れ
て
い
れ
ば
、
お

の
ず
と
そ
の
色
合
い
が
画
筆
を
伝
わ
っ
て
文
面
に
滲
み
出
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
、
と
。
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要
す
る
に
、
漱
石
に
と
っ
て
、
漢
詩
と
そ
の
小
説
の
世
界
は
決
し
て
隔
絶
さ

れ
、
断
絶
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
同
一
作
家
の
想
像
に
よ
っ

て
紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
両
者
の
間
に
は
互
い
を
結
び
付
け
、
お

互
い
を
補
完
し
合
う
、
目
に
見
え
な
い
細
い
水
脈
の
よ
う
な
も
の
が
流
れ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。『
三
四
郎
』
の
広
田
先
生
の
夢
は
、
前
掲
書
簡
と
漢
詩
に
表

象
さ
れ
た
世
界
と
の
対
応
関
係
を
示
す
好
例
で
あ
る
と
同
時
に
、
以
上
の
相
互

補
完
関
係
を
裏
づ
け
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　

　
「
僕
が
さ
つ
き
昼
寐
を
し
て
ゐ
る
時
、
面
白
い
夢
を
見
た
。
そ
れ
は
ね
、

僕
が
生
涯
に
た
つ
た
一
遍
逢
つ
た
女
に
、
突
然
夢
の
中
で
再
会
し
た
と
云

ふ
小
説
染
み
た
御
話
だ
が
、
其
方
が
、
新
聞
の
記
事
よ
り
、
聞
い
て
ゐ
て

も
愉
快
だ
よ
」

　
「
え
ゝ
。
何
ん
な
女
で
す
か
」

　
「
十
二
三
の
奇
麗
な
女
だ
。
顔
に
黒
子
が
あ
る
」

　

三
四
郎
は
十
二
三
と
聞
い
て
少
し
失
望
し
た
。

　
「
何
時
頃
御
逢
ひ
に
な
つ
た
の
で
す
か
」

　
「
廿
年
許
前
」

　

三
四
郎
は
又
驚
い
た
。

　
「
善
く
其
女
と
云
ふ
事
が
分
り
ま
し
た
ね
」

　
「
夢
だ
よ
。
夢
だ
か
ら
分
る
さ
。
さ
う
し
て
夢
だ
か
ら
不
思
議
で
好
い
。

僕
が
何
で
も
大
き
な
森
の
中
を
歩
い
て
居
る
。
あ
の
色
の
褪さ

め
た
夏
の
洋

服
を
着
て
ね
、
あ
の
古
い
帽
子
を
被
つ
て
。　
　

さ
う
其
時
は
何
で
も
、

六
づ
か
し
い
事
を
考
へ
て
ゐ
た
。
凡
て
宇
宙
の
法
則
は
変
ら
な
い
が
、
法

則
に
支
配
さ
れ
る
凡
て
宇
宙
の
も
の
は
必
ず
変
る
。
す
る
と
其
法
則
は
、

物
の
外
に
存
在
し
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。　
　

覚
め
て
見
る
と
詰
ら

な
い
が
、
夢
の
中
だ
か
ら
真
面
目
に
そ
ん
な
事
を
考
へ
て
森
の
下
を
通
つ

て
行
く
と
、
突
然
其
女
に
逢
つ
た
。
行
き
逢
つ
た
の
で
は
な
い
。
向
は
凝

と
立
つ
て
ゐ
た
。
見
る
と
、
昔
の
通
り
の
顔
を
し
て
ゐ
る
。
昔
の
通
り
の

服
装
を
し
て
ゐ
る
。
髪
も
昔
し
の
髪
で
あ
る
。
黒
子
も
無
論
あ
つ
た
。
つ

ま
り
二
十
年
前
見
た
時
と
少
し
も
変
ら
な
い
十
二
三
の
女
で
あ
る
。
僕
が

其
女
に
、
あ
な
た
は
少
し
も
変
ら
な
い
と
い
ふ
と
、
其
女
は
僕
に
大
変
年

を
御
取
り
な
す
つ
た
と
云
ふ
。
次
に
僕
が
、
あ
な
た
は
何
う
し
て
、
さ
う

変
ら
ず
に
居
る
の
か
と
聞
く
と
、
此
顔
の
年
、
此
服
装
の
月
、
此
髪
の
日

が
一
番
好
き
だ
か
ら
、
か
う
し
て
居
る
と
云
ふ
。
そ
れ
は
何
時
の
事
か
と

聞
く
と
、
二
十
年
前
、
あ
な
た
に
御
目
に
か
ゝ
つ
た
時
だ
と
い
ふ
。
そ
れ

な
ら
僕
は
何
故
斯
う
年
を
取
つ
た
ん
だ
ら
う
と
、
自
分
で
不
思
議
が
る
と
、

女
が
、
あ
な
た
は
、
其
時
よ
り
も
、
も
つ
と
美
く
し
い
方
へ
方
へ
と
御
移

り
な
さ
り
た
が
る
か
ら
だ
と
教
へ
て
呉
れ
た
。
其
時
僕
が
女
に
、
あ
な
た

は
画
だ
と
云
ふ
と
、
女
が
僕
に
、
あ
な
た
は
詩
だ
と
云
つ
た
」（
十
一
の

七
（

　　

漱
石
は
『
夢
十
夜
』
で
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
の
夢
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
を
一
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読
し
た
こ
と
の
あ
る
読
者
な
ら
、
そ
の
夢
の
醸
し
出
す
不
思
議
な
雰
囲
気
、
異

様
な
ま
で
の
鮮
明
さ
、
そ
し
て
曇
り
も
な
け
れ
ば
滞
り
も
な
い
筆
致
で
つ
づ
ら

れ
た
夢
の
数
々
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
は
ず
で
あ
る
。
広
田
先
生

の
こ
の
昼
寝
の
夢
も
そ
の
よ
う
な
漱
石
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

お
の
ず
と
こ
こ
に
も
『
夢
十
夜
』
の
そ
れ
に
似
た
不
思
議
な
雰
囲
気
、
異
様
な

鮮
明
さ
が
、
滑
ら
か
な
筆
致
に
よ
っ
て
遺
憾
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
夢
だ

よ
。
夢
だ
か
ら
分
る
さ
。
さ
う
し
て
夢
だ
か
ら
不
思
議
で
好
い
」
と
い
う
広
田

先
生
の
夢
の
書
法
は
、「
一
夜
」
で
「
髯
な
き
人
」
が
画
の
中
の
美
人
を
活
か

す
方
法
を
教
え
て
、「
夢
に
す
れ
ば
、
す
ぐ
活
き
る
」
と
言
う
と
き
、
す
で
に

そ
こ
に
端
緒
が
現
れ
て
い
る
。
漱
石
に
と
っ
て
、
夢
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
記
憶
以

上
の
も
の
で
あ
る
。
記
憶
は
訪
れ
る
�
度
に
お
い
て
は
夢
に
勝
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
プ
ル
ー
ス
ト
の
プ
チ
・
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
よ
う
に
、
忘

れ
ら
れ
た
記
憶
の
中
の
味
覚
を
刺
激
し
う
る
き
っ
か
け
は
、
そ
う
�
繁
に
訪
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
夢
の
方
が
二
十
四
時
間
中
、
三
度
も
眠
り
を
要
請

し
て
い
れ
ば
、
訪
れ
る
回
数
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夢
は
記
憶

に
勝
る
記
憶
の
貯
蔵
庫
な
の
で
あ
る
。
昼
寝
に
夢
を
見
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
た

漱
石
の
眠
り
は
、
プ
チ
・
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
よ
う
な
契
機
は
不
必
要
で
あ
る
。
と

こ
ろ
か
ま
わ
ず
に
、
枕
と
い
う
夢
の
軟
着
陸
を
可
能
に
す
る
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
持

っ
て
き
て
、
そ
こ
に
頭
を
寝
か
せ
、
眼
を
眠
ら
せ
て
お
け
ば
い
い
。
す
る
と
、

そ
こ
で
は
「
生
涯
に
た
つ
た
一
遍
逢
つ
た
女
」
に
、
突
然
再
会
し
た
と
い
う

「
小
説
染
み
た
御
話
」
が
勝
手
に
展
開
を
見
せ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

も
、
夢
の
貯
蔵
機
能
は
「
二
十
年
前
見
た
時
と
少
し
も
変
ら
な
い
十
二
三
の

女
」
を
連
れ
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
昔
通
り
の
顔
、
昔
通
り
の
服
装
、

昔
通
り
の
髪
、
昔
通
り
の
黒
子
を
も
保
証
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

漱
石
に
と
っ
て
、
昼
寝
を
描
き
、
そ
の
中
の
夢
を
描
く
こ
と
は
、
美
人
と
の
邂

逅
を
約
束
し
て
く
れ
る
理
想
郷
に
わ
れ
を
忘
れ
て
、
一
瞬
の
至
福
に
浸
り
、
そ

れ
を
貪
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
全
テ
ク
ス
ト
世
界
に
、
や
た

ら
と
昼
寝
が
目
立
ち
、
や
た
ら
と
夢
が
は
び
こ
っ
て
い
る
の
は
そ
の
せ
い
で
あ

ろ
う
。

　

漱
石
の
夢
は
そ
こ
に
一
人
の
美
人
を
住
ま
わ
せ
る
こ
と
で
、
は
っ
き
り
と
し

た
一
つ
の
志
向
性
と
目
的
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
美
人
は
彼
の
精
神
世
界
と

現
実
世
界
、
形
而
上
の
世
界
と
形
而
下
の
世
界
を
自
由
に
行
き
来
す
る
、
水
辺

の
巫
女
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
漱
石
は
い
つ
ど
こ
で
で
も
彼
女
の
言
葉
に
耳

を
傾
け
、
そ
こ
に
刻
み
込
ま
れ
た
真
意
を
読
み
取
っ
て
、
そ
れ
を
精
神
世
界
に

持
ち
帰
っ
て
は
芸
術
作
品
を
生
み
出
す
た
め
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
、

現
実
の
世
界
に
持
ち
帰
っ
て
は
日
常
の
倦
怠
と
時
間
の
破
壊
か
ら
み
ず
か
ら
を

守
る
防
御
服
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

過
去
の
再
生
か
ら
プ
ル
ー
ス
ト
は
生
き
る
希
望
を
引
き
出
す
ば
か
り
で
な

く
、
最
悪
の
場
合
に
は
時
の
破
壊
に
対
す
る
唯
一
の
防
御
、
そ
の
災
禍
か

ら
唯
一
の
救
済
と
彼
が
見
な
す
芸
術
の
、
真
の
正
当
化
を
も
獲
得
す
る
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
過
ぎ
去
っ
た
時
と
生
活
と
自
己
と
を
ふ
た
た
び
所



250

有
す
る
た
め
の
記
憶
は
ま
た
、
芸
術
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
場
で
も
あ
る
の
だ
。

芸
術
作
品
は
そ
の
産
物
で
あ
る
。
芸
術
家
は
す
べ
て
を
記
憶
に
負
っ
て
い

る
が
、
こ
の
特
権
を
享
受
す
る
の
は
芸
術
家
に
限
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
以

外
の
誰
も
過
去
の
消
え
か
か
っ
た
文
学
を
判
読
す
る
能
力
は
な
い
。
こ
の

大
権
を
芸
術
家
の
み
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ル
ー
ス
ト
は
十

九
世
紀
の
審
美
主
義
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
記
憶
に
よ
る
疎
外
か
ら

の
逃
走
は
裏
口
か
ら
逃
げ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
扉
を
完
全
に
打
ち
破
る
こ

と
で
は
な
い
。
疎
外
と
い
う
事
実
に
は
何
一
つ
変
わ
り
が
無
い
の
だ
。
そ

し
て
プ
ル
ー
ス
ト
は
逃
走
と
い
う
方
法
は
た
だ
�
ば
れ
た
人
間
に
と
っ
て

の
み
あ
り
う
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　　

プ
ル
ー
ス
ト
の
記
憶
の
機
能
に
つ
い
て
の
こ
の
引
用
は
、
そ
の
ま
ま
漱
石
の

夢
の
機
能
に
も
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
夢
が
記
憶
に
勝
る
記
憶
の
貯
蔵
庫

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
漱
石
は
プ
ル
ー
ス
ト
と
同
様
、
夢
を
芸
術
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

が
紡
ぎ
出
さ
れ
る
場
と
し
て
、
し
ば
し
の
間
そ
こ
に
佇
み
、
恍
惚
と
し
て
現
実

の
時
間
を
忘
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
同
様
、
選
ば
れ
た

芸
術
家
と
し
て
、
夢
を
い
つ
で
も
逃
げ
込
め
る
空
間
と
し
て
、
現
実
の
裏
口
か

ら
や
や
離
れ
た
所
に
待
機
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
逃
げ
込

む
と
、
桃
源
郷
を
訪
れ
た
人
間
が
し
ば
し
ば
帰
還
を
忘
れ
て
い
た
よ
う
に
、
彼

も
そ
こ
の
永
久
の
住
人
な
る
美
人
と
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
漱

石
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
う
つ
つ
を
抜
か
す
時
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
芸

術
の
畑
は
ま
す
ま
す
肥
え
て
、
豊
穣
さ
と
多
様
性
を
誇
り
な
が
ら
、
た
え
ず
自

己
増
殖
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
彼
の
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
、
時
に
は
筋
の
展
開
を
無
視
し
て
、
あ
る
偶
像
や
あ
る
場
面

の
彫
琢
に
精
を
出
し
て
我
を
忘
れ
て
い
た
り
、
時
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
自

然
さ
に
欠
け
た
や
り
取
り
を
そ
の
登
場
人
物
た
ち
に
強
い
て
い
た
り
し
た
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。

　　

三　

「
巫
山
の
女
」　
　

漱
石
的
〈
水
の
女
〉
の
母
胎

　

　

文
選
を
一
部
購
求
帰
宅
の
上
二
三
枚
通
読
致
候
結
果
に
候
ど
う
せ
真
似

事
故
碌
な
も
の
は
出
来
ず
候
へ
ど
も
一
夜
漬
け
の
手
品
を
一
寸
御
披
露
申

し
上
候
（
（（
（

　　

熊
本
時
代
、
子
規
に
宛
て
た
書
簡
の
一
部
分
で
あ
る
。
漱
石
は
『
文
選
』
を

一
冊
買
い
、
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
二
、
三
ペ
ー
ジ
読
ん
だ
あ
と
、
漢
詩
を
書
い

て
い
る
。
そ
れ
を
半
分
冗
談
交
じ
り
に
「
真
似
事
」
に
よ
る
「
一
夜
漬
け
」
と

呼
ん
で
、
子
規
に
送
っ
て
い
る
。
そ
の
「
一
夜
漬
け
」
が
ど
ん
な
内
容
の
漢
詩

だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、『
文
選
』
が
彼
の
青
春
時
代
の
文
学
的
修
行
に

は
欠
か
せ
な
い
座
右
の
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
書
簡
の
文
面
を
通
じ
て
じ
か
に

伝
わ
っ
て
く
る
。
の
ち
に
、
教
職
を
捨
て
て
、
新
聞
社
に
入
社
し
た
あ
と
、
い

よ
い
よ
前
作
に
負
け
な
い
『
虞
美
人
草
』
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
時
も
、
漱
石
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隠喩から流れ出るエクリチュール

は
な
ぜ
か
ま
た
も
『
文
選
』
を
取
り
出
し
て
通
読
し
て
い
る
。
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
度
は
「
一
夜
漬
け
」
で
は
な
く
、

『
虞
美
人
草
』
と
い
う
長
編
を
構
想
し
て
い
る
か
ら
、
二
、
三
枚
の
通
読
で
は

終
わ
ら
な
い
は
ず
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
せ
い
か
、『
虞
美
人
草
』
は
前

作
の
『
草
枕
』
よ
り
も
漢
文
調
の
表
現
が
目
立
ち
、
藤
尾
に
つ
い
て
の
人
物
描

写
は
、『
文
選
』
の
「
神
女
賦
」
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
凝
っ

て
い
て
、
漱
石
の
衒
学
趣
味
の
極
致
か
な
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

と
に
か
く
、
結
果
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、『
文
選
』
が
漱
石
の
愛
読
書
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
現
在
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
「
漱
石
文
庫
」
に
は
異
な
る
版
本
と
し
て
『
文
選
』
が
三
点
も
含
ま
れ
て
い

る
。
熊
本
時
代
に
購
入
し
た
最
初
の
二
点
（『
昭
明
文
�
六
臣
彙
注
疏
解
』
と

『
文
選
音
注
』（
が
完
全
な
版
本
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
大
正
に
な
っ
て
ふ
た

た
び
そ
れ
を
入
手
し
て
い
る
（
（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
漱
石
の
『
文
選
』
に
対
す
る
関

心
の
深
さ
と
そ
の
持
続
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
漱
石
が
前
出
の
漢
詩
の
中
に
読

み
込
ん
だ
「
巫
山
の
女
」
の
説
話
も
、『
文
選
』
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
持
続

的
な
関
心
の
深
さ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
漱
石
の
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
〈
水
の
女
〉
は
、
こ
の
「
巫
山
の
女
」
の
中
に
そ
の
原
初
の
姿

を
宿
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
の
ヒ
ロ

イ
ン
が
、
単
な
る
〈
水
の
女
〉
で
は
な
く
、
水
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
す
べ
て

に
自
分
の
姿
を
刻
印
す
る
〈
雲
の
女
〉〈
風
の
女
〉〈
雨
の
女
〉
で
あ
る
こ
と
は
、

「
巫
山
の
女
」
が
有
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
特
性
と
き
わ
め
て
深
い
関
係
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
上
に
引
用
し
た
『
文
選
』
の
「
巫
山
の
女
」
の
説
話
に
つ
い
て

詳
し
く
調
べ
て
み
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
女
の
登

場
人
物
た
ち
の
性
格
を
浮
き
彫
り
に
す
る
作
業
に
も
お
の
ず
と
つ
な
が
っ
て
い

く
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
ず
、「
巫
山
の
女
」
は
神
女
ら
し
く
、
人
間
の
姿
で
は
な

く
、
雲
の
姿
を
ま
と
っ
て
、
高
殿
の
上
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
高
く
ま

っ
す
ぐ
に
昇
る
か
と
思
え
ば
、
す
ぐ
に
形
を
変
え
、
し
ば
ら
く
の
間
に
、
変
化

し
て
窮
ま
る
こ
と
が
な
い
」。
こ
の
さ
り
げ
な
い
描
写
に
は
、
雲
の
気
性
の
荒

い
変
化
ぶ
り
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
雲
だ
け
に
関
す
る
描
写
で
は
な

く
、
神
女
に
代
表
さ
れ
る
女
性
の
性
格
的
変
化
の
激
し
さ
を
物
語
る
記
述
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
女
性
を
『
文
選
』
の
「
高
唐
賦
」
は
〈
雲
の
女
〉
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
〈
雲
の
女
〉
が
、
天
の
意
志
に
従
っ
て
地
上
を
治

め
る
と
い
う
人
間
の
王
に
出
会
っ
た
時
、
彼
女
も
人
間
の
姿
に
自
分
を
乗
り
移

ら
せ
て
人
間
の
女
に
な
る
。
そ
し
て
一
夜
の
枕
席
を
共
に
し
よ
う
と
み
ず
か
ら

申
し
出
る
。
こ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
女
が
降
り
立
つ
舞
台
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
含
有
す
る
現
実
の
世
界
で
は
な
く
、
王
の

夢
の
空
間
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
夢
は
、
夜
の
睡
眠
に
訪

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
昼
寝
と
い
う
き
わ
め
て
象
徴
性
に
富
ん
だ
身
振
り
に
や

っ
て
く
る
白
昼
の
夢
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
王
は
、
雲
に
身
を
宿
し

て
い
る
巫
山
の
神
女
に
出
会
う
た
め
に
は
、
ま
ず
自
分
の
身
を
横
た
え
て
昼
寝

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
続
け
て
夢
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
の
よ
う
な
前
提
条
件
を
こ
の
〈
巫
山
の
女
〉
の
説
話
は
さ
り
げ
な
く
提
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
必
要
上
、
こ
の
前
提
条
件
を
も
っ
と
簡
潔
に
ま
と

め
て
い
う
と
、
王
は
神
女
に
会
う
た
め
に
ま
ず
昼
寝
を
し
、
次
に
夢
を
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
、
漱
石
が
あ
れ
ほ
ど
昼
寝
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
も
し
か
す
る
と
、
こ

の
人
間
の
王
の
身
振
り
を
真
似
し
、
模
倣
す
る
こ
と
で
、
巫
山
の
神
女
の
よ
う

な
女
性
に
出
会
う
こ
と
を
密
か
に
期
待
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
そ

の
よ
う
な
女
は
具
体
的
に
は
ど
ん
な
女
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
塚
楠
緒
子
？

嫂
？　

銀
杏
結
び
の
女
？　

井
上
眼
科
の
女
？
…
…
。
こ
う
し
た
実
在
の
女
性

た
ち
は
、
江
藤
淳
が
仕
掛
け
た
現
実
の
恋
人
探
し
が
機
会
あ
る
ご
と
に
言
及
し

て
止
ま
な
か
っ
た
対
象
で
あ
る
。
漱
石
が
は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち

と
の
遭
遇
を
夢
見
て
、
昼
寝
を
し
、
夢
を
見
て
い
た
か
ど
う
か
は
誰
に
も
わ
か

ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
大
塚
楠
緒
子
で
も
嫂
で
も
夢
の
審
美
的
な
変
形
機
能
に
よ

っ
て
、
一
瞬
の
う
ち
に
巫
山
の
神
女
と
等
価
性
を
持
っ
た
美
の
対
象
と
な
り
、

し
か
も
超
姓
名
性
と
い
う
匿
名
性
と
無
名
性
を
も
っ
て
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
の
中

に
登
場
人
物
と
し
て
招
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
そ
の
よ
う
な
超
姓
名
性
に
つ
な
が
る
匿
名
性
と
無
名
性
を
、「
巫
山
の

女
」
の
説
話
は
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
無
償
で
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼

女
が
王
の
「
名
を
な
の
れ
」
と
い
う
命
令
と
も
要
求
と
も
区
別
の
つ
か
な
い
儀

式
め
い
た
も
の
に
対
し
て
、「
私
は
巫
山
の
南
、
高
丘
の
険
し
い
所
に
お
り
、

朝
は
朝
雲
と
な
り
、
暮
れ
に
は
雨
と
な
り
、
朝
な
夕
な
陽
台
の
下
に
お
り
ま

す
」
と
答
え
た
の
は
、
ま
さ
に
無
名
性
の
宣
言
で
あ
り
、
匿
名
性
の
意
思
表
示

で
あ
る
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
女
の
登
場
人
物
た
ち
が
母
、
妻
、
女

の
三
つ
の
次
元
を
生
き
る
「
揺
ら
ぎ
の
女
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
種
の
無
名

性
と
匿
名
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
漱
石
だ
け
で
な
く
そ
の
テ
ク
ス
ト
自
体
も

「
巫
山
の
女
」
の
説
話
か
ら
多
く
の
も
の
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

漱
石
に
と
っ
て
、「
巫
山
の
女
」
の
説
話
と
の
出
会
い
は
、
豊
か
な
鉱
脈
を
掘

り
当
て
た
の
も
同
然
な
出
来
事
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
彼
は
そ
こ
か
ら
数
知

れ
な
い
素
材
を
持
ち
帰
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
き
わ
め
て
原
初
的
な
認
識

を
も
持
ち
帰
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
象
徴
と
い
う
無
限
の
意
味
産
出
を
可

能
に
す
る
機
制
を
携
え
て
帰
還
し
た
は
ず
で
あ
る
。「
女
は
水
で
あ
る
」
と
い

う
象
徴
が
含
有
す
る
意
味
は
、
女
性
が
子
宮
の
中
に
羊
水
を
持
っ
て
い
る
か
ら

そ
う
言
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
現
代
風
な
認
識
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
西
洋
の
世
紀
末
芸
術
に
お
け
る
水
辺
の
女
た
ち　
　

マ
ー
メ
イ
ド
や
セ
イ

レ
ン
や
ニ
ン
フ
な
ど
、
神
話
の
世
界
に
生
息
す
る
歴
史
文
化
的
な
想
像
の
産
物

が
あ
っ
た
か
ら
、「
女
は
水
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

民
俗
や
信
仰
の
世
界
に
お
い
て
、
巫
女
や
魔
女
の
よ
う
な
存
在
が
水
辺
や
森
の

中
の
池
の
ほ
と
り
に
居
を
構
え
て
い
た
事
実
が
あ
る
か
ら
で
も
な
い
。「
女
は

水
で
あ
る
」
と
い
う
象
徴
の
中
に
は
、
古
代
中
国
人
の
古
い
認
識
が
宿
っ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
老
子
は
そ
の
哲
学
で
、「
上
善
水
の
如
し
」
と
説
い
て
、
水

を
最
上
の
善
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
水
は
万
物
に
恵
み
を
施
し
、
し
か
も
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そ
れ
自
身
は
争
わ
ず
、
そ
れ
で
い
て
、
す
べ
て
の
人
々
が
さ
げ
す
む
場
所
に
流

れ
て
い
っ
て
、
満
足
し
て
居
留
ま
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
献

身
的
で
従
順
で
し
か
も
本
分
を
守
る
謙
虚
な
女
性
の
理
想
像
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
の
女
の
登
場
人
物
た
ち
は
決
し
て

そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
存
在
で
は
な
い
。
彼
が
実
生
活
に
お
い
て
追
い
求
め
て

い
た
女
性
像
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
文
学
と
い
う
虚
構
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
と
、
彼
の
女
性
像
は
一
変
し

て
つ
か
み
所
の
な
い
〈
雲
の
女
〉〈
水
の
女
〉
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
も
作

家
漱
石
は
老
子
の
哲
学
か
ら
、「
女
は
水
で
あ
る
」
こ
と
、
水
は
低
き
に
流
れ

て
行
っ
て
、
そ
こ
に
住
み
着
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
詩
的
創
造
の
源
泉
を
授
け

て
も
ら
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
内
包
さ
れ
て
い
る
女
性
の
理
想
像
に
つ
い
て

の
倫
理
道
徳
的
な
解
釈
は
受
け
入
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　

周
知
の
よ
う
に
老
子
の
哲
学
は
、
乾
燥
し
た
北
方
で
は
な
く
、
水
の
豊
富
な

南
方
を
基
盤
に
し
て
栄
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
話
的
要
素
で
あ

る
水
が
そ
の
ま
ま
哲
学
的
想
像
力
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。「
巫
山
の
女
」
が

有
す
る
性
格
も
、
老
子
の
哲
学
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
朝

は
朝
雲
と
な
り
、
暮
れ
に
は
雨
と
な
」
る
「
巫
山
の
女
」
は
、
哲
学
か
ら
文
学

に
移
し
替
え
て
粉
飾
を
施
さ
れ
た
、
老
子
哲
学
の
も
う
一
人
の
〈
水
の
女
〉
で

あ
る
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
女
性
像
を
、
老
子
の
哲
学
に
〈
水
の
女
〉
を

求
め
、「
高
唐
賦
」
に
〈
雲
の
女
〉〈
雨
の
女
〉
を
求
め
て
い
る
。
漱
石
の
全
テ

ク
ス
ト
が
掲
げ
る
「
女
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
」「
女
は
分
か
ら
な
い
」「
女
は
語

り
え
な
い
」
と
い
う
命
題
も
、
体
験
が
語
る
人
生
哲
学
で
あ
る
前
に
、
老
子
哲

学
を
媒
介
に
し
た
抽
象
で
あ
り
、
認
識
で
あ
る
。
漱
石
の
命
題
は
、
老
子
哲
学

の
中
の
水
と
手
を
取
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
の
想
像
力
と
限
り
な
い
創

造
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
水
や
雲
や
雨
に
つ
い
て
の

詳
細
な
研
究
は
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
象
徴
の
構
造
や
機
能
に
つ
い
て

の
理
解
を
容
易
に
す
る
だ
け
で
な
く
、「
女
は
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
を

掲
げ
る
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
さ
ら
な
る
奥
行
き
と
深
遠
な
意
味
を
付
与
す
る

こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
有

し
て
い
る
独
創
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
と
い
う
の

は
、
漱
石
と
「
巫
山
の
女
」
と
の
出
会
い
は
、
単
な
る
体
験
で
は
な
く
、
出
来

事
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
た
体
験
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

　

あ
る
体
験
の
も
つ
独
自
性
や
深
遠
さ
が
起
因
す
る
の
は
、
そ
れ
本
来
の

内
実
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の
内
実
の
秩
序
と
組
織
化
な
の
で
あ
る
。

（
中
略
（
し
た
が
っ
て
、
想
像
力
に
よ
っ
て
関
係
と
い
う
も
の
が
発
生
す

る
と
き
、
創
作
の
独
自
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　　

つ
ま
り
、
漱
石
的
想
像
力
は
「
巫
山
の
女
」
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
、
そ
の
体

験
的
内
実
か
ら
無
数
の
活
性
化
さ
れ
た
要
素
を
発
見
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の

よ
う
な
要
素
ど
う
し
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
の
網
目
を
縫
い
合
わ
せ
る
た
め
の

根
源
的
な
媒
体
を
も
見
つ
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
漱
石
的
想
像
力
を
支
配
す
る
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主
要
な
論
理
が
、
要
素
と
要
素
の
間
に
存
す
る
類
似
性
を
重
ん
じ
た
ア
ナ
ロ
ジ

ー
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
媒
体
が
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
種
の
構
造

と
統
一
を
も
た
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
を

テ
ー
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
研
究
す
る
可
能
性
も
こ
う
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
基
軸
に
し

た
思
考
や
想
像
の
様
式
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。

　

　

テ
ー
マ
も
ま
た
「
考
え
る
材
料
を
与
え
る
」
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
テ

ー
マ
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「（
そ
の
（
多
様
な
結
合
力
を
広
げ
る

こ
と
で
も
あ
る
。（
意
味
の
も
つ
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ひ
と

つ
の
同
じ
複
合
体
の
な
か
で
関
連
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。（
そ
れ
に
ま
た
リ
ク

ー
ル
が
の
ぞ
む
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
を
別
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
理

解
し
、
類
縁
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
テ
ー
マ
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
す
べ
て
の

テ
ー
マ
に
ま
で
「
内
包
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
法
則
」
に
し
た
が
っ
て
少
し
ず

つ
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
も
で
き
る
（
（（
（

。

　　

漱
石
的
文
学
に
お
い
て
、「
考
え
る
材
料
を
与
え
る
」
テ
ー
マ
は
い
ろ
い
ろ

あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
中
で
も
「
巫
山
の
女
」
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
豊
饒

さ
と
生
産
性
を
有
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、「
巫
山
の
女
」
が
多
様
な
関
係

性
を
意
味
す
る
水
と
い
う
物
質
の
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
み
ず
か
ら
の
変
身
の
可

能
性
と
し
て
捕
捉
し
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
変
身
を
単
発
的
で
孤
立
し
た
一
回

性
の
も
の
で
は
な
く
、
連
続
性
を
生
き
た
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
み
ず
か
ら

の
可
視
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
漱
石
的

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
筋
の
犠
牲
が
ほ
と
ん
ど
慣
習
的
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
繰
り
返
し
行
な
わ
れ
て
い
る
の
も
、「
巫
山
の
女
」
の
よ
う
な
テ
ー
マ
や
イ

メ
ー
ジ
が
た
だ
「
考
え
る
材
料
を
与
え
る
」
だ
け
で
な
く
、
描
写
に
描
写
、
彫

琢
に
彫
琢
を
重
ね
る
よ
う
に
た
え
ず
思
考
や
想
像
力
を
刺
激
し
て
ア
ナ
ロ
ジ
ー

の
横
滑
り
を
す
る
よ
う
に
慫
慂
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漱
石

的
テ
ク
ス
ト
を
読
む
行
為
も
、
時
間
軸
に
沿
っ
た
物
語
の
筋
の
展
開
を
楽
し
む

も
の
と
い
う
よ
り
も
、
イ
メ
ー
ジ
や
テ
ー
マ
の
連
鎖
反
応
が
生
産
す
る
過
剰
が

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
表
面
に
残
し
た
切
り
込
み
の
よ
う
な
重
み
の
痕
跡
を
踏
破

し
、
な
ぞ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
を
読
む
快
楽
も
、
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
表
面
に
起
こ
っ
た
そ
う
し
た
デ
フ
ォ
ル
メ
の
痕
を
同
じ
く
過

剰
と
充
�
の
う
ち
に
発
見
す
る
瞬
間
に
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
漱
石
的
テ

ク
ス
ト
は
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
を
読
み
の
快
楽
と
し
て
提
供
す
べ
く
創
案

さ
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
実
践
が
生
ん
だ
デ
フ
ォ
ル
メ
の
迷
宮
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
の
迷
宮
巡
り
に
入
り
口
に
対
す
る
出
口
の
保
証
を
約
束

す
る
マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
あ
げ
る
た
め
に
一
つ
の
整
理
を
し
て
お
く
こ
と
は
有

益
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
巫
山
の
女
」
の
説
話
が
内
包
し
て
い
る
い
く
つ
か

の
項
目
を
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
の
内
在
原
理
や
機
制
に
関
わ
り
合
う
も
の
と
し

て
抽
出
し
、
そ
れ
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
形
で
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
イ
メ
ー
ジ

や
テ
ー
マ
へ
と
変
形
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
変
形
た
ち
が
原
型
と

の
間
で
取
り
結
ぶ
求
心
的
ま
た
は
遠
心
的
な
重
層
関
係
を
こ
れ
か
ら
の
解
釈
行
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為
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

１
、
女
は
水
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
水
の
女
〉。

　

２
、
女
は
雲
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
雲
の
女
〉。

　

３
、
雲
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
女
も
変
化
を
そ
の
行
動
原
理

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

４
、
女
は
風
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
風
の
女
〉。

　

５
、
女
は
雨
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
雨
の
女
〉。

　

６
、
女
は
超
姓
名
性
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
無
名
性
と
匿
名
性
を
兼
ね
備
え

た
存
在
で
あ
る
。

　

７
、
男
は
異
性
に
出
会
う
た
め
に
は
昼
寝
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

８
、
昼
寝
に
は
夢
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

９
、
女
は
水
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
き
る
「
揺
ら
ぎ
の
女
」
で
あ
る
。

　　

こ
の
分
離
分
割
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
か
ら
の
読
書
行
為　
　

「
ひ

と
つ
の
テ
ー
マ
を
別
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
理
解
し
、
類
縁
関
係
に
よ
っ
て
そ
の

テ
ー
マ
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
す
べ
て
の
テ
ー
マ
」
に
「
巫
山
の
女
」
と
い
う
こ

の
「
内
包
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
法
則
」
が
働
い
た
痕
跡
を
探
し
求
め
る
旅　
　

は
、

地
図
な
き
迷
宮
巡
り
で
は
な
く
、
出
口
か
ら
射
し
こ
む
一
筋
の
光
に
導
か
れ
た

も
の
に
な
る
。
結
局
、「
巫
山
の
女
」
の
説
話
が
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
は
「
女
は
水
で
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
隠
喩
で
あ
り
、
理
念
で
あ
る
。

漱
石
的
文
学
は
こ
の
隠
喩
、
こ
の
理
念
と
、
形
而
上
学
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
、「
水
と
女
の
婚
姻
の
文
学
」
と
な
る
。
漱
石
に
と
っ
て
「
女
は
水

で
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
文
化
の
慣
習
的
な
象
徴
性
か
ら
来
る
も
の
で
も
な

け
れ
ば
、
純
粋
な
経
験
的
認
識
か
ら
来
る
も
の
で
も
な
い
。「
巫
山
の
女
」
の

説
話
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
と
の
偶
然
な
出
会
い
に
よ
っ
て
、
習
得
さ
れ
た
隠
喩

的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
直
接
性
は
な
く
、
間
接
性
だ
け
が
目

立
つ
。
そ
の
せ
い
で
、「
女
は
水
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
認
識
だ
と
し
て

も
、
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
記
憶

の
想
起
作
用
で
は
つ
か
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
想
起
作
用
を
可
能
に

す
る
時
間
の
枠
組
み
も
な
け
れ
ば
、
空
間
の
枠
組
み
も
な
い
。
裸
の
理
念
と
裸

の
認
識
が
、
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
を
帯
び
た
「
隠
喩
の
雲
」
と
な
っ
て
そ
こ
に

棚
引
い
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
漱
石
は
そ
の
棚
引
く
も
の
の
中
に
そ
の
存
在
を

確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
確
認
さ
れ
た
も
の
に
持
続
的
な
凝

視
を
降
り
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
本
質
を
見
ぬ
き
、

形
相
を
見
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
そ
こ
で
発
見
し
た
も
の
を
携
え
て
、

芸
術
の
言
語
秩
序
の
中
へ
と
歩
み
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
漱
石
の
習
得
さ
れ
た

隠
喩
的
認
識
が
、
追
体
験
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
発
見
の
契
機
、
一

つ
の
創
造
の
契
機
を
つ
か
む
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
「
よ
い
隠
喩
を
作
る
こ
と
は
、
類
似
を
見
つ
け

出
す
こ
と
で
あ
る
」。
と
こ
ろ
で
、
類
似
を
見
つ
け
だ
す
と
は
、
辞
項
と
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辞
項
を
結
び
つ
け
て
、
は
じ
め
か
ら
「
縁
遠
い
」
も
の
が
突
如
と
し
て

「
近
似
し
た
」
も
の
に
見
え
る
よ
う
に
類
似
を
創
始
す
る
こ
と
で
な
く
、

な
ん
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
論
理
的
空
間
に
お
け
る
距
離
の
変
化
こ

そ
が
、
生
産
的
想
像
力
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
生
産
的
構
想
力
の
働
き
と

は
、
総
合
的
操
作
を
図
式
化
す
る
こ
と
、
意
味
論
的
革
新
が
発
し
て
く
る

述
語
同
化
を
形
象
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
隠
喩
過
程
で
働
い

て
い
る
生
産
的
構
想
力
と
は
、
述
語
同
化
に
よ
っ
て
、
言
語
の
日
常
的
な

範
疇
化
も
抵
抗
に
逆
ら
っ
て
、
新
し
い
論
理
的
な
種
を
産
み
だ
す
能
力
で

あ
る
（
（（
（

。

　　

な
ぜ
隠
喩
な
の
か
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
隠
喩
こ
そ
は
言
語
の
創
造

性
の
も
っ
と
も
明
瞭
な
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
隠
喩
は
日
常
言
語
の
非
日

常
的
使
用
に
よ
り
、
日
常
言
語
で
は
近
づ
き
が
た
い
現
実
の
新
た
な
次
元

を
発
見
さ
せ
て
く
れ
る
。
互
い
に
離
れ
て
い
て
、
異
質
な
二
つ
の
意
味
論

的
場
を
隠
喩
は
衝
突
さ
せ
て
、
そ
こ
に
異
例
の
属
性
賦
与
を
お
こ
な
わ
せ

る
。
そ
れ
は
想
像
力
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
意
味
論
的
場
に
「
類
似
」
を
見

い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
生
き
た
隠
喩
は
、
世
界
を
新
た
に
「
…
…
と
見

る
」
こ
と
を
教
え
て
く
れ
、
詩
的
に
世
界
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

　

し
た
が
っ
て
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
重
心
も
、

そ
の
文
学
的
叙
述
の
一
般
（
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
一
般
（
が
、
女
の
諸
特

性
を
顕
在
化
す
る
た
め
に
、
如
何
に
「
水
の
言
説
」
を
駆
使
し
て
、
テ
ク
ス
ト

全
体
を
水
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
数
々
で
包
ん
で
い
る
の
か
、
そ
こ
に
置
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
が
最
終
的
に
目
指

す
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
女
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
」「
女
は
分
か
ら
な
い
」「
女
は
水
で
あ
る
」
と
い
う

漱
石
的
隠
喩
が
、
如
何
に
し
て
「
は
じ
め
か
ら
〈
縁
遠
い
〉
も
の
」
で
あ
っ
た

も
の
を
「
突
如
と
し
て
〈
近
似
し
た
〉
も
の
に
見
え
る
よ
う
に
類
似
を
創
始
す

る
」
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が

如
何
に
し
て
、
女
（
＝
人
間
＝
人
間
界
（
と
水
（
＝
物
質
＝
自
然
界
（
と
い
う

「
互
い
に
離
れ
て
」
い
る
「
異
質
な
二
つ
の
意
味
論
的
場
」
を
衝
突
さ
せ
て
、

「
そ
こ
に
異
例
の
属
性
付
与
を
お
こ
な
わ
せ
る
」
か
を
、
あ
ま
た
の
〈
水
の

女
〉
の
変
形
で
あ
る
〈
雲
の
女
〉〈
風
の
女
〉〈
雨
の
女
〉
の
中
に
探
し
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
は
女
主
人
公
た
ち
の
「
無
名
性
」
と

「
匿
名
性
」、「
雨
と
遭
遇
」「
横
臥
と
遭
遇
」
と
い
っ
た
よ
う
な
説
話
的
機
能
（
（（
（

が
、

実
は
同
じ
く
「
女
は
水
で
あ
る
」
と
い
う
以
上
の
根
源
的
な
隠
喩
に
根
ざ
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
均
質
で
統
一
し
た
考
察
の
目
が
行
き
届
く
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
下
、
順
を
追
っ
て
漱
石
の
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
考
察
を
試
み

る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
夏
目
漱
石
と
い
う
こ
の
固
有
名
に
潜
ん
で
い
る
テ
ク
ス

ト
性
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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隠喩から流れ出るエクリチュール

　

四　

あ
、
漱
石
か
。
彼
は
隠
れ
て
い
る
。

　

一
人
の
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
名
前
＝
固
有
名
は
そ
の
存
在
証
明
で
あ
る
。

そ
れ
は
生
物
学
的
な
生
の
連
続
性
を
意
味
す
る
存
在
証
明
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

時
間
の
連
続
性
（
＝
過
去
・
現
在
・
未
来
（
に
お
け
る
存
在
証
明
で
も
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
想
像
的
内
在
性
を
含
意
し
た
主
体
と
い
う
概
念
を
は

る
か
に
超
え
た
外
在
的
な
根
源
性
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
（
＝
ひ
と
り
の
人
間
存

在
（
は
、
こ
の
よ
う
な
根
源
性
を
、
一
つ
の
看
板
と
し
て
自
分
の
顔
の
上
に
貼

り
付
け
、
一
つ
の
重
荷
と
し
て
背
中
に
背
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
根
源

性
を
一
枚
の
入
場
券
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会
と
い
う
想
像
的
な
空
間
の
中

に
入
っ
て
い
く
。
で
は
、
社
会
と
は
な
に
か
？　

そ
れ
は
人
間
の
こ
の
よ
う
な

根
源
性
が
織
り
な
す
無
数
の
関
係
の
網
目
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
一
人

ひ
と
り
の
根
源
性
は
、
そ
の
よ
う
な
網
目
の
上
に
立
て
ら
れ
る
看
板
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
網
目
の
上
で
交
換
さ
れ
る
名
刺
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
看
板
、
交
換

さ
れ
る
名
刺
、
わ
れ
わ
れ
の
根
源
性
は
、
こ
の
よ
う
な
「
見
ら
れ
る
」「
交
換

さ
れ
る
」
と
い
っ
た
述
辞
的
受
動
性
に
よ
っ
て
、
関
係
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込

ま
れ
、
そ
し
て
流
通
の
流
れ
に
身
を
乗
せ
る
よ
う
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
の

存
在
証
明
と
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
乗
っ
て
何
時
ま
で
も
流
れ
て
い
く
一
個

の
「
浮
き
」（
＝
名
前
（
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
浮

き
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
が
続
く
か
ぎ
り
、
永
遠
に
流
れ
る
こ
と
を
止
め
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
生
き
る
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
浮
き
」
の
習
性
を
生
涯
に
わ
た

っ
て
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
、
わ
れ
わ
れ
の
名
前
に
は
、
す

で
に
こ
の
よ
う
な
「
浮
き
」
の
習
性
が
天
来
の
も
の
と
し
て
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
生
に
何
か
し
ら
の
満
足
感
、
何
か
し
ら
の
達
成
感
、
何
か
し
ら
の

成
功
、
何
か
し
ら
の
喜
び
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
こ
の
「
浮
き
」
が
流
れ

て
い
る
間
に
、
同
じ
く
流
れ
に
身
を
任
せ
て
泳
い
で
い
る
「
偶
然
の
魚
」
に
よ

っ
て
、
偶
然
に
発
見
さ
れ
、
そ
し
て
偶
然
の
引
力
に
よ
っ
て
引
っ
張
ら
れ
る
時

で
あ
る
。
す
べ
て
は
こ
の
偶
然
の
契
機
に
関
わ
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
に

必
然
性
は
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
偶
然
性
の
み
で
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

す
べ
て
は
こ
の
「
偶
然
の
魚
」
の
胃
袋
の
状
態
（
＝
空
腹
か
満
腹
か
（
ま
た
は

そ
の
遊
び
心
（
好
奇
心
と
退
屈
さ
（
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「
浮
き
」
の
偶
然
性
に
嫌
気
が
さ
す

こ
と
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
見
捨
て
る
気
も
起
こ
さ
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
「
浮
き
」
の
偶
然
性
が
有
し
て
い
る
、
推
定
的
な
浮
力
に
全
的
信
頼

を
置
い
た
ま
ま
、
い
つ
失
速
し
て
落
下
す
る
か
知
ら
な
い
熱
気
球
に
乗
っ
た
人

間
の
よ
う
に
、
こ
れ
と
い
っ
た
目
的
（
こ
れ
は
「
偶
然
の
魚
」
が
も
た
ら
す
契
機

に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
目
的
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
人
間
存
在
の
意
志
と

は
無
関
係
で
あ
る
。
反
対
に
、
も
し
こ
の
目
的
に
意
志
の
志
向
性
が
あ
っ
た
場
合
、

そ
れ
は
「
偶
然
の
魚
」
の
口
の
引
力
に
よ
っ
て
嚙
み
砕
か
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

よ
う
な
目
的
意
識
を
持
っ
た
人
間
存
在
自
身
を
も
、
マ
ー
メ
イ
ド
が
男
を
海
底
へ
と

連
れ
去
る
よ
う
に
、
水
底
へ
と
連
れ
去
っ
て
沈
め
て
し
ま
う
だ
ろ
う
（
も
な
く
、
流

れ
に
流
れ
て
死
と
い
う
「
生
の
終
着
点
」
に
た
ど
り
着
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
浮
き
」
は
、
初
め
て
「
流
れ
る
習
性
」
を
忘
却
に
あ
ず
け
、
自
ら
の
身
体
を
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大
地
の
上
に
横
た
え
る
の
で
あ
る
。
墓
石
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
固
有
名
が

「
水
の
属
性
」
を
忘
れ
て
、
睡
眠
と
い
う
休
憩
を
む
さ
ぼ
る
静
の
ベ
ッ
ド
で
あ

る
。

　

要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
看
板
に
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
る
「
水
の

動
」
も
刻
印
さ
れ
て
い
れ
ば
、
動
か
な
い
「
石
の
不
動
」
も
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

ひ
と
言
で
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
は
、「
浮
き
」
の
習
性
を
生
き
る
時
、「
水

の
属
性
」
を
生
き
、「
浮
き
」
の
習
性
を
忘
れ
る
時
、「
石
の
属
性
」
を
生
き
る

の
で
あ
る
。

　

漱
石
の
固
有
名
に
は
、
看
板
的
性
格
と
し
て
「
水
の
属
性
」
も
あ
れ
ば
、

「
石
の
属
性
」
も
あ
る
。

　

　
　

漱
石
は
隠
れ
て
い
る
。

　

　

こ
の
フ
レ
ー
ズ
に
は
無
限
の
隠
喩
が
潜
ん
で
い
る
。
漱
石
の
強
大
な
テ
ク
ス

ト
群
が
織
り
な
す
隠
喩
の
関
係
の
網
目
を
解
き
ほ
ぐ
す
万
能
の
鍵
が
隠
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
漱
石
は
「
石
の
属
性
」
に
身
を
隠
し
た
「
水
の
属
性
」
そ
の
も

の
で
あ
る
。
漱
石
の
固
有
名
は
、
看
板
的
に
は
「
石
の
属
性
」
で
で
き
て
い
る

が
、
川
床
的
に
は
「
水
の
属
性
」
で
で
き
て
い
る
。
漱
石
は
「
石
」
の
中
に
隠

れ
た
「
水
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
水
」
を
「
石
」
に
故
意
に
間
違
え
た
道

化
的
存
在
で
あ
る
。
彼
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
道
化
が
演
じ
ら
れ
る
冷
た
い
意

識
の
川
床
で
あ
る
。
川
床
の
石
は
水
の
流
れ
に
撫
で
ら
れ
て
削
ら
れ
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
削
ら
れ
る
の
は
水
で
あ
る
。
水
は
石
に
漱
が
れ
、
石
に
磨
か

れ
る
こ
と
で
、
も
と
の
青
か
ら
白
へ
と
変
身
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
歯
が
磨
か

れ
て
白
く
な
る
よ
う
に
、
水
は
磨
か
れ
て
ま
す
ま
す
清
純
な
白
に
な
る
。
水
が

純
潔
な
乙
女
た
ち
に
、
純
真
な
白
い
花
た
ち
（
白
い
薔
薇
、
白
い
百
合
（
に
手

招
き
で
き
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
白
の
清
純
さ
を
資
本
と
し
て
持
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
を
読
む
解
釈
行
為
は
、「
漱
石
」
と
い
う

固
有
名
に
織
り
込
ま
れ
た
究
極
的
な
テ
ク
ス
ト
性
を
読
み
解
く
行
為
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
漱
石
」
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
、
監
禁
さ

れ
た
水
を
ふ
た
た
び
そ
の
固
有
名
と
い
う
檻
か
ら
解
放
し
て
、
自
由
に
流
れ
る

よ
う
に
す
る
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
空
間
が
そ
の

よ
う
な
水
の
流
れ
に
よ
っ
て
洗
わ
れ
て
削
ら
れ
る
時
、
川
床
は
「
覆
蔵
」
し
て

い
た
石
の
肌
理
を
露
呈
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
『
草
枕
』
も
『
三
四
郎
』
も
『
行
人
』
も
こ
の
よ
う
な
水
、
こ
の
よ
う
な
女
、

こ
の
よ
う
な
花
、
こ
の
よ
う
な
歯
と
の
遭
遇
を
可
能
に
す
べ
く
、
漱
石
と
い
う

固
有
名
が
生
み
出
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　

　

五　

那
美　
　

雲
気
を
帯
び
た
〈
水
の
女
〉

　

漱
石
的
文
学
に
お
け
る
す
べ
て
の
女
性
の
固
有
名
は
、
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
そ
れ
は
「
標
記
や
痕
跡
、
参
照
の
何
ら
か
の
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。

『
草
枕
』
の
那
美
は
、
そ
の
固
有
名
の
中
に
す
で
に
水
の
「
ナ
ミ
＝
波
」
を
隠
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し
持
っ
た
典
型
的
な
〈
水
の
女
〉
で
あ
る
。
彼
女
は
水
辺
に
住
み
着
い
た
巫
女

の
よ
う
に
「
鏡
が
池
」
を
あ
た
か
も
住
み
処
の
よ
う
に
し
て
い
る
。
夕
日
を
背

景
に
巌
頭
の
上
に
立
つ
彼
女
は
、
自
分
の
影
を
水
面
に
投
影
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
水
上
の
死
を
模
倣
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

「
鏡
が
池
」
を
「
身
を
投
げ
る
に
好
い
所
で
す
」
と
言
っ
て
、「
私
は
近
々
投
げ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
「
飛
び
込
み
」
を
ほ
の
め
か
す
こ
と
に
お
い
て
も
、

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
的
存
在
で
あ
ろ
う
と
す
る
。「
鏡
が
池
」
は
、
生
き
た
那
美
の

故
郷
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
は
ま
た
こ
れ
か
ら
身
を
投
げ
て
、
死
を
遂
げ
よ
う
と

す
る
那
美
の
故
郷
で
も
あ
る
。
那
美
の
「
飛
び
込
み
」
へ
の
執
着
は
、「
狂

印
」
の
表
れ
で
は
な
い
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
よ
う
な
美
し
い
水
上
の
死
へ
の
憧

憬
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
最
も
準
備
が
行
き
と
ど
き
、
仕
上
げ
ら
れ
た

完
全
な
死
」
で
あ
る
。
そ
の
完
全
な
死
を
遂
げ
る
た
め
に
、
彼
女
は
「
死
の
四

つ
の
故
郷　
　

火
、
水
、
土
、
空
」
か
ら
水
を
選
ん
で
い
る
。〈
水
の
女
〉
は
、

水
の
信
奉
者
と
し
て
水
へ
の
帰
還
を
志
願
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
那
美
は
、
ま
た
〈
水
の
女
〉
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
き
る
〈
雲
の

女
〉
で
も
あ
る
。
水
が
揮
発
し
て
蒸
気
と
な
っ
て
、
空
に
散
っ
て
行
っ
た
と
き
、

雲
に
な
る
よ
う
に
、
那
美
は
〈
水
の
女
〉
か
ら
〈
雲
の
女
〉
に
な
る
。

　
…
…
い
つ
し
か
、
う
と
〳
〵
と
眠
く
な
る
。（
中
略
（

余
が
寤
寐
の
境
に
か
く
逍
遥
し
て
居
る
と
、
入
口
の
唐
紙
が
す
う
と
開
い

た
。
あ
い
た
所
へ
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
女
の
影
が
ふ
う
と
現
は
れ
た
。
余
は

驚
き
も
せ
ぬ
。
恐
れ
も
せ
ぬ
。
只
心
地
よ
く
眺
め
て
居
る
。
眺
め
る
と
云

ふ
て
は
些
と
言
葉
が
強
過
ぎ
る
。
余
が
閉
ぢ
て
居
る
瞼
の
裏
に
幻
影
の
女

が
断
り
も
な
く
滑
り
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。ま
ぼ
ろ
し
は
そ
ろ
り
〳
〵

と
部
屋
の
な
か
に
這
入
る
。
仙
女
の
波
を
わ
た
る
が
如
く
、
畳
の
上
に
は

人
ら
し
い
音
も
立
た
ぬ
。
閉
づ
る
眼
の
な
か
か
ら
見
る
世
の
中
だ
か
ら
確

と
は
解
ら
ぬ
が
、
色
の
白
い
、
髪
の
濃
い
、
襟
足
の
長
い
女
で
あ
る
。
近

頃
は
や
る
、
ぼ
か
し
た
写
真
を
灯
影
に
す
か
す
様
な
気
が
す
る
。（
三
（

　　
「
余
」
の
夢
の
中
に
滑
り
込
ん
で
く
る
女
は
、
明
ら
か
に
以
上
の
「
高
唐

賦
」
に
出
て
く
る
「
巫
山
の
女
」
の
よ
う
に
「
雲
気
」
を
帯
び
た
存
在
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
部
屋
の
中
へ
は
幻
の
よ
う
に
そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
入
っ

て
き
て
、
畳
の
上
を
仙
女
が
波
を
渡
る
よ
う
に
音
も
立
て
ず
に
す
う
と
歩
く
。

こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ふ
う
と
現
は
れ
た
」
に
似
た
表
現
は
、『
草
枕
』

の
至
る
と
こ
ろ
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
ら
か
に
そ
れ
は
那
美
の
動
き

が
も
つ
浮
遊
感
と
軽
快
感
を
伝
え
よ
う
と
す
る
、
文
体
的
努
力
の
表
れ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
云
ふ
や
否
や
、
ひ
ら
り
と
、
腰
を
ひ
ね
つ
て
、
廊
下
を
軽
げ
に

駆
け
て
行
つ
た
」（
二
（
の
「
ひ
ら
り
と
」「
軽
げ
に
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た

り
、
ま
た
、「
夢
の
様
に
、
三
尺
の
幅
を
、
す
う
と
抜
け
る
影
を
見
る
や
否
や
、

何
だ
か
口
が
利
け
な
く
な
る
。
今
度
は
と
心
を
定
め
て
ゐ
る
う
ち
に
、
す
う
と

苦
も
な
く
通
つ
て
し
ま
ふ
」（
六
（
の
「
す
う
と
」
と
い
う
形
容
が
あ
っ
た
り

す
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、「
女
は
後
を
も
見
ぬ
。
す
ら
〳
〵
と
、
こ
ち
ら
へ
歩
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行
て
く
る
」（
十
二
（
の
「
す
ら
〳
〵
と
」
と
い
う
修
飾
句
が
あ
っ
た
り
、
ま

た
、「
女
は
す
ら
り
と
立
ち
上
が
る
。
三
歩
に
し
て
盡
き
る
部
屋
の
入
口
を
出

る
時
、
顧
み
て
に
こ
り
と
笑
つ
た
」（
九
（
の
「
す
ら
り
と
」
と
い
う
形
容
詞

句
が
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
い
ず
れ
も
読
者
の
脳
裏
に
、
雲
の
性

質
に
近
い
軽
や
か
な
浮
遊
感
を
極
力
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
作
家
漱
石
の
作
意

で
あ
り
、
意
図
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
那
美
が
雲
気
を
帯
び
た
〈
雲
の

女
〉
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
傍
証
で
あ
る
。

　

那
美
の
有
す
る
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、『
草
枕
』
で
は
「
余
」
が
も
っ

て
い
る
、
人
一
倍
す
る
ど
い
審
美
眼
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
主
人
公
那
美
を
論
ず
る
こ
と
は
『
草
枕
』
全

体
を
論
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
創
作
の
最
初
の
段
階
に
お
け
る
登
場
人

物
の
設
定
に
お
い
て
、
作
家
漱
石
に
は
さ
き
に
画
工
の
「
余
」
が
あ
っ
た
の
で

は
な
く
、
な
に
よ
り
も
先
に
「
巫
山
の
女
」　
　

朝
は
雲
と
あ
り
、
夕
暮
は
雨

と
な
る
神
女　
　

に
通
ず
る
存
在
と
し
て
の
那
美
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
那
美
を
塵
寰
を
遠
く
離
れ
た
王
維
、
陶
淵
明
の
詩
境

を
彷
彿
さ
せ
る
、
テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
自
然
（
こ
の
自
然
自
体
「
高
唐
賦
」
の
舞

台
な
る
雲
夢
の
台
に
無
限
に
近
い
空
間
で
あ
ろ
う
（
の
中
に
配
置
し
、
彼
女
に
深

夜
、
盛
装
し
て
廊
下
を
徘
徊
さ
せ
た
り
、
俳
句
を
画
帳
に
書
き
つ
け
さ
せ
た
り
、

温
泉
に
混
浴
し
て
も
い
さ
さ
か
も
動
じ
な
い
、
奇
行
を
と
ら
せ
た
り
し
て
い
る

う
ち
に
、
物
語
は
自
然
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
き
、
男
主
人
公
も
お
の
ず
と
そ

の
よ
う
な
無
二
の
画
題
を
求
め
て
、
旅
に
出
る
画
工
へ
と
定
ま
っ
て
い
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
草
枕
』
に
お
い
て
、
那
美
と
「
巫
山
の
女
」
と
の
近
親
性
を
も
っ
と
も
雄

弁
に
物
語
っ
て
い
る
の
は
ほ
か
で
も
な
い
次
の
風
呂
場
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
そ

れ
を
漱
石
は
美
の
鑑
賞
に
堪
え
ら
れ
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
た
画
工
の
眼
を
通
し

て
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
画
工
の
眼
は
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
架
空
の
も
の

に
す
ぎ
ず
、
実
際
、
見
て
い
る
の
は
、
暗
闇
を
意
識
し
な
い
作
家
漱
石
の
夢
想

す
る
眼
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
で
見
て
い
る
の
は
、「
余
」
と
い
う

画
工
に
さ
り
げ
な
く
身
を
寄
せ
て
い
る
漱
石
自
身
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
裏
づ

け
る
か
の
よ
う
に
、
漱
石
は
こ
の
風
呂
場
の
裸
体
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

自
信
に
満
ち
た
裸
体
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。

　

私
は
あ
の
『
草
枕
』
の
中
で
、
若
い
女
の
裸
体
を
描
い
た
が
、
あ
れ
な
ど

は
、
格
別
さ
う
読
む
人
に
厭
な
感
じ
を
与
へ
は
し
な
か
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。

実
の
と
こ
ろ
私
は
、
裸
体
の
や
う
な
も
の
で
も
、
書
き
や
う
に
依
つ
て
は
、

随
分
綺
麗
に
、
厭
な
感
じ
を
起
こ
さ
せ
な
い
や
う
に
書
く
こ
と
が
出
来
る
。

強
ち
出
来
な
い
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
、
そ
の
一
例
と
し
て
あ
れ
を
書
い

て
見
た
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　　

し
か
し
、
こ
の
引
用
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
漱
石
の
裸
体
の
美
に
つ
い
て
の
一
種

の
自
信
み
た
い
な
も
の
だ
け
を
読
み
取
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
漱

石
と
い
う
一
個
の
個
人
的
な
美
的
鑑
識
眼
の
レ
ベ
ル
の
高
低
に
関
わ
る
問
題
で
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は
な
い
。
裸
体
画
を
前
に
し
た
と
き
、
そ
れ
を
見
る
も
の
は
果
た
し
て
「
道

心
」
を
優
先
さ
せ
て
幻
の
よ
う
な
「
美
感
」
の
芽
を
未
然
の
う
ち
に
摘
み
取
っ

て
し
ま
う
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
「
美
感
」
の
恍
惚
の
う
ち
に
「
道
心
」
の
閃
き

を
忘
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
人
間
固
有
の
エ
ロ
ス
と
美
と
倫
理
に
関
わ
る
問
題

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
の
「
高
等
遊
民
」
に
代
表
さ
れ
る

人
間
の
貴
族
主
義
的
な
性
格
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、

裸
体
画
を
美
と
し
て
鑑
賞
で
き
る
の
は
、
ほ
ん
の
一
部
の
人
々
に
し
か
許
さ
れ

て
い
な
い
特
権
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
大
衆
と
も
い
え
る
大
多
数
の
人
々
に
と

っ
て
、
美
を
美
と
し
て
判
読
す
る
能
力
は
最
初
か
ら
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
が
「
大
衆
」
の
こ
と
に
触
れ
て
、
嘆

い
て
い
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。

　

大
衆
を
構
成
し
て
い
る
個
々
人
が
、
自
分
が
特
殊
の
才
能
を
持
っ
て
い
る

と
信
じ
込
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
個
人
的
な
錯
覚
の
一
例
に
し

か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
秩
序
の
攪
乱
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
今
日
の
特
徴
は
、
凡
俗
な
人
間
が
、
お
の
れ
が
凡
俗
で
あ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
凡
俗
で
あ
る
こ
と
の
権
利
を
敢
然
と
主
張
し
、
い
た
る

と
こ
ろ
で
そ
れ
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。（
中

略
（
大
衆
は
い
ま
や
、
い
っ
さ
い
の
非
凡
な
る
も
の
、
傑
出
せ
る
も
の
、

個
性
的
な
る
も
の
、
特
殊
な
才
能
を
持
っ
た
選
ば
れ
た
も
の
を
席
巻
し
つ

つ
あ
る
。
す
べ
て
の
人
と
同
じ
で
な
い
者
、
す
べ
て
の
人
と
同
じ
考
え
方

を
し
な
い
者
は
締
め
出
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
「
す
べ
て
の
人
」
が
真
に
「
す
べ
て
の
人
」
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
つ
て
は
「
す
べ
て
の
人
」
と
い
っ
た
場
合
、
大
衆

と
大
衆
か
ら
分
離
し
た
少
数
者
か
ら
な
る
複
合
的
統
一
体
を
指
す
の
が
普

通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
で
は
、
す
べ
て
の
人
と
は
、
た
だ
大
衆
を
意

味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　　

漱
石
の
想
念
の
世
界
に
も
、
彼
が
そ
れ
を
意
識
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
に

か
か
わ
ら
ず
、「
非
凡
な
る
も
の
、
傑
出
せ
る
も
の
、
特
殊
な
才
能
を
持
っ
た

選
ば
れ
た
も
の
」
の
高
み
か
ら
、
い
ま
や
「
凡
俗
な
人
間
」
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
「
す
べ
て
の
人
」
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
「
大
衆
」
を
見
下
ろ
す
、

「
高
等
遊
民
」
的
な
選
民
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
彼

が
み
ず
か
ら
の
口
を
つ
い
て
「
実
の
と
こ
ろ
私
は
、
裸
体
の
や
う
な
も
の
で
も
、

書
き
や
う
に
依
つ
て
は
、
随
分
綺
麗
に
、
厭
な
感
じ
を
起
こ
さ
せ
な
い
や
う
に

書
く
こ
と
が
出
来
る
」
と
漏
ら
す
時
、
彼
は
無
意
識
の
う
ち
に
自
分
が
持
っ
て

い
る
そ
の
よ
う
な
選
民
思
想
に
も
似
た
心
中
を
告
白
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、『
草
枕
』
の
風
呂
場
の
描
写
が
あ
る
程
度
の
成
功
を
収
め
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
に
、「
鏡
が
池
」
の
椿
の
落
花
の
シ
ー
ン
も
こ

の
風
呂
場
の
シ
ー
ン
と
同
様
、『
草
枕
』
の
圧
巻
を
な
し
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
描
け
る
と
い
う
過
信
と
描
き
た
い
と
い
う
願
望
と
が
先
走
っ
て
、
描

写
に
余
念
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
筋
の
展
開
は
忘
却
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
、
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裸
体
は
細
密
画
の
一
途
を
た
ど
っ
て
断
片
化
さ
れ
て
、
か
え
っ
て
生
気
を
奪
わ

れ
て
死
ん
で
い
る
。
漱
石
の
夢
想
が
犯
し
た
過
ち
で
あ
る
。
そ
の
夢
想
と
は
漱

石
の
青
春
時
代
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
遠
い
記
憶
に
培
わ
れ
て
い
る
。
見
る
前
に

夢
想
す
る
の
は
、
芸
術
家
の
共
通
の
病
で
あ
る
、
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
ど
こ
か

で
言
っ
て
い
る
が
、
漱
石
の
場
合
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
夢
想
す
る
こ
と
を
優

先
さ
せ
て
い
る
。

　

室
を
埋
む
る
湯
烟
は
、
埋
め
つ
く
し
た
る
後
か
ら
、
絶
え
ず
湧
き
上
が

る
。
春
の
夜
の
灯
を
半
透
明
に
崩
し
拡
げ
て
、
部
屋
一
面
の
虹
霓
の
世
界

が
濃
か
に
揺
れ
る
な
か
に
、
朦
朧
と
、
黒
き
か
と
も
思
は
る
る
程
の
髪
を

暈
し
て
、
真
白
な
姿
が
雲
の
底
か
ら
次
第
に
浮
き
上
が
つ
て
来
る
。
そ
の

輪
廓
を
見
よ
。

　

頸
筋
を
軽
く
内
輪
に
、
双
方
か
ら
責
め
て
、
苦
も
な
く
肩
の
方
へ
な
だ

れ
落
ち
た
線
が
、
豊
か
に
丸
く
折
れ
て
、
流
る
ゝ
末
は
五
本
の
指
と
分
れ

る
の
で
あ
ら
う
。
ふ
つ
く
ら
と
浮
く
二
つ
の
乳
の
下
に
は
、
し
ば
し
引
く

波
が
、
又
滑
ら
か
に
盛
り
返
し
て
下
腹
の
張
り
を
安
ら
か
に
見
せ
る
。
張

る
勢
を
後
ろ
へ
抜
い
て
、
勢
い
の
尽
く
る
あ
た
り
か
ら
、
分
れ
た
肉
が
、

平
衡
を
保
つ
為
に
少
し
く
前
に
傾
く
。
逆
に
受
く
る
膝
頭
の
こ
の
た
び
は
、

立
て
直
し
て
、
長
き
う
ね
り
の
踵
に
つ
く
頃
、
平
た
き
足
が
、
凡
て
の
�

藤
を
、
二
枚
の
蹠
に
安
々
と
始
末
す
る
。
世
の
中
に
是
程
錯
雑
し
た
配
合

は
な
い
、
是
程
統
一
の
あ
る
配
合
も
な
い
。
是
程
自
然
で
、
是
程
柔
ら
か

で
、
是
程
抵
抗
の
少
な
い
、
是
程
苦
に
な
ら
ぬ
輪
郭
は
決
し
て
見
出
せ
ぬ
。

（
七
（

　　

滞
英
中
、
漱
石
が
池
田
と
花
を
咲
か
せ
た
、
理
想
美
人
の
〝descrip-

tion

〟
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、

漱
石
は
那
美
の
登
場
を
演
出
し
て
み
せ
る
た
め
に
、
風
呂
場
と
い
う
特
権
的
な

空
間
を
選
ん
で
い
る
。
そ
の
選
択
の
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
絶

え
ず
湧
き
上
が
る
」「
湯
烟
」
が
一
面
に
立
ち
こ
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
漱

石
は
そ
の
「
湯
烟
」、
自
然
の
雲
を
あ
ざ
む
く
性
質
を
有
す
る
代
替
物
で
あ
る

こ
と
を
、
誰
よ
り
も
は
っ
き
り
と
し
か
も
強
く
意
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

漱
石
は�

『
三
四
郎
』
や
『
明
暗
』
で
も
、
独
特
な
符
牒
的
役
割
を
も
つ
も
の
と

し
て
、
風
呂
場
や
洗
面
所
を
巧
妙
に
利
用
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
は

「
湯
烟
」
は
無
用
の
長
物
と
し
て
言
及
さ
え
も
さ
れ
て
い
な
い
。『
草
枕
』
に
お

け
る
漱
石
の
「
湯
烟
」
へ
の
拘
り
ぶ
り
は
、
異
様
な
ほ
ど
執
拗
で
あ
り
、
し
か

も
強
烈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
読
み
が
一
糸
ま
と
わ
ぬ
那
美
の
登
場
シ
ー
ン　

　

朦
朧
と
、
黒
き
か
と
も
思
は
る
る
程
の
髪
を
暈
し
て
、
真
白
な
姿
が
雲
の
底

か
ら
次
第
に
浮
き
上
が
つ
て
来
る　
　

に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
そ
こ
に
「
朝

雲
」
と
呼
ば
れ
る
「
巫
山
の
女
」
の
イ
メ
ー
ジ　
　

高
く
ま
っ
す
ぐ
に
昇
る
か

と
思
え
ば
、
す
ぐ
に
形
を
変
え
、
し
ば
ら
く
の
間
に
、
変
化
し
て
窮
ま
る
こ
と

が
な
い　
　

を
入
れ
替
え
て
み
よ
う
と
す
る
欲
望
と
衝
動
を
覚
え
ず
に
は
い
ら

れ
な
く
な
る
の
は
、
雲
を
あ
ざ
む
く
「
湯
烟
」
の
演
出
効
果
に
目
を
奪
わ
れ
て
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隠喩から流れ出るエクリチュール

い
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
雲
を
し
た
が
え
、
雲
を
衣
の
代
わ
り
に
纏
い
な

が
ら
「
次
第
に
浮
き
上
が
つ
て
来
る
」
那
美
は
、
そ
の
ま
ま
雲
の
性
質
を
分
有

し
た
〈
雲
の
女
〉
で
あ
る
。
彼
女
が
「
是
程
自
然
で
、
是
程
柔
ら
か
で
、
是
程

抵
抗
の
少
な
い
、
是
程
苦
に
な
ら
ぬ
輪
郭
」
を
帯
び
た
存
在
に
な
り
え
た
の
も
、

努
め
て
「
巫
山
の
女
」
に
あ
や
か
り
、
雲
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
確
認
の
保
証
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
漱
石
が
決
し
て
彼

ら
し
く
な
い
、
気
取
っ
た
口
調
で
「
そ
の
輪
郭
を
見
よ
」
と
呼
び
掛
け
る
時
、

こ
の
決
し
て
小
説
の
言
説
ら
し
く
な
い
呼
び
掛
け
が
、
実
は
「
高
唐
賦
」
の

「
朝
雲
と
は
何
か
」
と
い
う
、
シ
ン
プ
ル
な
設
問
形
式
と
通
底
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

既
述
し
た
よ
う
に
、『
文
選
』
の
「
高
唐
賦
」
と
「
神
女
賦
」
は
い
ず
れ
も

宋
玉
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
同
じ
く
巫
山
の
神
女
を
描
い
た
作

品
と
し
て
、
配
列
に
お
い
て
も
『
文
選
』
で
は
隣
り
合
っ
た
形
で
並
ん
で
い
る
。

両
作
品
は
描
写
の
展
開
に
お
い
て
、
宋
玉
と
楚
の
襄
王
と
の
問
答
形
式
を
と
っ

て
い
る
。

　

　

楚
の
襄
王
が
宋
玉
と
雲
夢
の
水
辺
に
遊
び
、
玉
に
高
唐
の
こ
と
を
賦
に

作
ら
せ
る
。
そ
の
夜
、
玉
が
寝
て
か
ら
果
し
て
夢
に
神
女
と
会
っ
た
。
そ

の
様
子
は
た
い
へ
ん
麗
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
玉
が
感
心
し
て
、
次
の
日
、

王
に
話
す
と
、
王
は
「
そ
の
夢
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
」
と

尋
ね
る
の
で
、
玉
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
日
が
暮
れ
た
の
ち
、
意
識

が
ぼ
ん
や
り
し
て
き
て
、
何
か
う
れ
し
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
、
心
は
な

ぜ
か
浮
き
浮
き
し
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
そ
う
な
の
か
分
ら
な
い
。
と
、

定
か
に
姿
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
ふ
と
記
憶
に
あ
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
一
人
の
婦
人
を
見
た
の
で
す
。
そ
の
様
子
は
こ
の
世
の
人
と
は
思
え

な
い
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
夢
で
は
た
し
か
に
見
え
た
の
で
す
が
、
目

が
覚
め
て
み
る
と
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
わ
た
し
は
残
念
で
た
ま
ら

ず
、
う
ら
め
し
く
て
が
っ
か
り
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
心
を
落
ち
着
け
気

を
沈
め
て
、
ま
た
夢
に
見
た
女
性
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
す
」
と
。

　

王
が
「
様
子
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
」
と
尋
ね
る
の
で
、
玉
は
次
の

よ
う
に
答
え
た
。「
り
っ
ぱ
で
美
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
よ
さ
が
備
わ
っ
て
い

ま
す
。
り
っ
ぱ
な
成
長
ぶ
り
で
麗
し
く
、
い
ち
い
ち
挙
げ
よ
う
も
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
ん
な
美
人
は
昔
に
も
な
か
っ
た
し
、
こ
の
世
に
は
ま
だ
現
れ
た

こ
と
の
な
い
も
の
で
、
そ
の
美
し
い
姿
は
ほ
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。」

(（（

(

　　

漱
石
が
言
葉
の
限
り
を
尽
く
し
て
那
美
に
浴
び
せ
た
、「
是
程
自
然
で
、
是

程
柔
ら
か
で
、
是
程
抵
抗
の
少
な
い
、
是
程
苦
に
な
ら
ぬ
輪
郭
は
決
し
て
見
出

せ
ぬ
」
と
い
う
賛
辞
は
、
な
ん
と
宋
玉
が
神
女
に
惜
し
げ
も
な
く
与
え
る
賛
辞
、

「
こ
ん
な
美
人
は
昔
に
も
な
か
っ
た
し
、
こ
の
世
に
は
ま
だ
現
れ
た
こ
と
の
な

い
も
の
で
、
そ
の
美
し
い
姿
は
ほ
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
似
た
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
、
漱
石
が
読
者
に
向
か
っ
て
、「
そ
の
輪
廓
を
見
よ
」

と
呼
び
掛
け
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
こ
の
二
つ
の
賦
に
共
通
に
用
い
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ら
れ
て
い
る
叙
述
形
式
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
王
の
「
様

子
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
「
玉
は
次
の
よ
う
に
答

え
た
」
と
い
う
単
純
な
形
式
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
単
純
な
の
で
、
こ
の
形
式

の
有
す
る
存
在
意
義
は
無
視
さ
れ
が
ち
だ
が
、
し
か
し
次
の
瞬
間
、
堰
を
切
っ

た
か
の
よ
う
に
ど
っ
と
逬
り
で
る
、
長
い
描
写
の
流
れ
を
許
す
の
は
、
ほ
か
で

も
な
い
こ
の
単
純
な
叙
述
形
式
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
形
式
は
賦
に
お
け
る
宋
玉

の
人
物
描
写
の
切
り
出
し
の
決
ま
り
文
句
で
あ
る
と
同
時
に
、
六
朝
と
い
う
時

代
が
そ
の
装
飾
性
に
富
ん
だ
、
華
麗
な
文
体
の
た
め
に
考
案
し
た
独
特
な
表
現

形
式
で
も
あ
る
。
漱
石
の
俳
諧
的
な
彽
徊
趣
味
の
文
体
に
と
っ
て
、
こ
の
種
の

叙
述
形
式
は
親
し
み
や
す
く
、
受
け
入
れ
や
す
い
、
相
性
の
合
う
も
の
で
あ
っ

た
に
相
違
い
な
い
。
結
局
、「
そ
の
輪
廓
を
見
よ
」
と
い
う
言
い
方
も
一
つ
の

叙
述
形
式
と
し
て
、
表
向
き
に
は
読
者
を
意
識
し
た
表
現
の
よ
う
に
見
せ
か
け

な
が
ら
、
実
は
そ
れ
に
つ
づ
く
那
美
の
姿
態
描
写
を
導
き
出
す
た
め
の
一
つ
の

手
段
に
す
ぎ
な
い
。
漱
石
の
こ
の
よ
う
な
技
法
は
、
宋
玉
の
以
上
の
叙
述
形
式

の
模
倣
と
は
い
わ
な
く
て
も
、
そ
れ
に
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
ま
た
、
漱
石
の
「
そ
の
輪
郭
を
見
よ
」
と
い
う
叙
述
形
式
が
展
開
し

て
み
せ
る
那
美
の
容
姿
描
写
が
、
宋
玉
の
叙
述
形
式
が
導
き
出
す
、
下
記
の
神

女
の
描
写
と
如
何
に
類
似
し
て
い
る
か
を
見
て
も
、
二
つ
の
叙
述
形
式
の
近
親

性
が
わ
か
る
。

　

そ
の
様
子
は
高
尚
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
と
ば
に
尽
く
せ
よ
う
か
。
顔

は
豊
満
で
あ
る
が
引
き
締
ま
っ
て
美
し
く
、
温
潤
な
る
こ
と
玉
の
ご
と
く
、

ひ
と
み
は
輝
い
て
澄
ん
で
お
り
、
ぱ
っ
ち
り
と
す
ば
ら
し
く
き
れ
い
で
す
。

ま
ゆ
は
緩
や
か
に
弧
を
描
い
て
蛾
の
よ
う
で
あ
り
、
赤
い
く
ち
び
る
は
鮮

や
か
で
丹
の
ご
と
く
、
も
と
よ
り
体
は
充
実
し
て
お
り
、
気
持
ち
は
落
ち

着
き
み
や
び
や
か
で
す
。
い
つ
も
静
か
な
所
に
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
う

え
に
、
ま
た
、
人
間
の
世
界
を
歩
き
回
る
こ
と
も
あ
る
（
（（
（

。

　　

晩
年
の
漱
石
が
そ
の
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
も
、
と
く
に
『
草
枕
』
と

『
虞
美
人
草
』
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
主
な
理
由
の
一
つ
に
、
こ
の
よ
う
な

「
そ
の
輪
郭
を
見
よ
」
に
代
表
さ
れ
る
、
ほ
と
ん
ど
賦
の
人
物
描
写
の
紋
切
り

型
表
現
に
近
い
も
の
を
、
臆
面
も
な
く
用
い
た
、
稚
拙
さ
へ
の
痛
切
な
嫌
悪
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
こ
の
風
呂
場
の
裸
体
描
写
に
別

の
側
面
の
反
映
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
わ
な
ち
、
漱
石
が
印
象
派

の
画
家
た
ち
と
同
様
に
、「
室
を
埋
む
る
湯
烟
」
の
中
で
被
写
体
が
如
何
な
る

現
れ
方
を
す
る
の
か
を
実
験
的
に
記
述
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
実
際
、
漱
石
の
全
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
、『
草
枕
』
の
「
そ
の
輪
郭
を
見

よ
」
に
導
か
れ
る
那
美
の
容
姿
描
写
ほ
ど
筆
墨
を
費
や
し
、
紙
幅
を
塗
り
つ
ぶ

し
た
、
細
密
で
冗
長
な
も
の
は
な
い
。
漱
石
の
場
合
、
こ
の
描
写
の
細
密
さ
と

冗
長
さ
は
そ
の
夢
想
と
観
照
の
恍
惚
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
筋
の
運
び
が
緩

慢
に
な
り
、
劇
的
緊
張
が
す
っ
か
り
薄
れ
て
し
ま
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
夢
想

と
観
照
の
増
殖
に
よ
っ
て
、
物
語
も
筋
も
す
べ
て
忘
却
の
揺
り
か
ご
に
寝
か
さ
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れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。『
草
枕
』
は
そ
の
最
た
る
典
型
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
漱
石
は
『
草
枕
』
の
こ
の
那
美
の
描
写
に
手
を
染
め
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

同
じ
過
ち
を
次
作
で
も
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
。『
虞
美
人
草
』
の
藤
尾
の
容

姿
描
写
が
そ
れ
で
あ
り
、『
三
四
郎
』
の
病
院
の
廊
下
で
の
美
禰
子
の
細
密
描

写
が
そ
れ
で
あ
る
。
漱
石
は
も
は
や
そ
の
よ
う
な
癖　
　

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

　
　

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
脱
ぎ
捨

て
ら
れ
な
い
作
家
と
し
て
の
運
命
で
あ
り
、
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
家
と

し
て
の
姿
勢
で
あ
る
（
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
運
命
と
姿
勢
は
、
登
場
人
物
を
〈
水
の

女
〉
と
し
て
、〈
雲
の
女
〉
と
し
て
描
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
彼
の
文
体
と
深

い
関
係
が
あ
る
。

　　

六　

美
禰
子
と
「
青
い
空
」　

美
禰
子
と
団
扇

　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
は
、
異
様
な
言
動
に
よ
っ
て
異
様
な
雰
囲
気
、
異
様
な

イ
メ
ー
ジ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
空
間
に
撒
種
す
る
女
た
ち
が
散
在
し
て
い
る
。
美

禰
子
は
そ
の
よ
う
な
存
在
の
一
人
で
あ
る
。
従
来
の
漱
石
研
究
で
は
、
彼
女
は

「
見
せ
る
女
」「
誘
惑
す
る
女
」「
高
所
に
立
つ
女
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ

て
き
た
。『
三
四
郎
』
は
、
あ
た
か
も
こ
の
よ
う
な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
妥
当

性
に
証
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
描
写
を
さ
り
げ
な

く
挿
入
し
て
い
る
。

　

三
四
郎
が
凝
と
し
て
池
の
面
を
見
詰
め
て
ゐ
る
と
、
大
き
な
木
が
、
幾
本

と
な
く
水
の
底
に
映
つ
て
、
其
又
底
に
青
い
空
が
見
え
る
。
三
四
郎
は
此

時
電
車
よ
り
も
、
東
京
よ
り
も
、
日
本
よ
り
も
、
遠
く
且
つ
遥
か
な
心
持

が
し
た
。
然
し
し
ば
ら
く
す
る
と
、
其
心
持
の
う
ち
に
薄
雲
の
様
な
淋
し

さ
が
一
面
に
広
が
つ
て
来
た
。（
二
の
三
（

　
不
図
眼
を
上
げ
る
と
左
手
の
岡
の
上
に
女
が
二
人
立
つ
て
ゐ
る
。
女
の
す

ぐ
下
が
池
で
、
池
の
向
ふ
側
が
高
い
崖
の
木
立
で
、
其
後
ろ
が
派
手
な
赤

煉
瓦
の
ゴ
シ
ツ
ク
風
の
建
築
で
あ
る
。
さ
う
し
て
落
ち
か
ゝ
つ
た
日
が
、

凡
て
の
向
ふ
か
ら
横
に
光
を
透
し
て
く
る
。
女
は
此
夕
日
に
向
い
て
立
つ

て
ゐ
た
。
三
四
郎
の
し
や
が
ん
で
ゐ
る
低
い
陰
か
ら
見
る
と
岡
の
上
は
大

変
明
る
い
。（
二
の
四
（

　　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
は
池
の
よ
う
な
水
を
た
た
え
た
空
間
が
よ
く
書
き
込
ま

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
空
間
に
は
い
つ
も
女
た
ち
が
浮
遊
霊
の
よ
う
に
住

み
着
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
た
ち
は
神
話
や
民
俗
学
の
世
界
に
多
々
存

在
す
る
「
水
辺
の
巫
女
」
に
似
た
性
質
を
存
分
に
有
し
て
い
る
。
昔
か
ら
川
や

池
の
辺
は
水
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
た
聖
な
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
聖
な

る
空
間
に
、
人
間
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
神
が
降
り
立
ち
や
す
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
昔
の
人
々
が
、
雨
乞
い
な
ど
そ
の
生
存
と
直
接
な
関
わ
り
を

も
つ
重
大
な
願
い
事
を
神
に
託
す
と
き
、
か
な
ら
ず
水
の
存
す
る
川
辺
や
池
の

ほ
と
り
を
理
想
の
地
と
し
て
選
ん
で
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
神
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と
人
間
の
間
の
交
通
を
と
り
も
つ
仲
介
役
と
し
て
、
そ
こ
に
は
巫
女
が
い
た
。

水
辺
に
身
を
寄
せ
、
そ
こ
に
居
を
構
え
て
い
る
巫
女
は
そ
の
ま
ま
〈
水
の
女
〉

で
あ
る
。

　

以
上
の
引
用
は
三
四
郎
が
初
め
て
美
禰
子
に
出
会
う
場
面
で
あ
る
。
前
触
れ

な
き
突
然
の
登
場
で
あ
る
。
し
か
し
、『
草
枕
』
の
那
美
を
既
述
し
た
芳
賀
徹

や
蓮
實
重
彦
の
研
究
が
差
し
出
す
「
巌
の
上
に
立
つ
女
」「
垂
直
の
力
学
圏
」

に
身
を
任
せ
よ
う
と
す
る
女
と
し
て
見
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
は
、
美
禰
子
の
出
現
は
け
っ
し
て
前
触
れ
な
き
登
場
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。
漱
石
の
読
者
な
ら
、
そ
れ
は
予
測
さ
れ
た
出
現
で
あ
る
。

　

よ
く
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
美
禰
子
の
「
ミ
ネ
」
に
は
高
所
を
意
味
す

る
「
峰
」
が
さ
り
げ
な
く
宿
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
漱
石
の
中
に
水
が
宿
っ
て
い

る
の
と
同
様
で
あ
る
。「
峰
」
と
は
、
高
所
で
あ
り
、
そ
こ
は
風
の
実
体
で
あ

る
雲
が
た
な
び
く
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
は
、
動
性
の
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
雲
と
い
う
風
の
実
体
を
借
り
て
自
ら
を
展
示
す
る
場
で
も
あ
る
。
漱
石
的
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
、
美
禰
子
や
那
美
（
＝
波
（
が
高
所
に
立
ち
た
が
る
存
在
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
彼
女
た
ち
の
固
有
名
の
中
に
す
で
に
そ
の
よ
う
な

〈
大
気
的
な
存
在
〉
と
し
て
の
刻
印
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
明
暗
』

の
お
延
も
例
外
で
は
な
い
。
彼
女
は
雲
な
る
鳥
を
見
上
げ
る
女
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
高
所
に
憧
れ
る
女
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
岡
の
上
に
立
つ
」

美
禰
子
も
、「
巌
の
上
に
立
つ
」
那
美
も
、「
屋
根
の
上
の
鳥
を
見
上
げ
る
」
お

延
も
漱
石
的
文
学
が
好
ん
で
手
招
き
す
る
登
場
人
物
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
漱
石
的
存
在
で
あ
る
女
の
登
場
人
物
た
ち
が
、
高
所
に
身
を
置
き
た
が
る
の

も
、
ま
た
そ
こ
か
ら
飛
び
込
み
た
が
る
の
も
、
彼
女
た
ち
が
〈
雲
の
女
〉
で
あ

る
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
雲
が
空
と
い
う
高
さ
を
含
有
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
高
所
と
い
う
空
間
的
位
置
を
獲
得
し
、
高
所
が
志
向
す
る
低
所
へ
の
下
降

が
飛
び
込
む
と
い
う
垂
直
運
動
を
生
み
出
す
。
結
局
、
漱
石
の
作
品
に
お
い
て
、

女
の
登
場
人
物
た
ち
が
〈
雲
の
女
〉
か
ら
〈
水
の
女
〉
に
な
る
の
を
促
す
の
は
、

こ
の
飛
び
込
む
と
い
う
垂
直
運
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
雲
の
女
〉
か
ら

〈
水
の
女
〉
に
入
れ
替
わ
る
と
、
空
間
も
高
い
所
か
ら
低
い
所
に
変
わ
り
、
女

も
高
所
で
は
な
く
低
所
に
身
を
置
き
た
が
る
存
在
と
な
る
。

　

従
来
の
漱
石
文
学
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
丘
の
上
に
立
ち
た
が
る
女
を

「
誘
惑
す
る
女
」
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
三
四
郎
は
お
の
ず
と

誘
惑
の
対
象
と
な
り
、「
恐
れ
る
男
」
と
な
る
。
で
は
、「
誘
惑
す
る
女
」
と
し

て
の
美
禰
子
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
三

四
郎
と
い
う
異
性
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
美
禰
子
は
三
四
郎

と
い
う
異
性
と
の
遭
遇
を
果
た
す
瞬
間
、
欲
望
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
備
給
さ
れ
て
、

そ
の
立
つ
行
為
は
誘
惑
的
な
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
う
し
た
解
釈
は
精
神
分
析
学
の
解
釈
格
子
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ

る
。「
誘
惑
す
る
女
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
も
似
た
浅
は
か
な
イ
メ

ー
ジ
に
は
精
神
分
析
学
や
世
紀
末
芸
術
の
臭
い
が
ぷ
ん
ぷ
ん
し
て
い
る
。
漱
石

文
学
研
究
に
は
、
い
わ
ゆ
る
専
門
家
に
よ
っ
て
ば
ら
撒
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
浅

薄
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
至
る
と
こ
ろ
に
散
乱
し
て
い
る
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
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れ
の
足
に
絡
み
つ
い
て
、
先
入
観
に
汚
染
さ
れ
た
説
教
を
垂
ら
し
、
進
む
べ
き

「
読
書
の
快
楽
」
の
方
向
性
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
に
誘
惑
さ
れ
る
の
は
、
悪
循
環
に
陥
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
誘
惑
、
こ
の
よ
う
な
悪
循
環
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、

も
っ
と
も
基
本
的
で
、
も
っ
と
も
地
味
で
、
も
っ
と
も
直
接
的
な
「
労
働
」
で

あ
る
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
読
書
行
為
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新

し
い
発
見
、
新
し
い
挿
入
が
訪
れ
る
の
は
、
い
つ
も
そ
の
よ
う
な
読
書
行
為
の

後
で
あ
る
。
次
の
団
扇
へ
の
言
及
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。

　

女
の
一
人
は
ま
ぼ
し
い
と
見
え
て
、
団
扇
を
額
の
所
に
翳
し
て
ゐ
る
。
顔

は
よ
く
分
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
着
物
の
色
、
帯
の
色
は
鮮
や
か
に
分
つ
た
。

白
い
足
袋
の
色
も
眼
に
つ
い
た
。
鼻
緒
の
色
は
と
に
か
く
草
履
を
穿
い
て

ゐ
る
事
も
分
つ
た
。
も
う
一
人
は
真
白
で
あ
る
。
是
は
団
扇
も
何
も
持
つ

て
居
な
い
。
只
額
に
少
し
皺
を
寄
せ
て
、
対
岸
か
ら
生
ひ
被
さ
り
さ
う
に
、

高
く
池
の
面
に
枝
を
伸
し
た
古
木
の
奥
を
眺
め
て
ゐ
た
。
団
扇
を
持
つ
た

女
は
少
し
前
へ
出
て
ゐ
る
。
白
い
方
は
一
歩
土
堤
の
縁
か
ら
退
が
つ
て
ゐ

る
。
三
四
郎
が
見
る
と
、
二
人
の
姿
が
筋
違
に
見
え
る
。

　

此
時
三
四
郎
の
受
け
た
感
じ
は
只
奇
麗
な
色
彩
だ
と
云
ふ
事
で
あ
つ
た
。

け
れ
ど
も
田
舎
者
だ
か
ら
、
此
色
彩
が
ど
う
い
ふ
風
に
奇
麗
な
の
だ
か
、

口
に
も
云
へ
ず
、
筆
に
も
書
け
な
い
。
た
だ
白
い
方
が
看
護
婦
だ
と
思
つ

た
許
り
で
あ
る
。（
二
の
四
（

　　

た
し
か
に
、
美
禰
子
を
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
見
る

の
は
魅
惑
的
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
、
漱
石
と
絵
画
と
の
親
密
な
関
係
を
視

野
に
入
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
大
量
生
産
を
行
な
っ
て
き

た
。
ゆ
え
に
、
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
帯
び
て
い
る
顕
著
な
性
格
と
し
て

「
絵
画
的
思
考
」
が
議
論
の
的
に
な
っ
て
い
る
。「
岡
の
上
に
立
つ
」
美
禰
子
は
、

こ
の
よ
う
な
議
論
の
場
に
い
つ
も
証
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
そ

し
て
、
彼
女
は
機
会
あ
る
ご
と
に
印
象
派
や
世
紀
末
の
絵
画
の
女
主
人
公
た
ち

と
比
較
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
（（
（

。

　

印
象
派
の
絵
画
に
お
い
て
、
丘
の
上
に
立
っ
て
い
る
女
の
顔
を
白
く
溶
か
し

て
い
る
の
は
光
で
あ
る
。
彼
女
は
自
分
を
溶
か
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
太
陽
の

光
線
を
さ
え
ぎ
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
パ
ラ
ソ
ル
を
差
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
美
禰
子
は
団
扇
を
持
っ
て
い
る
。
パ
ラ
ソ
ル
と
団
扇
、
い
ず
れ
も
さ
え

ぎ
る
機
能
と
役
割
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ラ
ソ
ル
は
太
陽
光
線
を
さ
え
ぎ

る
、
団
扇
は
顔
を
隠
す
。
美
禰
子
は
団
扇
で
顔
を
隠
す
こ
と
で
マ
ネ
の
パ
ラ
ソ

ル
の
女
を
模
倣
し
て
い
る
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
団
扇
の
持

つ
も
う
一
つ
の
機
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
風
を
起
こ
す
道
具
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
こ
で
美
禰
子
と
看
護
婦
を
「
奇
麗
な
色
彩
」
に
変
形
さ
せ
て
い
る
の
は

表
向
き
に
は
太
陽
の
光
で
あ
る
。
が
、
隠
喩
の
次
元
で
彼
女
た
ち
、
と
く
に
美

禰
子
を
白
く
暈
し
て
い
る
の
は
光
で
な
く
、
団
扇
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
団
扇
と

い
う
風
＝
気
体
生
産
機
な
の
で
あ
る
。
美
禰
子
は
自
分
の
存
在
性
を
明
か
す
か
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の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
い
つ
ど
こ
で
で
も
風
を
生
産
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う

に
団
扇
を
持
ち
歩
い
て
い
る
。
漱
石
は
美
禰
子
に
団
扇
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、

彼
女
が
〈
気
体
的
な
存
在
〉
で
あ
る
こ
と
を
も
う
一
度
わ
れ
わ
れ
に
強
調
し
、

喚
起
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
同
士
の
遭
遇
の
場
を
、
明
治
時
代
の
恋
愛
物
語
に
ふ

さ
わ
し
い
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
遊
園
地
、

展
覧
会
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
映
画
館
で
は
な
く
、
池
と
い
う
水
辺
に
設
け
る
こ
と

は
、
ま
た
別
な
意
味
で
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
種
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
し

か
し
そ
れ
は
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
単
な
る
ロ
マ
ン
で
は
な
く
、
わ
れ

わ
れ
の
想
像
を
遥
か
に
超
え
た
〈
水
の
女
〉
と
い
う
漱
石
的
命
題
と
深
い
関
わ

り
を
も
っ
た
、
内
密
な
出
来
事
で
あ
る
。
漱
石
に
と
っ
て
、
女
が
水
で
あ
る
こ

と
、
し
か
も
も
っ
と
具
体
的
な
雨
で
あ
り
、
雲
で
あ
る
と
い
う
特
異
な
イ
メ
ー

ジ
は
、「
高
唐
賦
」
に
登
場
す
る
「
巫
山
の
女
」
の
「
変
化
し
て
窮
ま
り
な
い

姿
」
と
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
臍
帯
的
つ
な
が
り

が
結
局
、
漱
石
と
い
う
作
家
の
女
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
決
定
的
な
烙
印
を
押

し
、
そ
の
女
を
描
く
と
い
う
書
く
行
為
の
全
軌
跡
に
深
々
と
影
を
落
と
す
こ
と

に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漱
石
の
作
家
意
識
の
根
底
に
は
つ
ね
に
「
巫
山
の

女
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
伝
記
的
事
実
に
基
づ
い
た
直
感
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
漱
石
を
し
て
、「
女
は
水
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
的
で
理
念
的
な

イ
メ
ー
ジ
の
形
成
へ
と
立
ち
向
か
わ
せ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
最
終
的

に
は
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
の
形
象
化
に
ま
で
辿
り
つ
く
よ
う
に
執
拗
に
強
要
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

水
は
も
と
も
と
、
不
特
定
の
多
様
な
も
の
と
関
わ
る
、
無
限
の
象
徴
力
を
有

し
た
一
つ
の
関
係
構
造
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
構
造
と
女
と
い
う
文
学
的

イ
メ
ー
ジ
が
手
を
結
ぶ
と
き
、
そ
こ
か
ら
水
の
属
性
を
分
有
し
た
イ
メ
ー
ジ
の

豊
穣
さ
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
、

そ
こ
に
希
薄
な
男
性
像
よ
り
も
強
烈
な
女
性
像　
　

多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
富
ん
だ
、
神
秘
的
で
魅
力
的
な
存
在　
　

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

そ
こ
に
水
と
い
う
関
係
構
造
と
の
み
ご
と
な
婚
姻
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
婚
姻
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

池
の
水
は
如
何
な
る
連
想
や
想
像
の
媒
介
も
な
し
に
一
瞬
の
う
ち
に
直
接
、
女

の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き
、
池
の
ほ
と
り
も
遭
遇
の
儀
式
を
演
じ
る
「
特
権
的

な
遭
遇
の
場
」
と
し
て
、
も
う
一
方
の
異
性
な
る
男
を
引
き
寄
せ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
池
の
ほ
と
り
が
ほ

か
の
如
何
な
る
空
間
の
追
随
も
許
さ
な
い
、
特
権
的
で
異
質
な
反
復
す
る
空
間

と
し
て
、
珍
重
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
美
禰

子
が
〈
雲
の
女
〉
で
あ
る
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
三
四
郎
が
美
禰
子
を
発
見
す
る

前
に
、
さ
き
に
見
詰
め
る
の
は
水
の
底
に
映
る
「
青
い
空
」
で
あ
る
。「
青
い

空
」
と
は
雲
の
こ
と
で
あ
り
、
美
禰
子
の
訪
れ
の
前
触
れ
で
あ
る
。
三
四
郎
が

ふ
と
目
を
上
げ
た
の
は
無
意
識
に
上
げ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
雲
の
到
来
を
確

認
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
確
認
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
次
の
瞬
間
に
三
四
郎
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は
「
其
心
持
の
う
ち
に
薄
雲
の
様
な
淋
し
さ
が
一
面
に
広
が
つ
て
」
く
る
の
を

感
じ
、
続
い
て
「
汽
車
で
乗
り
合
は
し
た
女
の
事
を
思
ひ
出
し
」
て
、「
現
実

世
界
は
危
な
く
て
近
寄
れ
な
い
気
が
す
る
」
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
は
余
つ
程

度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」
と
ひ
と
言
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た
「
汽
車
の
女
」
は
、

永
遠
の
謎
と
し
て
三
四
郎
の
心
に
住
み
着
い
て
い
た
。
あ
た
か
も
空
に
か
か
っ

た
薄
雲
の
よ
う
に
、
永
遠
に
晴
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
の
心
の
空
に
棚
引
い
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
女
は
謎
で
あ
る
。
あ
た
か
も
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
雲
の
よ

う
に
。
だ
か
ら
女
は
分
か
ら
な
い
。
そ
し
て
分
か
ら
な
い
か
ら
女
は
恐
ろ
し
い

の
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
に
は
そ
の
よ
う
な
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
、
恐
ろ
し

い
〈
雲
の
女
〉
が
い
る
。「
汽
車
の
女
」
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
美
禰
子
が

そ
う
で
あ
る
。
美
禰
子
は
い
ま
「
青
い
空
」
の
雲
を
携
え
て
、
三
四
郎
の
前
に

現
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
余
計
に
謎
め
い
て
い
て
分
か
ら
な
い
。

　

　
（
美
禰
子
は
（
仰
向
い
た
顔
を
元
へ
戻
す
、
其
拍
子
に
三
四
郎
を
一
目

見
た
。
三
四
郎
は
慥
か
に
女
の
黒
眼
の
動
く
刹
那
を
意
識
し
た
。
其
時
色

彩
の
感
じ
は
悉
く
消
え
て
、
何
と
も
云
へ
ぬ
或
物
に
出
逢
つ
た
。
其
或
物

は
汽
車
の
女
に
「
あ
な
た
は
度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」
と
云
は
れ
た
時
の

感
じ
と
何
所
か
似
通
つ
て
ゐ
る
。
三
四
郎
は
恐
ろ
し
く
な
つ
た
。

　　

二
人
の
女
は
三
四
郎
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
。
若
い
方
が
今
迄
嗅
い
で
居

た
白
い
花
を
三
四
郎
の
前
へ
落
し
て
行
つ
た
。
三
四
郎
は
二
人
の
後
姿
を

凝
と
見
詰
め
て
居
た
。
看
護
婦
は
先
へ
行
く
。
若
い
方
が
後
か
ら
行
く
。

華
や
か
な
色
の
中
に
、
白
い
薄
を
染
め
抜
い
た
帯
が
見
え
る
。
頭
に
も
真

白
な
薔
薇
を
一
つ
挿
し
て
ゐ
る
。
其
薔
薇
が
椎
の
木
蔭
の
下
の
、
黒
い
髪

の
中
で
際
立
つ
て
光
つ
て
ゐ
た
。（
二
の
四
（

　

三
四
郎
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
美
禰
子
は
、
白
い
色
彩
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
薄
を
染
め
抜
い
た
帯
」
が
白
い
。
手
に
持
っ
た
小
さ
い
花
が
白
い
。
頭
に
挿

し
た
薔
薇
の
花
が
白
い
。
そ
れ
で
三
四
郎
の
目
に
は
、
美
禰
子
は
初
め
か
ら
白

い
色
彩
と
し
て
映
る
。「
白
い
方
は
一
歩
土
堤
の
縁
か
ら
退
が
つ
て
ゐ
る
」「
す

る
と
白
い
方
が
動
き
出
し
た
」、
美
禰
子
の
動
き
を
追
う
三
四
郎
の
目
は
こ
の

よ
う
に
そ
こ
に
白
い
も
の
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
白
い
も
の
が
彼
の
前
を
通

り
過
ぎ
る
時
、
彼
に
一
瞥
を
投
げ
か
け
る
。
そ
こ
で
三
四
郎
は
「
女
の
黒
眼
の

動
く
刹
那
」
に
「
或
物
」
を
想
起
す
る
。
そ
の
「
或
物
」
と
は
「
汽
車
の
女
」

が
彼
の
心
に
残
し
て
い
っ
た
、
解
け
な
い
謎
で
あ
る
。
美
禰
子
と
「
汽
車
の

女
」
は
こ
の
よ
う
に
等
価
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
、
お
互
い
を
想
起
さ
せ
る

た
め
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
三
四
郎
が
見
た
白
い
も
の
は
、
美
禰
子
で
あ
る

前
に
、
一
つ
の
契
機
で
あ
り
、
一
つ
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て

い
る
の
が
、
彼
女
の
手
に
握
ら
れ
た
「
白
い
花
」
で
あ
り
、
頭
に
挿
さ
れ
た

「
真
白
な
薔
薇
」
で
あ
る
。

　

芳
賀
は
美
禰
子
の
こ
の
白
く
て
明
る
い
華
や
か
な
雰
囲
気
に
印
象
派
風
の
絵

画
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
が
、
し
か
し
漱
石
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
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白
に
こ
だ
わ
っ
て
、
美
禰
子
を
白
い
色
彩
の
塊
の
な
か
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す

る
動
機
に
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
別
の
狙
い
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
美
禰
子
に

団
扇
と
花
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
を
〈
風
の
女
〉〈
雲
の
女
〉
と

し
て
位
置
づ
け
、
そ
し
て
そ
の
位
置
づ
け
を
一
つ
の
意
味
産
出
の
機
制
と
し
て

物
語
の
中
に
組
み
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
、
美
禰
子
が
〈
風
の

女
〉
と
し
て
広
田
先
生
の
庭
に
降
り
立
つ
の
も
、
ま
た
三
四
郎
が
美
禰
子
の
風

に
当
た
っ
て
「
風
邪
」
を
ひ
く
の
も
、
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
意
味
産
出
の
機

制
が
『
三
四
郎
』
の
根
底
に
据
え
付
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
は
人
間
の
経
験
的
所
有
に
つ
い
て
の
物
語
で
は
な
い
。

彼
の
書
く
行
為
を
支
え
て
い
る
の
は
、
人
間
の
物
語
を
引
き
伸
ば
す
筋
の
展
開

で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
位
置
づ
け
と
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に

よ
っ
て
可
能
に
な
る
意
味
産
出
の
機
制
と
そ
の
よ
う
な
機
制
の
作
動
に
よ
っ
て

働
き
出
す
想
像
力
の
推
進
力
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
に
は
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
全
体
車
両
を
牽
引
す
る
モ
ー
タ
ー
が
取
り
付
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
水
の
女
〉〈
雨
の
女
〉〈
風
の
女
〉〈
雲
の
女
〉
は
、

そ
の
よ
う
な
モ
ー
タ
ー
を
作
動
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
の
潤
滑
油
で
あ
る
。

　

青
い
空
の
静
ま
り
返
つ
た
、
上
皮
に
、
白
い
薄
雲
が
刷
毛
先
で
掻
き
払
つ

た
痕
の
様
に
、
筋
違
に
長
く
浮
い
て
ゐ
る
。

　
（
野
々
宮
（「
あ
れ
を
知
つ
て
ま
す
か
」
と
云
ふ
。
三
四
郎
は
仰
い
で
半

透
明
の
雲
を
見
た
。

　
「
あ
れ
は
、
み
ん
な
雪
の
粉
で
す
よ
。
か
う
や
つ
て
下
か
ら
見
る
と
、

些
と
も
動
い
て
居
な
い
。
然
し
、
あ
れ
で
地
上
に
起
る
颶
風
以
上
の
速
力

で
動
い
て
ゐ
る
ん
で
す
よ
。　
　

君
ラ
ス
キ
ン
を
読
み
ま
し
た
か
」

　

三
四
郎
は
憮
然
と
し
て
読
ま
な
い
と
答
へ
た
。（
二
の
五
（

　　

こ
こ
に
書
き
込
ま
れ
た
「
青
い
空
」
は
、
先
の
引
用
に
現
れ
た
水
底
の
「
青

い
空
」
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
「
白
い
薄
雲
」
が
掛
か
っ

て
い
る
。
野
々
宮
が
こ
こ
で
三
四
郎
に
説
い
て
み
せ
る
雲
の
原
理
は
、
後
述
す

る
あ
の
有
名
な
場
面
の
た
め
に
張
ら
れ
る
伏
線
で
あ
る
が
、
し
か
し
雲
に
つ
い

て
の
二
人
の
や
り
取
り
の
挿
入
を
可
能
に
し
、
保
証
す
る
の
は
、
こ
こ
で
は
や

は
り
美
禰
子
の
出
現
を
予
示
す
る
「
青
い
空
」
の
暗
示
で
あ
る
。
野
々
宮
が

「
あ
れ
を
知
つ
て
ま
す
か
」
と
言
う
と
き
の
「
あ
れ
」
は
、
漠
然
と
し
た
指
示

作
用
し
か
も
た
な
い
、
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
「
青
い

空
」
の
有
す
る
暗
示
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
、
そ
の
指
示
内
容
は
「
半
透
明

の
雲
」
が
晴
れ
て
、
明
る
く
な
る
よ
う
に
非
常
に
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
美

禰
子
と
雲
の
間
に
引
か
れ
た
暗
黙
の
等
号
は
、
わ
れ
わ
れ
が
勝
手
に
野
々
宮
の

「
あ
れ
を
知
つ
て
ま
す
か
」
を
言
い
換
え
て
、「
美
禰
子
を
知
つ
て
ま
す
か
」
と

変
形
さ
せ
る
の
を
許
す
。
で
は
、
誰
が
両
者
の
間
に
そ
の
よ
う
な
等
号
を
引
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
読
者
で
は
な
い
。
視
点
人
物
の
三

四
郎
で
も
な
い
。
彼
に
は
ま
だ
そ
の
権
利
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
た
し

か
に
自
由
に
動
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
出
来
事
に
出
会
っ
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
等
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号
の
内
包
す
る
意
味
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
ま

だ
そ
れ
を
知
る
よ
し
も
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
候
補
者
と
し
て
残
る
の
は
作
家

漱
石
だ
け
で
あ
る
。

　

漱
石
は
『
文
選
』
の
「
高
唐
賦
」
や
「
神
女
賦
」
を
読
ん
で
以
来
、
彼
の
頭

の
中
で
は
〈
雲
の
女
〉〈
雨
の
女
〉〈
水
の
女
〉
は
、
元
素
間
の
婚
姻
の
よ
う
に

い
つ
も
一
方
が
他
方
の
属
性
を
分
有
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
相
互
補
完
的
な
ア

ナ
ロ
ジ
ー
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
科
学
文

明
が
十
分
発
達
し
た
現
代
に
お
い
て
も
、
女
性
は
男
性
に
比
べ
て
、
よ
り
多
く

の
秘
密
と
謎
を
秘
め
た
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
古

代
の
祖
先
た
ち
は
自
然
現
象
で
あ
る
水
や
雲
や
雨
で
言
い
表
そ
う
と
し
た
。
現

代
の
人
な
ら
人
間
の
理
性
が
生
産
し
た
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
成
果
を
総
動
員
し
て
、

何
と
か
し
て
言
葉
と
い
う
媒
体
を
借
り
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
を
、
彼
ら

は
自
然
現
象
と
い
う
プ
リ
ミ
ズ
ム
を
通
し
て
言
い
表
し
た
。
こ
れ
は
決
し
て
古

代
と
い
う
時
代
的
制
限
か
ら
来
る
表
現
の
欠
如
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
と
努
力
を
は
や
ば
や
と
放
棄
し

て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
女
性
は
言
語
表
現
の
及
び
得
る
範

囲
の
は
る
か
向
こ
う
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
彼
ら
に
諦
念
を

強
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
諦
念
が
水
や
雲
や
雨
が
、
人
類
の
永
遠
の
テ

ー
マ
な
る
女
性
の
、
秘
め
ら
れ
た
謎
を
解
き
明
か
す
行
事
に
参
入
し
て
く
る
の

を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
家
漱
石
が
、
わ
れ
わ
れ
祖
先
と
同
様
、
女
性
を

そ
の
文
学
の
中
心
テ
ー
マ
に
据
え
る
瞬
間
、
彼
も
水
や
雲
や
雨
が
な
ん
の
前
触

れ
も
な
し
に
、
ど
っ
と
闖
入
し
て
く
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
水
は
い
つ
も
彼
の
心
の
川
床
を
静
か
に
流
れ
、
雲
は
い

つ
も
彼
の
心
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
晴
れ
わ
た
っ
て
棚
引
き
、
雨
は
い
つ
も
彼
の
心

の
地
平
に
し
と
し
と
と
降
り
注
い
で
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
要
素
と
長
い
年

月
を
重
ね
て
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
書
く
行
為
を
営
ん
で
い
る
う
ち
に
、

水
や
雲
や
雨
は
そ
の
作
家
心
理
の
深
層
部
分
を
形
作
る
も
の
と
し
て
、
い
よ
い

よ
沈
殿
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
も
水
の
洗
礼
を
受
け
て
、
ま
す
ま
す
〈
水
の
女
〉
へ
の
篤
信
を
強

め
、
テ
ク
ス
ト
の
至
る
と
こ
ろ
に
雲
を
た
な
び
か
せ
、
雨
を
呼
び
寄
せ
、
水
を

氾
濫
さ
せ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
彼
女
た
ち
が
い
つ
ど
こ
で
も
自
由
自
在
に

降
り
立
て
る
よ
う
に
、
特
権
的
で
非
均
質
的
な
テ
ク
ス
ト
空
間
を
設
け
る
た
め

で
あ
る
。

　　

七　

美
禰
子　
　

空
の
雲
に
わ
れ
を
見
る
女

　
『
草
枕
』
の
那
美
は
、「
余
が
閉
じ
て
ゐ
る
瞼
の
裏
に
幻
影
の
女
」
の
よ
う
に

「
断
り
な
く
滑
り
込
ん
で
」
き
た
り
、「
仙
女
の
波
を
渡
る
が
如
く
、
畳
の
上
に

は
人
ら
し
い
音
も
立
て
ぬ
」
よ
う
に
歩
く
雲
気
を
帯
び
た
女
で
あ
る
。
ま
た
、

風
呂
場
で
は
雲
を
欺
く
「
湯
烟
」
を
た
ず
さ
え
て
、
画
工
の
前
に
裸
体
を
さ
ら

す
「
画
の
女
」
で
あ
る
。『
三
四
郎
』
の
美
禰
子
は
〈
風
の
女
〉
と
し
て
、
捕

捉
を
意
味
す
る
「
画
の
女
」
に
な
る
時
は
「
死
に
尽
く
し
た
風
」
と
な
り
、

「
動
く
女
」
と
し
て
三
四
郎
に
接
す
る
時
は
、
赤
い
運
命
を
象
徴
す
る
火
事
を
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引
き
起
こ
す
風
に
な
っ
た
り
、
死
と
再
生
の
意
味
を
有
す
る
病
と
し
て
の
風
邪

と
な
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、〈
雲
の
女
〉
と
し
て
し
ば
し
ば
恍
惚
と
し
て
雲
を

眺
め
て
は
、「
空
の
雲
が
濁
り
ま
し
た
」
と
い
っ
て
、
三
四
郎
を
翻
弄
す
る
。

　
（
三
四
郎
は
）
美
禰
子
の
傍
へ
来
て
、
並
ん
だ
。

　
「
何
を
見
て
ゐ
る
ん
で
す
か
」

　
「
中
て
ゝ
御
覧
な
さ
い
」

　
「
鶏
で
す
か
」

　
「
い
ゝ
え
」

　
「
あ
の
大
き
な
木
で
す
か
」

　
「
い
ゝ
え
」

　
「
ぢ
や
何
を
見
て
ゐ
る
ん
で
す
。
僕
に
は
分
ら
な
い
」

　
「
私
先
刻
か
ら
あ
の
白
い
雲
を
見
て
居
り
ま
す
の
」

　

成
程
白
い
雲
が
大
き
な
空
を
渡
つ
て
ゐ
る
。
空
は
限
り
な
く
晴
れ
て
、

ど
こ
迄
も
青
く
澄
ん
で
ゐ
る
上
を
、
綿
の
光
つ
た
様
な
濃
い
雲
が
し
き
り

に
飛
ん
で
行
く
。（
中
略
）

　

其
時
三
四
郎
は
、

　
「
う
ん
、
あ
れ
な
ら
知
つ
と
る
」
と
云
つ
た
。
さ
う
し
て
、
あ
の
白
い

雲
は
み
ん
な
雪
の
粉
で
、
下
か
ら
見
て
あ
の
位
に
動
く
以
上
は
、
颶
風
以

上
の
速
度
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
此
間
野
々
宮
さ
ん
か
ら
聞
い
た
通

り
を
教
へ
た
。
美
禰
子
は
、

　
「
あ
ら
さ
う
」
と
云
ひ
な
が
ら
三
四
郎
を
見
た
が
、

　
「
雪
ぢ
や
詰
ら
な
い
わ
ね
」
と
否
定
を
許
さ
ぬ
様
な
調
子
で
あ
つ
た
。

　
「
何
故
で
す
」

　
「
何
故
で
も
、
雲
は
雲
で
な
く
つ
ち
や
不
可
な
い
わ
。
か
う
し
て
遠
く

か
ら
眺
め
て
ゐ
る
甲
斐
が
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

　
「
さ
う
で
す
か
」

　
「
さ
う
で
す
か
つ
て
、
あ
な
た
は
雪
で
も
構
は
な
く
つ
て
」

　
「
あ
な
た
は
高
い
所
を
見
る
の
が
好
の
様
で
す
ね
」

　
「
え
ゝ
」

　

美
禰
子
は
竹
の
格
子
の
中
か
ら
、
ま
だ
空
を
眺
め
て
ゐ
る
。
白
い
雲
は

あ
と
か
ら
、
あ
と
か
ら
、
飛
ん
で
来
る
。（
四
の
十
二
）

　　

広
田
先
生
の
引
っ
越
し
の
日
、
三
四
郎
と
美
禰
子
は
手
伝
い
に
来
て
い
る
。

そ
し
て
手
伝
い
も
一
段
落
し
た
時
、
美
禰
子
は
二
階
の
窓
の
近
く
に
坐
っ
て
、

空
の
雲
を
眺
め
て
い
る
。
物
理
学
者
野
々
宮
の
口
を
借
り
て
張
っ
た
伏
線
は
、

い
よ
い
よ
こ
こ
に
き
て
始
動
し
、
効
を
奏
す
る
よ
う
に
な
る
。
三
四
郎
と
美
禰

子
の
や
り
取
り
は
、
そ
の
伏
線
を
引
き
だ
す
た
め
に
、
謎
解
き
の
常
套
手
段
で

あ
る
問
答
形
式
を
採
っ
て
い
る
。「
何
を
見
て
ゐ
る
ん
で
す
か
」「
中
て
ゝ
御
覧

な
さ
い
」「
鶏
で
す
か
」「
い
ゝ
え
」「
あ
の
大
き
な
木
で
す
か
」「
い
ゝ
え
」

「
ぢ
や
何
を
見
て
ゐ
る
ん
で
す
。
僕
に
は
分
ら
な
い
」「
私
先
刻
か
ら
あ
の
白
い

雲
を
見
て
居
り
ま
す
の
」。
見
て
の
通
り
、
こ
こ
に
は
直
接
話
法
以
外
に
は
な
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隠喩から流れ出るエクリチュール

に
も
な
い
。
地
の
文
は
極
力
排
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
狙
い
は
は
っ
き
り

し
て
い
る
。
あ
と
は
、
三
四
郎
に
野
々
宮
の
雲
に
つ
い
て
の
原
理
を
諳
ん
じ
る

よ
う
に
仕
向
け
れ
ば
い
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
雲
に
つ
い
て
の
両
者
の
食
い
違
い

は
明
白
に
な
り
、
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
溝
は
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
く
に
決

ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
雲
の
礼
拝
者
同
然
の
美
禰
子
を
見
て
、
三
四
郎
が

不
思
議
で
た
ま
ら
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
雲
は
雲
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
彼
に
は
理
解
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
は
野
々
宮
か
ら
聞
い
た

雪
の
粉
を
も
っ
て
空
の
雲
を
分
解
し
て
し
ま
っ
て
も
平
気
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

美
禰
子
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
雲
が

雲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
美
禰
子
が
美
禰
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

と
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
何
故
」
と
い
う
疑
問
の

入
る
余
地
は
な
い
。「
雲
は
雲
で
な
く
つ
ち
や
不
可
な
い
わ
」
と
い
う
背
景
に

は
、
遥
か
な
る
「
巫
山
の
女
」
の
伝
説
に
源
を
お
く
美
禰
子
の
属
性
と
も
い
う

べ
き
何
か
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
最
初
か
ら
す
で
に
、
如

何
な
る
疑
問
を
も
寄
せ
つ
け
な
い
拒
絶
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ

を
無
視
し
て
三
四
郎
が
雲
も
雪
も
白
い
か
ら
雪
で
も
か
ま
わ
な
い
と
言
っ
た
と

き
、
美
禰
子
か
ら
「
雪
ぢ
や
詰
ら
な
い
わ
ね
」
と
い
う
冷
や
や
か
な
拒
絶
反
応

を
ま
と
も
に
受
け
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
美
禰
子
の
こ
の
拒

絶
反
応
は
、
自
分
の
属
性
が
三
四
郎
の
無
神
経
な
混
同
と
侵
害
に
よ
っ
て
脅
か

さ
れ
は
し
ま
い
か
と
い
う
危
惧
に
対
し
て
、
自
己
防
衛
の
機
制
が
お
の
ず
と
働

い
た
結
果
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
窓
辺
で
美
禰
子
が
空
の
雲
に
う
つ
つ
を
抜
か
す
こ
と
、
そ

れ
は
雲
が
ロ
マ
ン
主
義
の
理
念
的
逃
避
行
を
可
能
に
す
る
表
現
媒
体
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
同
時
に
雲
が
美
禰
子
と
い
う
存
在
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
レ
ベ
ル
に
お

け
る
自
己
同
一
性
の
等
価
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
女
の
雲
の
眺

望
は
、
単
な
る
逃
避
へ
の
没
頭
で
は
な
く
、
自
己
同
一
性
の
自
己
確
認
で
あ
り
、

三
四
郎
と
い
う
他
者
に
対
す
る
こ
れ
見
よ
が
し
の
意
識
的
な
自
己
顕
示
で
あ
る
。

た
し
か
に
雪
は
そ
の
白
さ
ゆ
え
に
、
純
潔
の
象
徴
に
は
な
れ
る
け
れ
ど
、
し
か

し
雲
の
よ
う
な
浮
遊
の
性
質
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
、

現
実
か
ら
理
想
郷
へ
の
飛
翔
を
可
能
に
は
し
な
い
。
雲
に
は
、
ロ
マ
ン
主
義
が

好
ん
で
描
く
船
の
マ
ス
ト
と
同
様
、
ど
こ
か
へ
行
き
た
い
と
い
う
願
望
を
満
た

し
て
く
れ
る
隠
喩
が
潜
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
空
の
雲
は
決
し
て
雪
の
粉
で
は

置
き
換
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
美
禰
子
は
あ
く
ま
で
も
〈
雲
の
女
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
三
四
郎
』
が
一
つ
の
構
造
を
持
っ
た
物
語
と
し
て
完
結
す
る
た
め
に
は
、
美

禰
子
が
〈
雲
の
女
〉
の
姿
勢
を
維
持
し
、
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も

な
け
れ
ば
、『
三
四
郎
』
の
物
語
は
、
美
禰
子
が
〈
雲
の
女
〉
を
止
め
る
瞬
間

に
幕
を
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
〈
雲
の
女
〉
と
は
、
単

な
る
命
名
行
為
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
関
係
項
で
は
な
く
、『
三
四
郎
』
の

物
語
に
組
み
込
ま
れ
た
、
意
味
産
出
の
た
め
の
機
制
だ
か
ら
で
あ
る
。『
三
四

郎
』
が
「
森
の
女
」
と
い
う
画
題
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
美
禰
子
が
「
池
の

女
」
＝
〈
雲
の
女
〉
と
し
て
の
連
続
性
を
断
ち
切
っ
て
、
絵
と
い
う
平
面
の
中
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に
自
分
を
閉
じ
込
め
て
、
雲
の
有
す
る
動
の
原
理
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
美
禰
子
が
〈
雲
の
女
〉
で
あ
り
続
け
る
か
ぎ
り
、
物

語
の
機
制
は
ち
ゃ
ん
と
機
能
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
産
出
の

軌
跡
は
、
紆
余
曲
折
が
あ
り
な
が
ら
も
多
様
性
を
目
指
し
て
豊
饒
に
な
り
、
筋

の
展
開
も
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
間
断
に
悩
む
こ
と
な
く
、
物
語
の
完
結
に
向
か
っ

て
進
ん
で
い
く
は
ず
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
窓
辺
に
お
け
る
美
禰
子
と
三
四
郎
の
雲
の
や
り
取
り
は
、
単
な
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
く
、
一
つ
の
儀
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
雲
の
イ
メ
ー
ジ

の
世
界
へ
の
三
四
郎
の
拉
致
の
儀
式
で
あ
る
。『
三
四
郎
』
に
お
い
て
、
三
四

郎
が
美
禰
子
と
結
ば
れ
な
い
の
は
、
二
人
の
間
に
人
間
く
さ
い
心
や
魂
の
出
会

い
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
雲
の
言
葉
、
雲
の
啓
示
、
雲
の
過
剰
、
雲
の

力
、
雲
の
隠
喩
、
雲
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
以
上
の
引
用
の
よ
う

に
最
後
の
最
後
ま
で
三
四
郎
に
は
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　　

八
　
与
次
郎
　
　
「
う
つ
く
し
い
空
」
に
女
を
見
る
男

　
『
文
選
』
の
宋
玉
が
山
の
峰
に
掛
か
っ
た
雲
を
「
巫
山
の
女
」
と
し
て
見
て

い
た
よ
う
に
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
登
場
人
物
た
ち
も
「
青
い
空
」
だ

け
で
な
く
「
う
つ
く
し
い
空
」
を
も
、
女
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

訓
練
さ
れ
て
い
る
。『
三
四
郎
』
に
お
い
て
、
男
の
登
場
人
物
た
ち
が
や
た
ら

と
視
線
を
空
に
向
け
た
が
る
の
は
、
彼
ら
が
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
者
た
ち
の
精

神
世
界
を
共
有
し
て
、
そ
の
視
線
を
剽
窃
し
、
そ
の
仕
種
を
模
倣
し
て
い
る
か

ら
で
は
な
い
。
野
々
宮
も
与
次
郎
も
、
い
や
、
ラ
ス
キ
ン
で
さ
え
も
、
実
は
三

四
郎
に
雲
の
啓
示
を
与
え
る
た
め
に
召
集
さ
れ
た
登
場
人
物
な
の
で
あ
る
。

　

大
き
な
建
物
が
所
々
に
黒
く
た
つ
て
ゐ
る
。
其
屋
根
が
判
然
尽
き
る
所
か

ら
明
か
な
空
に
な
る
。
星
が
夥
し
く
多
い
。

　
「
う
つ
く
し
い
空
だ
」
と
三
四
郎
が
云
つ
た
。
与
次
郎
も
空
を
見
な
が

ら
、
一
間
許
歩
い
た
。
突
然
、

　
「
お
い
、
君
」
と
三
四
郎
を
呼
ん
だ
。
三
四
郎
は
又
さ
つ
き
の
話
し
の

続
き
か
と
思
つ
て
、「
な
ん
だ
」
と
答
へ
た
。

　
「
君
、
か
う
云
ふ
空
を
見
て
何
ん
な
感
じ
を
起
す
」

　

与
次
郎
に
似
合
は
ぬ
事
を
云
つ
た
。
無
限
と
か
永
久
と
か
い
ふ
持
ち
合

せ
の
答
へ
は
い
く
ら
で
も
あ
る
が
、
そ
ん
な
事
を
云
ふ
と
与
次
郎
に
笑
は

れ
る
と
思
つ
て
、
三
四
郎
は
黙
つ
て
ゐ
た
。（
中
略
）

　
「
何
故
急
に
そ
ん
な
事
を
云
ひ
出
し
た
の
か
」

　
「
此
空
を
見
る
と
、
さ
う
云
ふ
考
に
な
る
。　
　

君
、
女
に
惚
れ
た
事

が
あ
る
か
」

　

三
四
郎
は
即
答
が
出
来
な
か
つ
た
。

　
「
女
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
よ
」
と
与
次
郎
が
云
つ
た
。

　
「
恐
ろ
し
い
も
の
だ
、
僕
も
知
つ
て
ゐ
る
」
と
三
四
郎
も
云
つ
た
。
す

る
と
与
次
郎
が
大
き
な
声
で
笑
ひ
出
し
た
。
静
か
な
夜
の
中
で
大
変
高
く

聞
え
る
。
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「
知
り
も
し
な
い
癖
に
。
知
り
も
し
な
い
癖
に
」

　

三
四
郎
は
憮
然
と
し
て
ゐ
た
。

　
「
明
日
も
好
い
天
気
だ
。
運
動
会
は
仕
合
せ
だ
。
奇
麗
な
女
が
沢
山
来
る
。

是
非
見
に
く
る
が
い
ゝ
」（
六
の
六
）

　　

野
々
宮
だ
け
で
は
な
い
。『
三
四
郎
』
で
は
こ
の
与
次
郎
も
空
の
雲
を
見
る

と
、
自
然
に
女
の
こ
と
を
連
想
し
、
し
か
も
三
四
郎
に
美
禰
子
の
こ
と
を
想
起

さ
せ
よ
う
と
し
て
必
死
で
あ
る
。『
三
四
郎
』
で
与
次
郎
ほ
ど
、
登
場
人
物
た

ち
の
多
く
の
秘
密
を
掌
握
し
て
い
る
も
の
は
い
な
い
。
彼
は
全
知
全
能
の
存
在

た
る
作
家
漱
石
と
ほ
と
ん
ど
同
等
の
高
み
で
、
他
の
登
場
人
物
を
見
下
ろ
し
、

観
察
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
さ
り
げ
な
く
口
に
す
る
う
わ
さ
話
や
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
、『
三
四
郎
』
が
内
包
し
て
い
る
多
く

の
秘
密
だ
け
で
な
く
、
そ
の
核
心
に
迫
る
も
の
を
直
接
ぬ
す
み
聞
き
す
る
こ
と

で
も
あ
る
。
三
四
郎
が
無
意
識
的
に
言
っ
た
ひ
と
こ
と
「
う
つ
く
し
い
空
だ
」

は
、
与
次
郎
の
「
君
、
女
に
惚
れ
た
事
が
あ
る
か
」
を
導
き
出
す
た
め
の
前
置

き
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
ひ
と
こ
と
に
内
包
さ
れ
た
意
味
の
志
向
す
る

も
の
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
与
次
郎
の
い
う
無
名
性
の
女
か
ら
離
れ
、

そ
れ
を
飛
び
越
え
て
、
明
日
運
動
会
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
「
奇
麗
な

女
」
た
ち
に
直
結
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
固
有
名
を
持
っ
た
美
禰
子
に

つ
な
が
っ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、「
う
つ
く
し
い
空
」
は
奇
麗
な
女
で
あ
り
、

奇
麗
な
女
は
美
禰
子
で
あ
る
。
も
っ
と
簡
潔
に
、
も
っ
と
直
截
的
に
い
え
ば
、

「
う
つ
く
し
い
空
」
は
す
な
わ
ち
美
禰
子
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
三
四
郎
と

与
次
郎
が
こ
の
よ
う
な
雲
を
媒
介
に
し
た
、
謎
め
い
た
や
り
取
り
を
終
え
て
家

路
に
つ
く
時
、
漱
石
は
「
二
人
は
美
し
い
空
を
戴
い
て
家
に
帰
つ
た
」
と
ひ
と

こ
と
触
れ
る
の
を
忘
れ
て
い
な
い
。

　

の
ち
に
、
二
人
は
こ
の
「
う
つ
く
し
い
空
」
を
も
う
一
度
共
有
す
る
よ
う
に

な
る
。
精
養
軒
の
会
か
ら
の
帰
り
道
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
月
の
冴
え

た
比
較
的
寒
い
晩
で
あ
る
」。

　

　

与
次
郎
は
、「
笑
つ
ち
や
不
可
ん
」
と
注
意
し
た
。
三
四
郎
は
猶
可
笑

し
く
な
つ
た
。

　
「
笑
は
な
い
で
、
よ
く
考
へ
て
見
ろ
。
己
が
金
を
返
さ
な
け
れ
ば
こ
そ
、

君
が
美
禰
子
さ
ん
か
ら
金
を
借
り
る
こ
と
が
出
来
た
ん
だ
ら
う
」

　

三
四
郎
は
笑
ふ
の
を
已
め
た
。

　
「
そ
れ
で
？
」

　
「
そ
れ
丈
で
沢
山
ぢ
や
な
い
か
。　
　

君
、
あ
の
女
を
愛
し
て
ゐ
る
ん

だ
ら
う
」

　

与
次
郎
は
善
く
知
つ
て
ゐ
る
。
三
四
郎
は
ふ
ん
と
云
つ
て
、
又
高
い
月

を
見
た
。
月
の
傍
に
白
い
雲
が
出
た
。

　
「
君
、
あ
の
女
に
は
、
も
う
返
し
た
の
か
」

　
「
い
ゝ
や
」

　
「
何
時
迄
も
借
り
て
置
い
て
や
れ
」
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吞
気
な
事
を
云
ふ
。
三
四
郎
は
何
と
も
答
へ
な
か
つ
た
。（
九
の
四
）

　　

こ
こ
で
も
二
人
の
金
や
恋
に
つ
い
て
の
話
は
、
月
の
傍
に
で
た
「
白
い
雲
」

の
下
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
与
次
郎
は
そ
の
「
白
い
雲
」
が
美
禰
子
の
分
身
で

あ
る
こ
と
を
「
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
」。
だ
か
ら
、
彼
は
そ
の
「
白
い
雲
」
を
月

の
傍
に
確
認
す
る
や
い
な
や
、
す
ぐ
三
四
郎
に
「
君
、
あ
の
女
を
愛
し
て
ゐ
る

ん
だ
ら
う
」
と
聞
く
の
で
あ
る
。
二
人
は
た
し
か
に
空
の
月
と
空
の
雲
を
共
有

し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
空
間
的
で
視
覚
的
な
共
有
で
あ
っ
て
、
決
し
て

精
神
面
で
の
完
全
一
致
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
与
次
郎
は
「
白
い
雲
」
の
な

か
に
美
禰
子
を
読
み
取
っ
て
い
て
も
、
三
四
郎
は
依
然
と
し
て
野
々
宮
の
雲
に

つ
い
て
の
物
理
学
的
な
解
釈
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

三
四
郎
は
野
々
宮
の
物
理
学
か
ら
の
離
脱
を
図
っ
て
、
雲
を
雲
と
見
、
そ
し
て

そ
の
雲
の
中
に
美
禰
子
を
認
識
し
な
い
か
ぎ
り
、
永
遠
に
彼
女
に
近
づ
く
こ
と

が
で
き
な
い
。『
三
四
郎
』
が
「
森
の
女
」
と
い
う
淡
い
恋
で
幕
を
閉
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
三
四
郎
の
雲
へ
の
理
解
が
欠
如
し
て
い
た
た
め
で

あ
り
、
雲
の
中
に
つ
い
に
美
禰
子
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で

あ
る
。

　

以
上
が
『
三
四
郎
』
の
二
人
の
登
場
人
物
、
野
々
宮
と
与
次
郎
の
目
に
映
っ

た
空
の
雲
で
あ
る
。
二
人
は
三
四
郎
が
自
分
た
ち
の
傍
に
い
る
の
を
確
認
す
る

と
、
た
ち
ま
ち
空
の
雲
に
言
及
す
る
。
そ
の
言
及
の
真
意
は
時
に
は
火
を
見
る

よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
容
易
に
見
破
ら
れ
な
い
よ
う
に
時
に
は
煙

幕
を
張
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
物
理
学
者
の
野
々
宮
で
あ
っ
た
り
、
画
家
の
ラ
ス

キ
ン
で
あ
っ
た
り
す
る
。
た
し
か
に
十
九
世
紀
の
美
術
批
評
家
ラ
ス
キ
ン
は
次

の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

　

ま
ず
第
一
に
驚
か
さ
れ
る
の
は
…
…
曇
り
空
で
あ
る
。
中
世
美
術
の
完

璧
な
光
と
静
止
し
た
空
気
の
中
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
突
然
、
陰
う
つ
な
空

の
下
へ
、
漂
う
風
の
中
へ
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
…
…
そ
こ
で
身
を
か
が
め

て
草
原
の
影
の
変
化
を
な
ぞ
っ
た
り
、
怒
れ
る
雲
か
ら
い
く
筋
に
も
な
っ

て
も
れ
て
く
る
夕
日
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
中
世
の
歓
び
は

安
定
、
確
か
さ
、
輝
き
の
中
に
見
出
せ
る
が
、
こ
ん
ど
は
暗
黒
を
楽
し
み

無
常
の
中
に
勝
利
を
感
じ
取
る
ほ
か
な
い
こ
と
を
知
る
。
束
の
間
の
う
ち

に
変
化
し
た
り
消
え
失
せ
た
り
す
る
も
の
の
う
ち
に
幸
福
の
礎
を
置
き
、

け
っ
し
て
捕
ら
え
る
こ
と
も
で
き
ず
、
理
解
し
が
た
い
こ
と
ど
も
か
ら
至

高
の
満
足
と
教
示
を
得
る
し
か
な
い
こ
と
を
知
る
…
…
。
近
代
の
風
景
画

を
お
し
な
べ
て
さ
す
特
徴
的
な
命
名
が
必
要
だ
と
し
た
ら
「
雲
の
礼
拝
」

を
お
い
て
は
な
か
ろ
う
）
（（
（

。

　　

ラ
ス
キ
ン
が
言
っ
て
い
る
「
雲
の
礼
拝
」
者
に
は
、
も
ち
ろ
ん
タ
ー
ナ
ー
が

含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ほ
か
に
彼
と
同
時
代
人
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ブ
ル

も
入
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
と
い
え
ば
、
漱
石
の
テ
ク
ス
ト
で
は

「
タ
ー
ナ
ー
の
松
」
が
『
草
枕
』
に
一
席
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
そ
の
「
蒼
白
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い
馬
に
乗
っ
た
『
死
』
の
象
徴
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
知
ら
れ
る
汽
車
の
絵
が

漱
石
の
近
代
文
明
論
の
批
判
の
形
成
に
貢
献
し
て
い
る
。
が
、
野
々
宮
が
三
四

郎
に
「
君
ラ
ス
キ
ン
を
読
み
ま
し
た
か
」
と
聞
い
た
と
き
に
、
彼
の
念
頭
に
あ

っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
松
や
汽
車
の
絵
に
代
表
さ
れ
る
タ
ー
ナ
ー
で
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
気
に
と
り
憑
か
れ
て
」「
雲
、
波
、
霧
を
劇
的

な
光
を
浴
び
た
形
態
の
波
動
と
し
て
描
い
た
」
タ
ー
ナ
ー
像
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
彼
は
「
世
界
最
大
の
自
然
画
家
」
と
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
消
去
し

て
風
に
吹
か
れ
た
抽
象
態
」
と
し
て
描
く
技
法
に
よ
っ
て
、「
自
然
の
力
と
崇

高
さ
の
今
ま
で
で
も
っ
と
も
偉
大
な
啓
示
」
を
示
す
多
数
の
作
品
を
創
造
し
た

画
家
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
彼
と
自
然
と
の
直
接
の
触
れ
合
い
が
あ
っ
た
。

風
と
雲
と
雨
と
の
出
会
い
で
あ
る
。

　

　

画
室
を
出
て
風
と
雨
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
で
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
と
タ
ー

ナ
ー
は
二
人
だ
け
で
新
し
い
空
間
体
験
を
創
出
し
、
わ
れ
わ
れ
の
環
境
を

無
限
に
押
し
拡
げ
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
見
方
を
彩
る
空
か
ら
の

視
座
を
与
え
て
く
れ
た
。
彼
ら
が
始
め
た
、
地
球
を
全
体
と
し
て
、
風
を

通
じ
て
、
時
の
な
か
で
、
空
か
ら
認
識
す
る
模
索
を
わ
れ
わ
れ
は
今
も
続

け
て
い
る
。
ワ
ー
ズ
・
ワ
ー
ス
が
「
動
く
も
の
す
べ
て
の
上
に
拡
が
っ
て

い
る
と
い
う
感
情
」
と
読
ん
だ
も
の
の
探
求
で
あ
る
）
（（
（

。

　　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
「
動
く
も
の
す
べ
て
の
上
に
拡

が
っ
て
い
る
と
い
う
感
情
」
に
似
た
も
の
を
、
隠
喩
の
次
元
で
呈
示
し
て
見
せ

る
の
が
「
青
い
空
」
や
「
う
つ
く
し
い
空
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

隠
喩
を
隠
し
持
っ
た
「
青
い
空
」
や
「
う
つ
く
し
い
空
」
の
煙
幕
を
は
ら
い
の

け
て
、
そ
の
内
奥
か
ら
「
巫
山
の
女
」
に
似
た
〈
水
の
女
〉
た
ち
を
登
場
人
物

と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
空
間
に
連
れ
出
し
て
く
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
与
次
郎

や
野
々
宮
の
よ
う
な
学
者
を
偽
っ
た
存
在
た
ち
で
あ
る
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
、

登
場
人
物
と
し
て
学
者
が
多
い
の
は
、
漱
石
自
身
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
記

的
事
実
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
。
が
、
漱
石
が
他
の
存
在
よ
り
も
学
者

を
多
く
選
ん
だ
の
は
、
文
明
批
評
と
い
う
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
に
相
応
し
い

「
言
説
の
遊
戯
」
を
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
漱
石
が
学
者
を
多
く
選
ば

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
彼
特
有
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
の
要
請
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
如
何
な
る
性
格
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、「
楚
夢
」
の
よ
う
な
神
話
の
深
い
井
戸
か
ら
�
み
上
げ
て
き

た
さ
ま
ざ
ま
な
水
の
隠
喩
、
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
隠
し
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
水
が
作
家
と
い
う
時
代
の
子
の
刻
印
が
刻
ま
れ
た
川
床
を
流
れ
な
が

ら
、
そ
の
流
れ
の
上
に
描
き
出
さ
れ
る
さ
ざ
な
み
の
文
様
を
人
間
の
経
験
の
レ

ベ
ル
に
お
い
て
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
真

の
意
図
で
は
な
い
。
水
面
を
飾
る
リ
ア
リ
ズ
ム
風
の
文
様
は
、
あ
く
ま
で
も
作

家
と
い
う
時
代
の
子
の
身
体
を
経
由
し
た
痕
跡
に
す
ぎ
な
い
。
作
家
は
神
話
の

井
戸
か
ら
�
み
上
げ
ら
れ
た
水
が
貫
流
し
て
い
く
水
門
に
す
ぎ
な
い
。
神
話
の
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水
の
流
れ
が
そ
の
水
門
に
よ
っ
て
し
ば
し
の
間
、
堰
き
止
め
ら
れ
る
時
（
こ
の

よ
う
な
出
来
事
は
実
際
に
は
起
こ
ら
な
い
。
こ
れ
は
単
な
る
想
像
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

す
ぎ
な
い
が
）、
そ
こ
に
は
一
つ
の
足
踏
み
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作

家
と
い
う
通
路
、
作
家
と
い
う
川
床
に
対
し
て
奉
じ
ら
れ
た
神
話
の
井
戸
の
水

の
敬
意
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
一
般
的
な
読
者
、
す
な
わ
ち
経
験
の
レ

ベ
ル
で
水
面
の
さ
ざ
な
み
の
文
様
を
楽
し
も
う
と
す
る
、
同
じ
く
時
代
の
子
な

る
読
者
に
対
す
る
一
つ
の
救
済
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
般
的
な
読
者
は
、

こ
の
よ
う
な
足
踏
み
、
こ
の
よ
う
な
堰
き
止
め
に
よ
っ
て
、
水
面
の
さ
ざ
な
み

の
文
様
を
字
義
通
り
に
読
め
る
、
地
上
的
な
読
解
可
能
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
作
家
と
は
、
神
話
の
水
が
貫
流
す
る
一
つ
の
牧
草
地
と
し

て
、
多
く
の
時
代
の
子
な
る
読
者
と
い
う
名
の
羊
た
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間

と
そ
の
時
代
を
楽
し
く
、
し
か
も
幸
せ
に
生
き
て
い
く
た
め
の
水
を
提
供
し
て

く
れ
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
と
は
、
ま
さ
に
神
話
的
な
隠
喩
の
地
層
を
隠
し
持
っ
た
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
水
面
に
描
き
出
さ

れ
る
さ
ざ
な
み
の
文
様
を
字
義
通
り
に
受
け
止
め
て
は
な
ら
な
い
。

　　

九
　
美
禰
子
　
　
〈
風
の
女
〉〈
風
邪
を
引
き
起
こ
す
女
〉

　

風
は
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
も
、
雲
は
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
雲
は
風
の
実
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

視
覚
に
訴
え
る
存
在
で
あ
る
。
風
が
木
の
枝
を
動
か
し
た
り
、
干
し
物
を
な
ぶ

っ
た
り
す
る
時
、
ま
た
自
然
の
音
響
板
に
当
た
っ
て
こ
す
れ
、
旋
律
を
奏
で
る

時
、
わ
れ
わ
れ
は
風
が
吹
い
て
い
る
と
感
知
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
よ
う
な
視
覚
に
訴
え
る
も
の
の
動
き
が
止
ま
っ
た
り
、
聴
覚
に
与
え

る
空
気
の
圧
感
が
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
風
が
な
い
と
言
う
。
つ
ま
り
、
静
止

と
静
寂
の
中
に
風
の
休
憩
を
、
睡
眠
を
見
る
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
わ
れ
わ
れ

は
空
に
浮
か
ん
で
い
る
雲
の
流
れ
を
見
て
、
風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
逆
、
風
か
ら
雲
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
聴
覚
や
論
理
的
判
断
を
用
い
て
、
雲
の
動
き
を
想
像
す
る
こ

と
は
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
感

官
は
視
覚
と
い
う
一
つ
の
感
覚
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
視
覚
に
し
か
信
頼
を
お
い
て
い
な
い
。
両
眼
の
独
裁
の
下
で
あ
ら

ゆ
る
情
報
は
視
覚
記
号
に
翻
訳
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
学
的
テ
ク
ス
ト
で
は
視

覚
の
優
越
性
は
確
保
さ
れ
、
保
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

漱
石
は
聴
覚
の
人
間
で
あ
る
前
に
、
視
覚
の
人
間
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
音

楽
家
で
あ
る
前
に
、
画
家
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
、
女
の
イ
メ
ー

ジ
は
聴
覚
に
訴
え
る
風
で
は
な
く
、
視
覚
に
訴
え
る
雲
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と

も
出
発
点
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
風
と
雲
の
境
界
が
い
つ
も
堅
く
守
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
き
に
は
、
風
が
雲
の
領
空
を
侵
犯
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
が
、
こ
の
侵
犯
行
為
は
、
一
方
が
他
方
を
排
斥
す
る
排
他
的
行
為
で

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
好
意
に
満
ち
た
接
近
で
あ
り
、
結
合
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
風
と
も
雲
と
も
分
別
の
つ
か
な
い
完
全
な
調
和
で
あ
り
、
融
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隠喩から流れ出るエクリチュール

合
で
あ
る
。
漱
石
は
そ
の
よ
う
な
調
和
と
融
合
の
中
に
一
つ
の
象
徴
を
発
見
し
、

一
つ
の
幻
想
を
夢
見
る
の
で
あ
る
。

　

　

ア
カ
デ
ミ
ー
の
擬
古
典
主
義
美
学
は
、
あ
る
風
景
も
し
く
は
人
間
像
が

そ
こ
に
完
全
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
な
、〈
正
し
い
〉
再
現
と
い
う
固
定

観
念
を
展
開
さ
せ
た
。
模
写
さ
れ
た
対
象
は
こ
の
場
合
、
そ
の
時
間
空
間

が
正
確
に
展
望
可
能
で
あ
る
よ
う
な
現
実
の
オ
ブ
ジ
ェ
で
あ
っ
た
。
す
べ

て
の
描
写
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
の
な
い
形
態
の
闡
明
に
あ
て
ら
れ
、
そ
の
背

後
に
幻
想
は
も
は
や
探
る
べ
き
な
に
も
の
も
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
と
は
反
対
に
幻
想
の
優
位
を
強
調
す
る
芸
術
、
す
な
わ
ち
外
部
世

界
の
認
識
を
め
が
け
る
の
で
は
な
く
て
、
世
界
を
お
の
れ
自
身
を
通
じ
て

体
験
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
象
の
固
定
し
う
る
形
態
の
背
後
に

肉
薄
し
よ
う
と
す
る
芸
術
は
、
ま
ず
、
現
象
の
視
覚
的
な
澄
明
さ
を
に
ご

ら
せ
、
ど
こ
か
捉
え
よ
う
の
な
い
面
を
も
っ
て
い
て
、
観
察
す
る
視
線
を

た
え
ず
の
が
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
あ
の
幻
影
た
ち
の
な
か
に
美
を

な
が
め
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　　

こ
れ
は
世
紀
末
芸
術
に
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
象
徴
主
義
的
性
格
に
つ
い
て

述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
漱
石
の
文
学
も
言
っ
て
み
れ
ば
、
ま
さ
に
「
幻
想
の

優
位
を
強
調
す
る
芸
術
」
で
あ
る
。
彼
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
風
景
は
、
一
つ

と
し
て
感
情
移
入
の
た
め
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
時
空
間
的

性
格
を
帯
び
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
背
景
を
な
す
た
め
に
刻
み
込
ま
れ
た
も
の
も

な
い
。
人
物
像
も
同
様
で
あ
る
。
風
と
雲
の
中
に
女
性
像
を
透
視
す
る
漱
石
の

文
学
は
、「〈
正
し
い
〉
再
現
と
い
う
固
定
観
念
」
を
最
初
か
ら
持
ち
あ
わ
せ
て

い
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
の
人
物
描
写
は
人
間
を
描
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
人
間
を
離
れ
た
所
で
自
然
の
景
物
を
描
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
描
か
れ

る
の
が
、
時
に
は
風
で
あ
っ
た
り
、
時
に
は
雲
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た

雨
で
あ
っ
た
り
す
る
。〈
風
の
女
〉〈
雲
の
女
〉〈
雨
の
女
〉
は
、
漱
石
が
そ
う

し
た
自
然
現
象
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
幻
影
を
神
話
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
見

つ
け
だ
し
た
美
の
結
晶
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
が
自
然

の
景
物
の
中
に
、
自
分
た
ち
の
精
神
性
と
内
面
性
に
対
応
す
る
外
在
的
神
性
に

近
い
も
の
を
発
見
し
た
よ
う
に
、
漱
石
は
「
お
の
れ
自
身
を
通
じ
て
体
験
」
さ

れ
た
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
水
の
有
す
る
象
徴
的
多
様
性
の
中
に
追
い
求
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
観
察
す
る
視
線
を
絶
え
ず
逃
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」

あ
の
幻
影
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
レ
ベ
ル
で
の
女
性
像
を
獲
得
し
え
た
の
で

あ
る
。

　
『
三
四
郎
』
の
美
禰
子
の
イ
メ
ー
ジ
も
そ
の
よ
う
に
し
て
創
造
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。「
巫
山
の
女
」
が
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
な
雲
気
と
し
て
、
激
し
く
変
化

し
て
極
ま
り
な
い
動
き
を
見
せ
る
こ
と
で
、
雲
と
風
の
表
象
を
こ
と
ご
と
く
具

現
し
て
い
る
よ
う
に
、
美
禰
子
も
〈
雲
の
女
〉
で
あ
る
と
同
時
に
〈
風
の
女
〉

で
あ
る
。
雲
は
、
静
止
し
た
も
の
と
し
て
、
時
に
は
「
青
い
空
」
に
棚
引
い
て

い
た
り
、
時
に
は
「
月
の
傍
」
に
か
か
っ
て
い
た
り
す
る
が
、
風
は
雲
の
激
し
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い
運
動
の
表
象
と
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
世
界
に
突
発
的

な
事
件
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
事
件
が
、『
三
四
郎
』
と
い
う
物
語
が
用
意
す

る
構
造
的
な
筋
の
展
開
と
有
機
的
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
と
し
た
ら
、
漱

石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
筋
の
前
進
運
動
は
決
し
て
登
場
人
物
た
ち
の
集
合
離

散
的
な
言
動
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
一
つ
の
記
号
表
現
が
筋

の
展
開
を
促
が
し
、
可
能
に
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
風
と
い
う
記
号
表
現
が

す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
風
と
い
う
記
号
内
容
に
は
、
火
事
（
強
い
風
が
引
き

起
こ
す
事
件
）
と
風
邪
（
冷
た
い
風
が
伝
染
す
る
病
気
）
と
い
う
記
号
表
現
が
対

応
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
号
表
現
同
士
の
言
葉
の
上
で
の
連
合
は
、『
三
四

郎
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
有
し
て
い
る
構
造
に
よ
っ
て
変
形
を
被
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
三
四
郎
と
い
う
肉
体
的
存
在
に
は
冷
た
い

風
を
送
る
こ
と
で
、
風
邪
＝
風
を
引
か
せ
、
三
四
郎
の
近
隣
所
に
は
北
風
を
呼

ぶ
こ
と
で
、
真
っ
赤
な
火
事
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
が
、
面
白
い
の
は
そ
の

よ
う
な
風
が
、
い
ず
れ
も
登
場
人
物
の
固
有
名
を
自
ら
の
限
定
詞
と
し
て
冠
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
与
次
郎
の
風
」「
美
禰
子
の
風
」
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で

あ
る
。
む
ろ
ん
、『
三
四
郎
』
の
全
�
を
覆
う
よ
う
に
し
て
吹
き
す
さ
ぶ
風
は

「
美
禰
子
の
風
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
広
田
先
生
の
引
っ
越
し
の
日
、
美
禰
子

は
風
と
共
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
庭
に
下
り
立
つ
。

　

　

三
四
郎
は
掃
除
を
頼
ま
れ
た
の
だ
が
、
別
に
掃
除
を
す
る
必
要
も
な
い

と
認
め
た
。（
中
略
）
雨
戸
丈
を
明
け
て
、
座
敷
の
縁
側
へ
腰
を
掛
け
て

庭
を
眺
め
て
居
た
。（
中
略
）

　

何
も
し
な
い
で
ゐ
て
も
悪
い
か
ら
、
桜
の
枯
葉
で
も
掃
か
う
か
し
ら
ん

と
漸
く
気
が
付
い
た
時
、
箒
が
な
い
と
い
ふ
事
を
考
へ
出
し
た
。
ま
た
縁

側
へ
腰
を
掛
け
た
。
掛
け
て
二
分
も
し
た
か
と
思
ふ
と
、
庭
木
戸
が
す
う

と
明
い
た
。
さ
う
し
て
思
も
寄
ら
ぬ
池
の
女
が
庭
の
中
に
あ
ら
は
れ
た
。

（
四
の
九
）

　　

美
禰
子
は
ま
だ
固
有
名
を
持
っ
て
い
な
い
。
や
は
り
「
池
の
女
」
と
し
て
呼

ば
れ
て
い
る
。
病
院
の
廊
下
で
の
出
会
い
が
、
二
回
目
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
日

の
そ
れ
は
三
回
目
に
あ
た
る
。
三
四
郎
は
縁
側
に
腰
を
か
け
て
庭
を
眺
め
る
。

秋
ら
し
く
、
庭
に
は
枯
れ
葉
が
落
ち
て
い
る
。
三
四
郎
は
そ
の
枯
れ
葉
で
も
掃

こ
う
か
な
と
思
っ
て
立
ち
上
が
る
が
、
箒
が
な
い
の
で
掃
け
な
い
。
そ
れ
で
ふ

た
た
び
腰
を
か
け
る
。
二
度
目
の
腰
か
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
淡
々
と
し
た

こ
の
部
分
の
描
写
は
、
秋
の
景
色
を
墨
絵
の
世
界
の
よ
う
に
枯
れ
葉
と
箒
と
庭

と
い
う
三
点
セ
ッ
ト
の
中
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
淡
々
と
し
た
軽
い
タ

ッ
チ
の
中
に
こ
そ
、
注
目
す
べ
き
要
素
が
隠
れ
て
い
る
。
枯
れ
葉
は
秋
の
風
物

詩
の
一
員
を
よ
そ
お
い
な
が
ら
、
庭
の
中
に
舞
い
込
む
。
そ
の
舞
い
込
み
が
、

つ
ぎ
の
瞬
間
に
箒
を
み
ず
か
ら
の
そ
ば
に
呼
び
寄
せ
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
箒
と
枯
れ
葉
の
関
係
は
「
掃
く
も
の
」
と
「
掃
か
れ
る
も
の
」
の
関

係
だ
か
ら
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
箒
が
な
い
た
め
に
、
そ
の
関
係
は

崩
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
欠
如
を
お
ぎ
な
い
、
そ
の
関
係
を
修
復
し
て
く
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れ
る
も
の
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
箒
の
代
わ
り
を
し
て
く

れ
る
も
の
が
必
要
な
わ
け
で
あ
る
。「
池
の
女
」
が
庭
に
姿
を
現
す
の
は
、
ち

ょ
う
ど
そ
の
時
で
あ
る
。
桜
の
枯
れ
葉
は
箒
が
な
い
た
め
に
掃
こ
う
と
し
て
も

掃
け
な
い
が
、
風
が
箒
の
代
用
を
し
て
訪
れ
る
時
、
そ
れ
は
吹
か
れ
る
よ
う
に

し
て
掃
か
れ
て
い
く
。
美
禰
子
は
そ
の
風
と
共
に
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
ひ
ょ

い
と
三
四
郎
の
前
に
降
り
立
つ
。
そ
し
て
風
が
彼
女
を
す
っ
ぽ
り
包
ん
だ
時
、

彼
女
は
も
は
や
人
間
の
姿
態
を
も
っ
た
存
在
で
は
な
く
、
風
そ
の
も
の
に
化
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

　

上
か
ら
桜
の
葉
が
時
々
落
ち
て
来
る
。
其
一
つ
が
籃
の
蓋
の
上
に
乗
つ

た
。
乗
つ
た
と
思
ふ
う
ち
に
吹
か
れ
て
行
つ
た
。
風
が
女
を
包
ん
だ
。
女

は
秋
の
中
に
立
つ
て
ゐ
る
。（
四
の
十
）

　　

し
た
が
っ
て
、「
風
が
女
を
包
ん
だ
」
と
い
う
詩
語
化
さ
れ
た
表
現
は
、
た

ん
な
る
曖
昧
性
を
帯
び
た
意
味
上
の
飛
躍
で
は
な
く
、
美
禰
子
と
い
う
漱
石
的

存
在
に
対
す
る
〈
風
の
女
〉
の
命
名
で
あ
り
、
寓
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

風
と
い
う
記
号
表
現
は
、
美
禰
子
と
い
う
動
く
存
在
が
お
こ
な
う
行
動
の
代
名

詞
で
あ
り
、
美
禰
子
と
い
う
固
有
名
は
、
風
と
い
う
水
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

有
す
る
動
の
原
理
を
ひ
と
つ
の
属
性
と
し
て
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
四

郎
が
美
禰
子
に
翻
弄
さ
れ
て
迷
羊
に
な
る
の
も
、
決
し
て
田
舎
者
の
ウ
ブ
な
感

情
や
精
神
的
な
未
熟
さ
が
災
い
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
日
々

無
防
備
の
ま
ま
「
美
禰
子
の
風
」
に
曝
さ
れ
て
、
風
に
よ
っ
て
感
染
す
る
風
邪

を
引
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

　

人
の
通
ら
な
い
軒
燈
ば
か
り
明
ら
か
な
露
地
を
抜
け
て
表
へ
出
る
と
、

風
が
吹
く
。
北
へ
向
き
直
る
と
、
ま
と
も
に
顔
へ
当
る
。
時
を
切
つ
て
、

自
分
の
下
宿
の
方
か
ら
吹
い
て
く
る
。
其
時
三
四
郎
は
考
へ
た
。
此
風
の

な
か
を
、
野
々
宮
さ
ん
は
、
妹
を
送
つ
て
里
見
迄
連
れ
て
行
つ
て
遣
る
だ

ら
う
。

　

下
宿
の
二
階
へ
上
つ
て
、
自
分
の
室
へ
這
入
つ
て
、
坐
つ
て
見
る
と
、

矢
つ
張
り
風
の
音
が
す
る
。
三
四
郎
は
斯
う
云
ふ
風
の
音
を
聞
く
度
に
、

運
命
と
い
ふ
字
を
思
ひ
出
す
。（
中
略
）

　

風
が
し
き
り
に
吹
く
。
慥
か
に
与
次
郎
以
上
の
風
で
あ
る
。

　

三
四
郎
は
寒
い
の
を
我
慢
し
て
、
し
ば
ら
く
此
赤
い
も
の
を
見
詰
て
ゐ

た
。
其
時
三
四
郎
の
頭
に
は
運
命
が
あ
り
〳
〵
と
赤
く
映
つ
た
。
三
四
郎

は
又
暖
か
い
布
団
の
な
か
に
潜
り
込
ん
だ
。
さ
う
し
て
、
赤
い
運
命
の
な

か
で
狂
ひ
回
る
多
く
の
人
の
身
の
上
を
忘
れ
た
。（
九
の
九
）

　　

あ
る
日
の
夕
方
、
三
四
郎
は
母
か
ら
送
っ
て
き
た
三
十
円
を
取
り
に
野
々
宮

の
家
に
訪
ね
て
い
く
。
途
中
、
襯
衣
を
買
お
う
と
し
て
唐
物
屋
に
寄
る
が
、
そ

こ
で
偶
然
、
美
禰
子
と
よ
し
子
に
ば
っ
た
り
出
会
う
。
二
人
は
三
四
郎
の
た
め

に
襯
衣
を
見
て
く
れ
る
。
よ
し
子
が
「
是
に
な
さ
い
」
と
い
う
の
で
、
三
四
郎
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は
そ
れ
に
す
る
。
す
る
と
、
今
度
は
美
禰
子
か
ら
三
四
郎
が
香
水
の
相
談
を
受

け
る
。
香
水
の
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
分
か
ら
な
い
三
四
郎
は
、
ヘ
リ
オ
ト
ロ

ー
プ
と
書
い
た
罎
を
持
っ
て
き
て
、「
是
は
ど
う
で
す
」
と
聞
い
た
ら
、
美
禰

子
は
「
そ
れ
に
為
ま
せ
う
」
と
あ
っ
さ
り
決
め
て
し
ま
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ー
プ
は
、
三
四
郎
が
広
田
先
生
の
二
階
で
マ
ー
メ
イ
ド
の
画

帖
を
覗
き
こ
ん
だ
時
に
、
美
禰
子
の
髪
か
ら
匂
っ
て
き
た
香
水
と
同
等
の
象
徴

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
と
の
「
十
二
の
七
」
で
の
訣
別
の
シ
ー
ン
を

飾
る
た
め
に
、
伏
線
と
し
て
張
ら
れ
る
小
道
具
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ふ
た
た
び
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
以
上
の

引
用
に
書
き
込
ま
れ
た
風
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

野
々
宮
の
家
か
ら
帰
っ
て
く
る
途
中
、
三
四
郎
の
顔
に
あ
た
る
風
は
北
風
で

あ
る
。
三
四
郎
の
下
宿
は
ち
ょ
う
ど
北
の
方
角
に
位
置
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

彼
の
下
宿
は
す
で
に
風
に
包
ま
れ
て
お
り
、
風
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
風

が
そ
の
夜
、
彼
の
下
宿
の
向
こ
う
側
に
あ
る
二
階
屋
を
焼
き
尽
く
し
て
し
ま
う
。

三
四
郎
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
風
は
自
然
の
空
間
を
吹
き
抜
け
る
た
ん
な
る

空
気
の
動
き
を
想
起
さ
せ
る
風
で
は
な
く
、
固
有
名
か
ら
な
る
限
定
詞
を
そ
の

動
力
と
し
て
装
着
し
た
個
別
的
な
風
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
与
次
郎
の
風
」

で
あ
り
、「
美
禰
子
の
風
」
で
あ
る
。
三
四
郎
は
み
ず
か
ら
吐
露
し
て
い
る
よ

う
に
、「
上
京
以
来
自
分
の
運
命
は
大
概
与
次
郎
の
為
に
製
ら
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」。

彼
か
ら
み
れ
ば
、
与
次
郎
は
「
愛
す
べ
き
悪
戯
も
の
」
で
あ
り
、「
向
後
も
此

愛
す
べ
き
悪
戯
も
の
ゝ
為
に
、
自
分
の
運
命
を
握
ら
れ
て
ゐ
さ
う
に
」
思
わ
れ

る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
運
命
を
握
っ
て
い
る
の
は
も
っ
と
強
い
風
で

あ
る
は
ず
だ
。「
与
次
郎
以
上
の
風
」
で
あ
る
は
ず
だ
。
で
は
、
そ
の
風
は
ど

ん
な
風
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
三
四
郎
の
顔
に
あ
た
っ
た
風

で
あ
り
、
今
夜
火
事
を
起
こ
し
て
二
階
屋
を
全
焼
さ
せ
た
風
で
あ
る
。
そ
し
て

今
に
も
三
四
郎
の
下
宿
に
引
火
す
る
か
も
し
れ
な
い
風
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

三
四
郎
が
火
事
の
な
か
に
見
た
「
赤
い
運
命
」
は
、
他
人
の
運
命
で
は
な
く
、

彼
の
身
に
こ
れ
か
ら
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
自
分
の
運
命
な
の
で
あ
る
。
三
四

郎
が
「
風
の
音
を
聞
く
度
に
、
運
命
と
い
ふ
字
を
思
ひ
出
す
」
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
そ
し
て
運
命
と
は
、
そ
の
字
義
ど
お
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
何
か
に
よ

っ
て
運
ば
れ
て
い
く
命
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
運
ぶ
も
の
と
は
漱
石
的
な
文
脈

に
お
い
て
は
風
で
あ
る
は
ず
だ
。
と
い
う
の
は
、
漱
石
が
風
の
音
に
よ
っ
て
、

三
四
郎
に
想
起
を
促
し
て
い
る
の
は
、
運
命
の
こ
と
で
は
な
く
、「
運
命
と
い

う
字
」
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
漢
籍
に
つ
い
て
造
詣
の
深
か
っ
た
漱
石
は
、

よ
く
漢
字
の
表
層
と
戯
れ
る
人
で
あ
る
。
彼
は
す
で
に
「
第
一
夜
」
で
、
ユ
リ

の
花
を
漢
字
の
「
百
合
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
年
後
の
再
会
を
暗

示
し
て
い
る
。
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
は
単
な
る
言
葉
遊
び
に
し
か
映
ら

な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
漢
字
特
有
の
一
種
の
異
化
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

運
命
と
い
う
常
用
的
で
慣
用
的
な
言
葉
に
、
異
化
作
用
を
及
ぼ
し
て
分
節
化
し
、

そ
こ
か
ら
「
運
ぶ
」
と
い
う
意
味
を
引
き
出
し
て
し
ま
う
と
、
風
は
お
の
ず
と

「
運
ぶ
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
動
力
と
し
て
引
き
寄
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
く
な

る
。
つ
ま
り
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
言
葉
と
言
葉
の
間
に
存
す
る
自
立
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的
な
引
力
に
よ
っ
て
、「
運
ぶ
」
が
「
風
」
を
手
繰
り
よ
せ
る
の
で
あ
る
。「
与

次
郎
の
風
」
以
上
に
強
い
「
美
禰
子
の
風
」
に
、
三
四
郎
が
こ
れ
か
ら
も
翻
弄

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
自
分
の
「
赤
い
運
命
」
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、

も
し
か
す
る
と
「
運
命
と
い
う
字
」
の
な
か
に
刻
印
さ
れ
た
「
運
」
の
字
が
表

象
す
る
変
化
の
兆
し
を
読
み
取
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

三
四
郎
が
引
く
風
邪
は
、
ま
さ
に
「
美
禰
子
の
風
」
に
翻
弄
さ
れ
る
三
四
郎

の
「
赤
い
運
命
」
の
避
け
ら
れ
な
い
も
う
一
つ
の
運
命
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト

の
演
芸
会
か
ら
帰
っ
て
き
た
夜
、
三
四
郎
は
夜
半
か
ら
降
り
出
し
た
雨
の
中
で
、

ハ
ム
レ
ッ
ト
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
言
っ
た
「
尼
寺
へ
行
け
」
と
い
う
台
詞
を
思

い
出
し
て
、
眠
れ
な
い
夜
を
過
ご
す
。
翌
日
、
起
き
て
み
る
と
少
し
熱
が
あ
る
。

そ
れ
で
学
校
に
も
行
か
な
い
で
、
部
屋
で
寝
て
い
る
と
与
次
郎
が
心
配
し
て
訪

ね
て
く
る
。

　

　

与
次
郎
は
手
を
出
し
て
、
三
四
郎
の
額
を
抑
へ
た
。

　
「
大
分
熱
が
あ
る
。
薬
を
飲
ま
な
く
つ
ち
や
不
可
な
い
。
風
邪
を
引
い

た
ん
だ
」

　
「
演
芸
場
が
あ
ま
り
暑
過
ぎ
て
、
明
る
過
ぎ
て
、
さ
う
し
て
外
へ
出
る

と
、
急
に
寒
過
ぎ
て
、
暗
過
ぎ
る
か
ら
だ
。
あ
れ
は
可よ

く
な
い
」

　
「
可い

け
な
い
た
つ
て
、
仕
方
が
な
い
ぢ
や
な
い
か
」

　
「
仕
方
が
な
い
た
つ
て
、
可
け
な
い
」

　

三
四
郎
の
言
葉
は
段
〻
短
く
な
る
、
与
次
郎
が
好
加
減
に
あ
し
ら
つ
て

ゐ
る
う
ち
に
、
す
う
〳
〵
寐
て
仕
舞
つ
た
。
一
時
間
程
し
て
又
眼
を
開
け

た
。
与
次
郎
を
見
て
、

　
「
君
、
其
所
に
ゐ
る
の
か
」
と
云
ふ
。
今
度
は
平
生
の
三
四
郎
の
様
で

あ
る
。
気
分
は
ど
う
か
と
聞
く
と
、
頭
が
重
い
と
答
へ
た
丈
で
あ
る
。

　
「
風
邪
だ
ら
う
」

　
「
風
邪
だ
ら
う
」

　

両
方
で
同
じ
事
を
云
つ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
三
四
郎
が
与
次
郎

に
聞
い
た
。

　
「
君
、
此
間
美
禰
子
さ
ん
の
事
を
知
つ
て
る
か
と
僕
に
尋
ね
た
ね
」

　
「
美
禰
子
さ
ん
の
事
を
？　

何
処
で
？
」

　
「
学
校
で
」

　
「
学
校
で
？　

何
時
」

　

与
次
郎
は
ま
だ
思
ひ
出
せ
な
い
様
子
で
あ
る
。
三
四
郎
は
已
を
得
ず
、

其
前
後
の
当
時
を
詳
し
く
説
明
し
た
。（
十
二
の
四
）

　　

三
四
郎
は
風
邪
の
理
由
に
つ
い
て
、
そ
の
夜
、
演
芸
場
は
暑
過
ぎ
て
、
外
は

寒
過
ぎ
た
か
ら
だ
と
言
う
が
、
し
か
し
そ
の
風
邪
が
あ
る
風
に
よ
る
風
邪
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
人
が
異
口
同
音
に
「
風
邪
だ
ら

う
」
と
言
っ
た
あ
と
に
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
す
ぐ
美
禰
子
の
こ
と
に
話
題
を

移
す
か
ら
で
あ
る
。
美
禰
子
を
〈
雲
の
女
〉
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
し
た
場
合
、

二
人
は
い
つ
も
空
の
雲
に
一
瞥
を
や
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
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同
様
、
こ
こ
で
も
二
人
は
美
禰
子
を
〈
風
の
女
〉
と
し
て
了
解
し
、
そ
の
風
か

ら
風
邪
を
音
で
か
け
る
よ
う
に
し
て
導
き
出
す
。
風
に
よ
っ
て
か
か
る
風
邪
、

三
四
郎
の
風
邪
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
風
邪
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
演
芸
場

は
暑
過
ぎ
て
、
外
は
寒
過
ぎ
た
と
い
う
温
度
差
は
、
三
四
郎
の
風
邪
に
真
実
性

を
持
た
せ
る
た
め
の
捏
造
で
あ
る
。
彼
が
風
邪
を
引
い
た
の
は
、
そ
う
し
た
温

度
差
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、「
美
禰
子
の
風
」
が
例
の
通
り
彼
の
顔
に
あ
た

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
予
測
は
三
四
郎
が
「
美
禰
子
の
風
」
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
火
事
の
中
に
「
赤
い
運
命
」
を
確
認
し
た
と
き
に
、
す
で
に
暗
示

さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
三
四
郎
の
風
邪
は
運
命
の
風
邪
で
あ
り
、
病
な
ら
ぬ

風
邪
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
恋
の
病
で
あ
る
。
そ
れ
を
漱
石
流
の
「
か
け

技
」
で
風
邪
を
風
に
か
け
て
、
あ
っ
さ
り
と
恋
の
こ
と
を
病
の
言
説
に
結
び
付

け
て
し
ま
う
。
こ
の
日
、
与
次
郎
が
三
四
郎
に
向
か
っ
て
、「
馬
鹿
だ
な
あ
、

あ
ん
な
女
を
思
つ
て
。
思
つ
た
つ
て
仕
方
が
な
い
よ
」「
日
本
ぢ
や
今
女
の
方

が
余
つ
て
ゐ
る
ん
だ
か
ら
。
風
邪
な
ん
か
引
い
て
熱
を
出
し
た
つ
て
始
ま
ら
な

い
」
と
如
何
に
も
慰
め
ら
し
い
言
葉
を
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
慰
安

の
言
葉
で
は
な
く
、
風
に
対
す
る
注
意
で
あ
る
。
彼
が
帰
り
が
け
に
予
約
し
て

く
れ
た
医
者
が
、
三
四
郎
の
風
邪
を
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
診
断
し
た
あ
と
、
最

後
に
「
成
る
可
く
風
に
当
ら
な
い
様
に
し
ろ
と
云
ふ
注
意
」
を
促
し
た
の
も
、

そ
の
背
景
に
共
有
さ
れ
た
風
の
隠
喩
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、

風
邪
が
病
で
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
医
者
も
医
者
で
は
な
く
与
次
郎
と
あ
ま

り
変
わ
ら
な
い
存
在
と
な
る
。
た
し
か
に
与
次
郎
は
自
分
の
こ
と
を
「
医
科
の

学
生
」
と
偽
っ
た
た
め
に
、
女
か
ら
診
断
を
頼
ま
れ
て
医
者
の
身
振
り
を
見
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
「
ニ
セ
医
者
」
で
あ
る
。
こ
の
ニ
セ
の
論
理
に
し
た

が
う
と
、
診
断
も
ニ
セ
の
診
断
に
な
り
、
風
邪
も
ニ
セ
の
風
邪
に
な
る
。
と
同

時
に
、「
成
る
可
く
風
に
当
ら
な
い
様
に
し
ろ
と
云
ふ
注
意
」
も
病
へ
の
ニ
セ

の
注
意
と
な
る
。
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
な
る
べ
く
「
美
禰
子
の
風
」
に
あ
た

る
な
と
い
う
接
近
禁
止
の
注
意
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
四
郎
は

こ
の
忠
告
を
無
視
し
て
、
美
禰
子
が
行
っ
て
い
る
会
堂
に
後
を
追
う
よ
う
に
し

て
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
行
く
。

　

　
「
御
這
入
り
に
な
れ
ば
好
い
の
に
。
寒
か
つ
た
で
せ
う
」

　
「
寒
か
つ
た
」

　
「
御
風
邪
は
も
う
好
い
の
。
大
事
に
な
さ
ら
な
い
と
、
ぶ
り
返
し
ま
す

よ
。
ま
だ
顔
色
が
好
く
な
い
様
ね
」

　

男
は
返
事
を
し
ず
に
、
外
套
の
隠
袋
か
ら
半
紙
に
包
ん
だ
も
の
を
出
し

た
。

　
「
拝
借
し
た
金
で
す
。
永
々
難
有
う
。
返
さ
う
〳
〵
と
思
つ
て
、
つ
い

遅
く
な
つ
た
」（
十
二
の
七
）

　　

与
次
郎
や
医
者
と
は
ち
が
っ
て
、
美
禰
子
は
注
意
で
は
な
く
、
警
告
を
出
し

て
い
る
、「
大
事
に
な
さ
ら
な
い
と
、
ぶ
り
返
し
ま
す
よ
」
と
。
そ
し
て
、
美

禰
子
は
さ
ら
な
る
警
告
を
発
す
る
か
の
よ
う
に
、
吾
妻
コ
ー
ト
か
ら
ヘ
リ
オ
ト
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ロ
ー
プ
の
香
が
染
み
込
ん
だ
ハ
ン
カ
チ
を
取
り
出
し
て
、
三
四
郎
の
顔
の
前
で

一
振
り
す
る
。「
鋭
い
香
が
ぷ
ん
」
と
し
た
の
で
、「
三
四
郎
は
思
わ
ず
顔
を

後
」
の
方
へ
引
く
。
美
禰
子
の
団
扇
と
同
様
、
ハ
ン
カ
チ
は
風
を
引
き
起
こ
す

道
具
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ン
カ
チ
の
一
振
り
が
引
き
起
こ
す
空
気

の
流
れ
が
風
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
匂
い
も
一
種
の
風
な
の

で
あ
る
。
し
か
も
香
と
い
う
強
力
な
誘
引
力
を
も
っ
た
風
で
あ
る
。
唐
物
屋
で

三
四
郎
が
み
ず
か
ら
勧
め
た
香
水
は
、
こ
こ
で
は
風
の
役
目
を
負
わ
さ
れ
て
、

ふ
た
た
び
風
邪
を
誘
発
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
暗
示
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
三
四
郎
』
に
お
い
て
、
美
禰
子
が
〈
風
の
女
〉
と
し
て
火
事
に

か
か
わ
り
、
風
邪
に
か
か
わ
る
存
在
と
な
り
う
る
の
は
、
原
口
の
ア
ト
リ
エ
以

外
の
所
に
身
を
処
し
て
い
る
時
だ
け
で
あ
り
、
肖
像
画
の
平
面
に
封
じ
込
め
ら

れ
る
前
ま
で
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
二
三
分
は
全
く
静
か
に
な
つ
た
。
部
屋
は
暖
炉
で
温
め
て
あ
る
。

今
日
は
外
面
で
も
、
さ
う
寒
く
は
な
い
。
風
は
死
に
尽
し
た
。
枯
れ
た
樹

が
音
な
く
冬
の
日
に
包
ま
れ
て
立
つ
て
ゐ
る
。
三
四
郎
は
画
室
へ
導
か
れ

た
時
、
霞
の
中
へ
這
入
つ
た
様
な
気
が
し
た
。
丸
卓
に
肘
を
持
た
し
て
、

此
静
か
さ
の
夜
に
勝
る
境
に
、
憚
り
な
き
精
神
を
溺
れ
し
め
た
。
此
静
か

さ
の
う
ち
に
、
美
禰
子
が
ゐ
る
。
美
禰
子
の
影
が
次
第
に
出
来
上
り
つ
ゝ

あ
る
。（
中
略
）

　

静
か
な
も
の
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
美
禰
子
は
全
く
動
か
な
い
。
団
扇
を

翳
し
て
立
つ
た
姿
そ
の
儘
が
既
に
画
で
あ
る
。
三
四
郎
か
ら
見
る
と
、
原

口
さ
ん
は
、
美
禰
子
を
写
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
不
可
思
議
に
奥
行
の

あ
る
画
か
ら
、
精
出
し
て
、
其
奥
行
丈
を
落
し
て
、
普
通
の
画
に
美
禰
子

を
描
き
直
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
に
も
拘
は
ら
ず
第
二
の
美
禰
子
は
、
こ

の
静
さ
の
う
ち
に
、
次
第
と
第
一
に
近
づ
い
て
来
る
。
三
四
郎
に
は
、
此

二
人
の
美
禰
子
の
間
に
、
時
計
の
音
に
触
れ
な
い
、
静
か
な
長
い
時
間
が

含
ま
れ
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
た
。
其
時
間
が
画
家
の
意
識
に
さ
へ
上
ら
な

い
程
音
無
し
く
経
つ
に
従
つ
て
、
第
二
の
美
禰
子
が
漸
や
く
追
ひ
付
い
て

来
る
。
も
う
少
し
で
双
方
が
ぴ
た
り
と
出
合
つ
て
一
つ
に
収
ま
る
と
云
ふ

所
で
、
時
の
流
れ
が
急
に
向
を
換
へ
て
永
久
の
中
に
注
い
で
仕
舞
ふ
。
原

口
さ
ん
の
画
筆
は
夫
よ
り
先
に
は
進
め
な
い
。
三
四
郎
は
其
所
迄
跟
い
て

行
つ
て
、
気
が
付
い
て
、
不
図
美
禰
子
を
見
た
。
美
禰
子
は
依
然
と
し
て

動
か
ず
に
居
る
。
三
四
郎
の
頭
は
此
静
か
な
空
気
の
う
ち
で
覚
え
ず
動
い

て
ゐ
た
。
酔
つ
た
心
持
で
あ
る
。
す
る
と
突
然
原
口
さ
ん
が
笑
ひ
出
し
た
。

（
十
の
三
）

　　

ア
ト
リ
エ
が
墓
場
で
あ
り
、
画
家
が
殺
人
者
で
あ
る
こ
と
は
、
漱
石
的
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
が
有
し
て
い
る
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
、
美
禰
子
は
画
家

原
口
の
モ
デ
ル
と
し
て
そ
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
の
見
覚
え
の

あ
る
「
団
扇
」
を
持
っ
て
い
る
。
が
、
こ
の
日
の
美
禰
子
は
「
池
の
女
」
で
も

な
け
れ
ば
、〈
風
の
女
〉
で
も
な
い
。
た
し
か
に
、
広
田
先
生
の
引
っ
越
し
の
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手
伝
い
に
訪
れ
た
時
の
彼
女
は
、〈
風
の
女
〉
と
し
て
、
枯
れ
葉
を
吹
き
飛
ば

し
な
が
ら
現
れ
て
庭
先
に
立
っ
て
い
た
。「
風
が
女
を
包
ん
だ
。
女
は
秋
の
中

に
立
つ
て
ゐ
た
」。
こ
れ
が
そ
の
時
の
描
写
で
あ
る
。
そ
の
日
、
美
禰
子
は
風

を
そ
の
生
の
象
徴
と
し
て
身
に
ま
と
い
、
そ
の
生
を
謳
歌
し
な
が
ら
秋
の
庭
に

立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
ア
ト
リ
エ
に
立
っ
て
い
る
美
禰
子
は
ま
る
で
違

っ
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
彼
女
の
生
を
象
徴
す
る
風
は
外
で
は
死
に
尽
く
し
、

ア
ト
リ
エ
の
中
は
死
の
寂
滅
な
る
静
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
団
扇
は
も
は
や

〈
気
体
的
な
存
在
〉
の
象
徴
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
顕
著
な
相
反
関
係
を
可
能

に
し
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
引
用
が
占
め
る
空
間
、
す
な
わ
ち
広
田
先
生
の
庭

先
と
画
家
原
口
の
ア
ト
リ
エ
の
違
い
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
風
の
変
容
ぶ
り
で
あ

る
。
前
者
の
場
合
「
秋
の
中
に
立
つ
て
ゐ
た
」
の
は
美
禰
子
で
あ
り
、
生
の
賛

歌
を
奏
で
て
い
た
の
は
風
で
あ
っ
た
が
、
後
者
の
場
合
は
「
冬
の
日
に
包
ま
れ

て
立
つ
て
ゐ
る
」
の
は
「
枯
れ
た
樹
」
で
あ
り
、
そ
の
死
に
葬
送
曲
も
送
れ
ず

に
横
た
わ
っ
て
い
た
の
は
「
美
禰
子
の
風
」
で
あ
る
。
二
つ
の
引
用
に
含
ま
れ

て
い
る
「
秋
」
か
ら
「
冬
」
へ
の
自
然
の
推
移
も
、
美
禰
子
の
生
か
ら
死
へ
の

運
命
的
推
移
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
三
四
郎
』
に
お
い
て
、

美
禰
子
が
も
は
や
〈
風
の
女
〉
で
は
な
く
な
る
時
、
彼
女
は
「
画
の
女
」
に
な

り
、
死
の
女
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
画
家
の
手
に
握
ら
れ
た
絵
筆
は
、
ま
さ

に
生
を
奪
う
ギ
ロ
チ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ア
ト
リ
エ
に
広
げ
ら
れ
た
画

布
は
、
ま
さ
に
死
者
を
く
る
む
経
帷
子
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
静
か
な
も
の
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
美
禰
子
は
全
く
動
か
な
い
」
と
い
う
隠
喩

表
現
が
、
い
ま
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
し
か
し
確
実
に
美
禰
子
が
死
に
つ
つ
あ

る
こ
と
を
暗
に
仄
め
か
し
て
い
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
む
ろ
ん
、
死
と

い
っ
て
も
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造
が
有
し
て
い
る
「
画
の
論
理
」
が
強
い

る
擬
似
の
死
で
あ
る
。

　　

十
　
老
子
の
哲
学
と
「
谷
神
」
と
「
玄
牝
」
と
「
水
」

　

明
治
二
十
五
年
六
月
十
一
日
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
第
二
学
年
に
在
籍
し
て

い
た
漱
石
は
、
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
「
老
子
の
哲
学
」
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
を
み
る
と
、
決
し
て
老
子
の
哲
学
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
。
と
い

う
の
は
、
彼
が
老
子
の
哲
学
を
社
会
や
人
間
に
つ
い
て
の
倫
理
道
徳
な
ど
の
言

説
を
弄
し
た
儒
教
的
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
、
二
十

五
歳
と
い
う
若
い
漱
石
に
と
っ
て
、
老
子
の
哲
学
を
形
而
上
学
的
な
理
念
と
し

て
概
念
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
明
治
と
い
う
時
代
の
制
限

も
あ
っ
て
、
儒
教
的
「
修
身
」
と
い
う
視
点
で
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
漱
石
が
二
年
間
に
及
ぶ
英
国
留
学
を
終
え
て
帰
国
し
、
文

学
を
志
し
た
時
に
は
そ
の
理
解
は
完
全
に
異
な
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
老
子

の
哲
学
は
哲
学
的
な
思
考
で
固
め
ら
れ
た
概
念
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
み
る
よ

り
も
、
文
学
と
い
う
想
像
力
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
見
た
方
が
ず
っ
と
理
解
し

や
す
く
、
ず
っ
と
多
様
性
に
富
ん
で
豊
か
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下
は
、

老
子
の
哲
学
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
漱
石
的
認
識
を
端
的
に
示
す
好
例
で
あ

る
。
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此
玄
を
視
る
に
二
様
あ
り
一
は
静
な
る
所
を
見
一
は
其
動
く
所
を
見
る

固
よ
り
絶
対
な
れ
ば
其
中
に
は
善
悪
も
な
く
長
短
も
な
く
前
後
も
な
し
難

易
相
成
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
高
下
相
傾
く
る
こ
と
も
な
く
感
情
上
よ
り
云

ふ
も
智
性
上
よ
り
云
ふ
も
一
切
性
質
を
有
せ
ず
去
る
が
故
天
地
の
始
め
万

物
の
母
に
し
て
混
々
洋
々
名
づ
く
る
所
以
を
知
ら
ざ
れ
ば
無
名
と
云
ふ
）
（（
（

　　

こ
こ
に
あ
る
「
玄
」
は
、「
玄
牝
」（
玄
妙
な
牝
）
に
通
ず
る
も
の
と
し
て
、

老
子
の
哲
学
で
は
万
物
を
産
み
出
す
根
源
的
な
母
胎
、
ま
た
は
女
性
原
理
を
言

い
表
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
漱
石
に
と
っ
て
、
女
は
「
静
の
原
理
」
と

「
動
の
原
理
」
を
融
合
す
る
形
で
そ
の
一
身
に
帯
び
て
い
る
絶
対
的
な
存
在
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
彼
女
た
ち
が
「
静
の
原
理
」
か
ら
「
動
の
原
理
」
へ
と
移
り
、

そ
こ
で
如
何
な
る
言
動
を
引
き
起
こ
そ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
結
果
に
対
し

て
善
悪
の
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
玄
牝
」
な

る
女
と
は
、
善
悪
の
判
断
を
超
越
し
た
絶
対
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
後
述
す
る

『
行
人
』
の
一
郎
が
、
学
者
と
し
て
そ
こ
ま
で
苦
し
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

は
、
ほ
か
で
も
な
い
こ
の
よ
う
な
「
玄
牝
」
的
性
質
を
多
分
に
隠
し
持
っ
た
自

分
の
妻
、
お
直
を
相
手
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

が
描
く
女
と
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
「
玄
牝
」
的
性
質
を
有
し
た
存
在
た

ち
で
あ
る
。

　

漱
石
に
と
っ
て
、
文
学
は
二
つ
し
か
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
漢
学
に
お
け
る

文
学
と
英
語
に
お
け
る
文
学
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
二
種
類
の
文
学
を
「
到
底
同

定
義
の
下
に
一
括
し
得
べ
か
ら
ざ
る
異
種
類
の
も
の
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。

　

　

余
が
英
語
に
於
け
る
知
識
は
無
論
深
し
と
云
ふ
可
か
ら
ざ
る
も
、
漢
籍

に
於
け
る
そ
れ
に
劣
れ
り
と
は
思
は
ず
。
学
力
は
同
程
度
と
し
て
好
悪
の

か
く
迄
に
岐
か
る
ゝ
は
両
者
の
性
質
の
そ
れ
程
に
異
な
る
が
為
め
な
ら
ず

ん
ば
あ
ら
ず
。
換
言
す
れ
ば
漢
学
に
所
謂
文
学
と
英
語
に
所
謂
文
学
と
は

到
底
同
定
義
の
下
に
一
括
し
得
べ
か
ら
ざ
る
異
種
類
の
も
の
た
ら
ざ
る
可

か
ら
ず
）
（（
（

。

　　

漱
石
が
英
国
留
学
を
命
じ
ら
れ
た
時
、「
研
究
の
題
目
」
は
「
英
語
に
し
て

英
文
学
に
あ
ら
ず
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
彼
が
英
文
学
を
修
め
よ
う
と
志

し
た
の
は
、
ひ
と
つ
は
、
明
治
三
十
三
年
、
漱
石
が
上
田
万
年
（
当
時
文
部
省

の
専
門
学
務
局
長
）
に
英
国
留
学
の
委
細
を
質
し
た
際
、
彼
が
そ
れ
に
対
し
て

「
別
段
窮
屈
な
る
束
縛
を
置
く
の
必
要
」
な
し
と
い
う
寛
大
な
認
識
を
示
し
て

く
れ
た
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、「
官
命
は
官
命
な
り
、
余
の
意
志
は
余
の
意

志
な
り
」「
余
は
余
の
意
志
を
満
足
せ
し
む
る
の
自
由
を
有
す
」
と
い
う
漱
石

な
り
の
自
由
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
に
起
因
し
て
い
る
。

　

漱
石
に
と
っ
て
「
漢
学
」
と
「
英
語
」
は
東
西
と
い
う
単
な
る
空
間
的
異
質

性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
民
族
や
近
代
国
家
を
背
景
に

し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
異
質
性
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
進
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化
論
的
な
文
明
の
軌
跡
が
刻
ま
れ
る
歴
史
的
な
異
質
性
を
意
味
す
る
も
の
で
も

な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
両
者
に
お
け
る
異
質
性
は
空
間
的
な
も
の
で
も

な
け
れ
ば
時
間
的
な
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
で
も
な

か
っ
た
。

　

で
は
、「
漢
学
」
と
「
英
語
」
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ

わ
れ
は
果
た
し
て
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
う
ま
く
現
代
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
翻

訳
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
「
で
き
な
い
」
で
あ
る
。
漱
石

に
と
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
に
内
包
さ
れ
て
い
る
意
味
の
境
界
は
確
定
可
能

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
言
葉
に
は
自
己

現
前
す
る
意
味
な
ど
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
漱
石
が
帰
朝
後
、「
英
文
学
に

欺
か
れ
た
る
如
き
不
安
の
念
あ
り
」
と
い
っ
て
、「
根
本
的
に
文
学
と
は
如
何

な
る
も
の
ぞ
」
と
究
極
的
な
問
い
を
発
し
た
と
き
、
彼
の
脳
裏
に
は
こ
の
二
つ

の
言
葉
か
ら
立
ち
昇
る
二
項
対
立
的
な
意
味
の
相
反
で
は
な
く
、
つ
か
み
ど
こ

ろ
の
な
い
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
の
よ
う
な
不
確
定
性
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
彼
を
生
涯
悩
ま
せ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
不
確
定
性
か
ら

来
る
不
安
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
漱
石
的
文
学
に
精
神
分
析
学
が
言
及

す
る
個
人
史
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
個
人
史
に
無
意
識
の
よ
う
な
原
初
的
な
も

の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
不
確
定
性
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
か

ら
来
る
不
安
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
漱
石
的
文
学
は
そ
の
生
涯
の
す
べ
て
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
こ
の
よ
う
な
不
安
が
醸
し
出
す
雰
囲
気
の
捕
獲
に
、
こ
の
よ
う

な
不
確
定
性
を
確
定
性
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
努
力
に
費
や
し
て
い
る
。
だ

か
ら
、
彼
の
す
べ
て
の
作
品
は
、
こ
の
よ
う
な
不
安
と
こ
の
よ
う
な
不
確
定
性

を
横
糸
と
縦
糸
に
し
て
紡
ぎ
出
し
た
テ
ク
ス
ト
、
つ
ま
り
織
物
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
＝
織
物
に
は
、
こ
の
二
つ
の
糸
が
織
り
成
す
、
き
わ

め
て
鮮
や
か
な
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
の
読
み
の

冒
険
が
最
終
的
に
目
指
す
目
的
が
そ
の
よ
う
な
痕
跡
の
深
み
に
横
た
わ
っ
て
い

る
「
も
の
」
と
の
遭
遇
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
漢
学
」
と

「
英
語
」
と
い
う
以
上
の
二
つ
の
亡
霊
と
の
対
面
で
あ
る
は
ず
だ
。

　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
は
、
い
つ
も
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
亡
霊
が
住
ん
で
い
る
。

漱
石
的
文
学
は
こ
の
よ
う
な
亡
霊
と
の
遭
遇
、
亡
霊
と
の
対
面
が
有
し
て
い
る
、

無
限
な
反
復
可
能
性
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
漱
石
的
文
学

は
い
つ
も
こ
の
二
つ
の
亡
霊
が
唱
え
る
夜
な
夜
な
の
呪
文
に
よ
っ
て
、
永
遠
に

平
行
線
を
た
ど
る
異
母
兄
弟
の
よ
う
な
異
質
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
漱
石
的
文
学
に
住
み
着
い
て
い
る
二
つ
の
亡
霊
は
、
あ

る
存
在
を
自
分
た
ち
の
領
分
に
関
わ
る
対
象
と
し
て
選
ぶ
時
、
両
者
の
差
異
の

境
界
線
は
取
り
払
わ
れ
て
重
な
り
合
い
、
そ
し
て
共
同
の
目
的
の
実
現
の
た
め

に
協
力
関
係
を
取
り
結
ぶ
。
そ
の
対
象
と
は
、
す
な
わ
ち
女
で
あ
る
。

　

漱
石
的
文
学
に
と
っ
て
、
人
間
と
い
う
時
、
何
は
さ
て
お
い
て
も
、
そ
れ
は

ま
ず
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
女
と
は
痕
跡
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト

で
あ
り
、
充
�
で
あ
り
、
他
性
で
あ
り
、
標
記
で
あ
り
、
亡
霊
で
あ
る
。
と
同

時
に
、
そ
れ
は
前
言
語
的
で
あ
り
、
言
語
の
他
性
で
あ
り
、
言
語
を
超
え
出
る

も
の
で
あ
り
、
言
語
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
非
人
間
学
的
な
も
の
で
あ
り
、
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隠喩から流れ出るエクリチュール

非　

知
で
あ
る
。
漱
石
的
文
学
が
、
老
子
の
哲
学
に
異
様
な
親
縁
性
を
見
せ
て

そ
れ
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
女
と
い
う

主
題
を
そ
の
中
心
に
据
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
老
子
の

哲
学
が
、
自
ら
の
理
念
な
る
「
道
」
を
解
釈
す
る
の
に
、
哲
学
的
思
考
や
概
念

で
は
な
く
、
存
在
と
生
成
の
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
る
三
つ
の
物
象
を
用
い
て

い
る
の
と
ど
こ
か
似
通
っ
て
い
る

　

で
は
、
老
子
の
「
道
」
の
哲
学
は
、
如
何
な
る
性
質
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か

　

老
子
は
そ
の
哲
学
の
理
念
で
あ
る
「
道
」
の
形
而
上
学
的
な
意
味
を
解
釈
す

る
た
め
に
、
き
わ
め
て
特
殊
な
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
い
る
。
一
つ
は
、

「
谷
神
」
が
そ
の
住
み
処
に
し
て
い
る
谷
間
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
谷
間
の

神
霊
で
あ
る
「
谷
神
」
と
同
様
、
永
遠
不
滅
の
存
在
な
る
「
玄
牝
」
と
呼
ば
れ

る
メ
ス
で
あ
り
、
最
後
の
一
つ
は
、「
上
善
」
に
譬
え
ら
れ
る
「
水
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
老
子
は
「
道
」
の
理
念
を
説
明
す
る
た
め
に
、
谷
間
、
女
、
水
の
イ

メ
ー
ジ
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
谷
神
」
と
「
玄
牝
」
に
つ
い
て
、『
老
子
』
の
上
�
、
第
六
章
は
下

記
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

谷た
に

間ま

の
神デ
イ
モ
ン霊

は
永
遠
不
滅

そ
を
玄
妙
不
可
思
議
な
メ
ス
と
い
う

玄
妙
不
可
思
議
な
メ
ス
の
陰ほ

門と

は

こ
れ
ぞ
天
地
を
産
み
出
だ
す
生
命
の
根
源

綿な
が

く
綿な
が

く
太
古
よ
り
存な
が
らえ

し
か

疲
れ
を
知
ら
ぬ
そ
の
不ふ

死じ

身み

さ
よ
）
（（
（

　　

す
な
わ
ち
、「
谷
神
」
も
「
玄
牝
」
も
い
ず
れ
も
生
命
の
根
源
と
深
く
関
わ

っ
た
、
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
で
あ
り
、
そ
の
産
出
源
で
あ
る
。
福
永
光
司
の

解
釈
を
借
り
れ
ば
、「
谷
神
」
は
「
谷
間
の
凹
地
に
宿
る
神デ
イ
モ
ン霊
の
意
で
、
女
性

の
陰
部
を
神
秘
的
に
表
現
し
た
も
の
」
で
あ
り
、「
玄
牝
」
は
「
玄
妙
な
メ
ス

で
、
不
可
思
議
な
生
殖
力
を
も
つ
女
性
の
意
」
で
あ
る
）
（（
（

。
明
ら
か
に
、
こ
の

「
玄
牝
」
の
隠
喩
の
次
元
に
は
「
原
始
的
な
生
殖
神
話
の
痕
跡
を
な
ま
な
ま
し

く
感
じ
さ
せ
る
表
現
」
が
内
包
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
が
『
荘
子
』
の
記
述
に
比

べ
る
と
、
よ
り
素
朴
で
、
よ
り
具
象
的
で
、
よ
り
直
截
的
で
あ
る
）
（（
（

。

　

老
子
の
哲
学
は
、「
谷
神
」
か
ら
空
間
と
し
て
の
谷
間
と
神
格
と
し
て
の
神

霊
を
そ
れ
ぞ
れ
導
き
出
し
、
そ
の
谷
間
に
神
霊
の
住
み
処
を
定
め
、
そ
の
神
霊

に
「
玄
牝
」
と
い
う
呼
び
名
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
谷
間
と
メ
ス

は
生
命
の
根
源
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
結
ば
れ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
結
び
つ
き
は
、
む
ろ
ん
以
上
の
「
谷
神
」
に
つ
い
て
の
解
釈
、
す
な

わ
ち
「
谷
間
の
凹
地
に
宿
る
神デ
イ
モ
ン霊

の
意
で
、
女
性
の
陰
部
を
神
秘
的
に
表
現
し

た
も
の
」
か
ら
も
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
老
子
の
哲
学
に
お
い

て
、
両
者
は
た
だ
表
現
や
イ
メ
ー
ジ
の
レ
ベ
ル
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

両
者
の
結
び
つ
き
は
、
万
物
照
応
と
は
異
な
っ
た
次
元
で
の
必
然
性
を
有
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
必
然
性
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
、
老
子
の
哲
学
に
は
「
最
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上
の
善
」
で
あ
る
水
が
中
心
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
参
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
瞬
間
、「
谷
神
」
の
住
み
着
い
て
い
る
谷
間
は
も
う
一
つ
の
神
霊
に
等
し

い
存
在
、
水
が
流
れ
て
い
っ
て
立
ち
止
ま
り
、
住
み
着
く
場
所
と
な
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
『
老
子
』
は
下
記
の
よ
う
な
記
述
に
託
し

て
い
る
。

　

最
上
の
善
は
、
た
と
え
ば
水
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

水
は
万
物
に
偉
大
な
恵
み
を
与
え
る
が
、
万
物
と
争
う
こ
と
は
せ
ず

人
び
と
の
嫌
が
る
低
湿
の
地
を
居
処
と
す
る

だ
か
ら
無
為
自
然
の
道
の
あ
り
方
に
近
い
の
だ

善
と
い
え
ば
、
こ
ん
な
こ
と
ば
が
あ
る

居
処
と
し
て
は
大
地
の
上
が
善
く

心
の
在
り
方
と
し
て
は
淵
の
よ
う
な
深
い
の
が
善
く

仲
間
と
し
て
は
仁
者
が
善
く

言
葉
と
し
て
は
真
実
な
の
が
善
く

政
法
と
し
て
は
世
の
中
の
う
ま
く
治
ま
る
の
が
善
く

事
に
処
し
て
は
有
能
な
の
が
善
く

行
動
と
し
て
は
時
宜
を
得
て
い
る
の
が
善
い
と
い
う
言
葉
が

水
も
ま
た
こ
れ
ら
の
善
を
こ
と
ご
と
く
備
え
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

水
の
偉
大
さ
は
万
物
に
順
っ
て
争
わ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が

い
っ
た
い
争
わ
ぬ
か
ら
こ
そ
過
失
も
な
く
咎
め
だ
て
さ
れ
る
こ
と
も
な
い

の
で
あ
る

道
の
体
得
者
・
聖
人
の
在
り
方
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
）
（（
（

　　

す
な
わ
ち
、
万
物
に
恵
み
を
与
え
た
水
は
、
そ
の
見
返
り
を
ま
っ
た
く
求
め

な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
恵
み
に
浴
し
た
万
物
が
行
き
た
が
ら
な
い
場

所
に
も
、
か
え
っ
て
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
流
れ
て
行
っ
て
立
ち
止
ま
り
、
そ
こ

に
住
み
着
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
水
の
属
性
こ
そ
、「
最
上
の
善
」
と
呼
ば

れ
る
所
以
で
あ
る
。
福
永
光
司
が
そ
の
解
釈
に
お
い
て
「『
老
子
』
の
な
か
に

は
、『
道
』
が
万
物
を
生
成
す
る
造
化
の
は
た
ら
き
を
女
性
の
生
殖
作
用
に
譬

え
」
て
い
る
も
の
の
ほ
か
に
）
（（
（

、「『
道
』
の
無
為
自
然
の
あ
り
方
を
女
性
（
牝
・

雌
・
母
）
の
強
靭
な
受
身
の
精
神
に
譬
え
て
説
明
し
た
叙
述
が
少
な
く
な
い
）
（（
（

」

と
指
摘
す
る
時
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、「
谷
神
」
と
「
玄
牝
」
の
結
び

付
き
だ
け
で
な
く
、
後
参
者
の
水
を
入
れ
た
谷
間
と
女
と
水
の
融
合
し
た
関
係

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
福
永
が
言
及
し
て
い
る
「
女
性
の
強
靭
な

受
身
の
精
神
」
は
、
原
文
の
「
水
は
万
物
に
偉
大
な
恵
み
を
与
え
る
が
、
万
物

と
争
う
こ
と
は
せ
ず
、
人
び
と
の
嫌
が
る
低
湿
の
地
を
居
処
と
す
る
、
だ
か
ら

無
為
自
然
の
道
の
あ
り
方
に
近
い
の
だ
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
解
釈
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
精
神
の
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
水
が
流
れ
て
行

っ
て
立
ち
止
ま
っ
た
所
に
で
き
る
水
溜
ま
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
水
溜
ま

り
と
は
、
水
の
動
の
原
理
が
自
ら
を
静
の
原
理
に
委
ね
た
姿
ま
た
は
状
態
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
の
占
有
面
積
の
広
狭
か
ら
い
え
ば
、
水
溜
ま
り
は
広
い
時
に
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は
池
で
あ
っ
た
り
、
沼
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
狭
い
と
き
に
は
小
さ
な
窪
み
に
で

き
る
小
さ
な
水
溜
ま
り
で
あ
っ
た
り
す
る
。『
草
枕
』
に
も
『
三
四
郎
』
に
も

そ
の
よ
う
な
象
徴
性
を
帯
び
た
水
溜
ま
り
が
散
在
し
て
い
る
。
が
、
漱
石
的
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
小
さ
な
水
溜
ま
り
よ
り
も
大
き
な
水
溜
ま

り
と
も
い
う
べ
き
池
の
ほ
う
が
特
権
的
な
空
間
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
る
。
池
は
そ
の
ま
ま
女
性
性
を
帯
び
た
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
空
間
と
し
て
、

い
つ
も
男
の
登
場
人
物
た
ち
を
引
き
付
け
て
い
る
。
蓮
實
重
彦
が
、
漱
石
的
作

品
に
お
い
て
、
男
の
主
人
公
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
池
に
近
づ
く
と
、
女
た
ち
は

ま
る
で
そ
こ
に
住
み
着
い
て
い
た
浮
遊
霊
の
よ
う
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
突
然

現
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
は
い
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
老
子
の
哲
学
に
お
い
て
、「
道
」
が
無
為
自
然
を
貴
ぶ
も

の
で
あ
り
、
水
が
お
の
ず
と
自
然
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
女
も
ま
た
そ
の
生

殖
能
力
に
お
い
て
能
産
的
な
自
然
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
形
成
す
る
存
在
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
が
、
こ
の
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、『
老
子
』
に
お
い

て
は
、
異
な
っ
た
理
解
に
基
づ
い
た
異
な
っ
た
分
類
に
よ
っ
て
、「
牝
」
は
、

存
在
の
本
質
に
関
わ
る
「
成
象
」
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、「
水
」
は
、
変
化

の
本
質
に
関
わ
る
「
易
性
」
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
女
は

存
在
の
根
源
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
水
は
生
成
変
化
の
根

源
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、〈
水
の
女
〉
と
は
、
ま
さ
に
「
道
」
の
根
源
的
な
イ
メ
ー
ジ

な
る
「
玄
牝
」
と
「
水
」
の
完
璧
な
融
合
か
ら
な
る
結
合
体
で
あ
る
。
漱
石
的

文
学
に
お
け
る
〈
水
の
女
〉
が
、
西
洋
的
な
〈
水
の
女
〉
と
ま
っ
た
く
違
っ
た

存
在
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
深
遠
な
源
を
老
子
の
「
道
」
の

哲
学
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、〈
水
の
女
〉
と
は
、
決
し
て
象

徴
や
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
属
性
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

女
と
は
、「
人
間
の
女
」
で
あ
る
前
に
、
自
然
の
属
性
を
分
有
し
た
女
で
あ
り
、

水
の
属
性
を
分
有
し
た
女
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
女
た
ち
は
、
時
に
は
水
の
動

の
原
理
を
生
き
、
時
に
は
水
の
静
の
原
理
を
生
き
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
誘
惑
す
る
女
」
も
実
は
、
水
の
動
の
原
理
を
生
き
る
彼
女
た
ち
の
身
振
り
が
、

池
と
い
う
水
の
環
境
を
借
り
て
そ
こ
に
自
分
の
存
在
を
刻
印
し
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
漱
石
的
文
学
に
お
け
る
今
日
ま
で
の

偏
っ
た
〈
水
の
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
正
す
た
め
に
も
、
こ
こ
で
新
た
な
用
語
を

創
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉

で
あ
る
。

　

漱
石
的
文
学
に
お
い
て
、
あ
ま
た
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
が
そ
の
固
有
名
に
「
お

静
」（『
こ
こ
ろ
』
の
奥
さ
ん
）
や
「
お
直
」（『
行
人
』
の
嫂
）
の
よ
う
な
水
の

「
静
の
原
理
」
を
刻
印
さ
れ
た
象
徴
性
を
掲
げ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
水
の

「
動
の
原
理
」
を
生
き
る
「
誘
惑
す
る
女
」「
男
を
制
す
る
女
」
に
な
っ
て
し
ま

う
の
は
、
彼
女
た
ち
が
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
と
し
て
、
老
子
の
哲
学
の

も
う
一
つ
の
原
理
、「
牝
は
常
に
静
を
以
て
牡
に
勝
つ
」（
下
�　

六
十
一
章
）

と
い
う
も
っ
と
も
東
洋
的
な
女
性
原
理
を
分
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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十
一
　「
谷
中
」
と
い
う
名
の
異
様
な
空
間

　

団
子
坂
に
菊
人
形
を
見
に
行
っ
た
日
、
三
四
郎
と
美
禰
子
は
み
ん
な
か
ら
離

れ
て
二
人
き
り
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
迷
羊
」
に
な
る
。
こ
の
み
ず
か
ら
「
迷

羊
」
に
な
る
意
識
的
な
行
為
は
、
異
様
な
空
間
へ
の
移
行
を
志
向
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

　
「
何
所
か
静
か
な
所
は
な
い
で
せ
う
か
」
と
女
が
聞
い
た
。

　

谷
中
と
千
駄
木
が
谷
で
出
逢
ふ
と
、
一
番
低
い
所
に
小
川
が
流
れ
て
ゐ

る
。
此
小
川
を
沿
ふ
て
、
町
を
左
り
へ
切
れ
る
と
す
ぐ
野
に
出
る
。
河
は

真
直
に
北
へ
通
つ
て
ゐ
る
。
三
四
郎
は
東
京
へ
来
て
か
ら
何
遍
此
小
川
の

向
側
を
歩
い
て
、
何
遍
此
方
側
を
歩
い
た
か
善
く
覚
え
て
ゐ
る
。
美
禰
子

の
立
つ
て
ゐ
る
所
は
、
此
小
川
が
、
丁
度
谷
中
の
町
を
横
切
つ
て
根
津
へ

抜
け
る
石
橋
の
傍
で
あ
る
。（
五
の
七
）

　　
「
谷
中
」
や
「
千
駄
木
」
や
「
根
津
」
は
い
ま
も
上
野
界
隈
の
実
在
す
る
地

名
と
し
て
そ
う
呼
ば
れ
、
そ
し
て
そ
の
名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
が
無

数
に
あ
る
東
京
の
地
名
の
中
で
も
、
と
く
に
「
谷
中
」
を
選
ん
だ
の
は
、
以
上

に
お
い
て
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
冒
頭
の
池
と
同
様
、『
三
四

郎
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
極
め
て
特
権
的
な
意
味
を
有
し
た
空
間
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
東
京
に
地
理
学
的
に
も
地
誌
学
的
に
も
「
谷
中
」
と

い
う
地
名
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
選
ば
れ
て
こ
こ
『
三
四
郎
』
の
空
間
に
招

き
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、「
谷
中
」
は
東
京
と
い
う
実
在
す

る
空
間
の
中
に
自
己
の
実
在
性
を
主
張
し
な
が
ら
、
境
界
と
い
う
名
の
し
め
縄

を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
谷
中
」
が
選
ば
れ
た
の
は
、
決
し
て
そ
の

よ
う
な
実
在
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
文
学
と
い
う
虚
構
の
空
間
に
刻
ま
れ

る
あ
ら
ゆ
る
地
名
は
、
自
分
の
実
在
性
を
主
張
す
る
前
に
、
ま
ず
自
分
を
虚
構

の
原
理
に
委
ね
る
習
性
を
い
つ
ど
こ
で
で
も
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
方

を
換
え
れ
ば
、
地
名
は
一
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
、
そ
の
志
向
性
が
お
も

む
く
先
に
待
機
す
る
と
思
わ
れ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
、
現
実
の
中
の
実
在
性
に
求

め
る
の
で
は
な
く
、
文
学
と
い
う
虚
構
の
原
理
が
創
生
す
る
〈
非　

現
実
〉
の

中
に
こ
そ
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
谷
中
」
に
は
、
も
と
も
と
そ
の
裸
の
実
在
性
以
外
に
は
何
も
な
い
。
そ
の

よ
う
な
一
文
無
し
の
固
有
名
が
、
豊
か
な
地
名
の
鉱
脈
に
連
結
さ
れ
て
意
味
の

豊
穣
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
の
は
、『
三
四
郎
』
と
い
う
虚
構
の
空
間
に
お

い
て
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、『
三
四
郎
』
が
如
何
に
も
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
が
織
り
成
し
た
テ
ク
ス
ト
ら
し
く
、
神
話
的
隠
喩
の
地
層
を
有
し
た
深
遠
な

テ
ク
ス
ト
へ
と
変
身
を
遂
げ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
老
子
の
道
の
哲
学
と
の
結

び
つ
き
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

谷
中
の
一
番
低
い
所
と
は
、
水
が
流
れ
る
の
を
止
め
て
立
ち
止
ま
る
所
、
す

な
わ
ち
水
溜
ま
り
が
で
き
る
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
水
は
動
の
原
理
か
ら
離
れ

て
静
の
原
理
へ
と
移
行
し
て
い
く
。〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
と
し
て
の
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「
美
禰
子
」
も
、
同
じ
く
動
の
原
理
か
ら
静
の
原
理
へ
と
自
ら
を
任
せ
る
か
の

よ
う
に
、
そ
の
「
一
番
低
い
所
」
に
坐
る
の
で
あ
る
。「
谷
間
」
と
「
メ
ス
」

と
い
う
老
子
の
組
み
合
わ
せ
が
、
こ
こ
で
は
谷
中
の
「
一
番
低
い
所
」
と
美
禰

子
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ

を
目
の
当
た
り
に
し
た
三
四
郎
は
、
さ
り
げ
な
く
「
美
禰
子
は
こ
ん
な
所
へ
坐

る
女
か
も
知
れ
な
い
」
と
つ
ぶ
や
く
。
し
か
し
、
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
、
前
に

「
美
禰
子
も
」
を
お
い
て
、
さ
ら
に
ダ
ッ
シ
ュ
を
引
い
て
い
る
。
漱
石
的
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
、
ダ
ッ
シ
ュ
は
単
な
る
意
味
の
強
調
を
表
す
記
号
で
は
な
く
、

テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
深
く
か
か
わ
っ
た
根
源
的
な
も
の
の
現
前
を
暗
示
す
る
指

標
な
の
で
あ
る
。
老
子
の
哲
学
で
「
水
は
万
物
に
偉
大
な
恵
み
を
与
え
る
が
、

万
物
と
争
う
こ
と
は
せ
ず
、
人
び
と
の
嫌
が
る
低
湿
の
地
を
居
処
と
す
る
」

（
水
は
善
く
万
物
を
利
し
て
争
わ
ず　

衆
人
の
悪
む
所
に
処
る
）
と
あ
る
よ
う
に
、

〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
な
る
美
禰
子
は
「
草
か
ら
上
が
る
地ぢ

意い

気き

で
身
体

が
冷
え
」
る
「
低
湿
の
地
」
に
も
平
気
で
坐
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
三
四
郎
は
そ
の
よ
う
な
「
低
湿
の
地
」
を
嫌
う
存
在
と
し
て
、「
こ
ん

な
所
に
、
よ
く
今
迄
べ
っ
と
り
坐
つ
て
居
ら
れ
た
も
の
だ
」「
自
分
一
人
な
ら

と
う
に
何
所
か
へ
行
つ
て
仕
舞
つ
た
に
違
な
い
」
と
言
う
。

　
「
谷
中
」
と
い
え
ば
、『
そ
れ
か
ら
』
の
三
千
代
が
住
ん
で
い
た
菅
沼
家
も
そ

こ
に
あ
っ
た
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
こ
の
反
復
す
る
「
谷
中
」
と
い

う
地
名
が
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
小
川
が
流

れ
て
い
る
の
は
、「
谷
中
」
の
「
一
番
低
い
所
」、
と
漱
石
は
労
を
嫌
わ
ず
わ
ざ

わ
ざ
触
れ
て
お
く
。「
一
番
低
い
所
」
と
は
、「
谷
中
」
で
も
も
っ
と
も
窪
み
を

帯
び
た
場
所
で
あ
る
。
谷
が
漱
石
の
象
徴
コ
ー
ド
で
女
性
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ

と
は
、『
そ
れ
か
ら
』
に
お
い
て
、
代
助
が
鈴
蘭
（
谷
間
の
百
合
で
）
を
活
け
た

水
鉢
に
、
西
洋
鋏
で
茎
を
切
ら
れ
た
百
合
（
去
勢
さ
れ
た
男
性
の
シ
ン
ボ
ル
）
を

さ
ら
に
活
け
る
仕
草
で
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
）
（（
（

。
そ
の
よ
う
な
谷
の
中

を
小
川
が
流
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
漱
石
の
特
権
的
な
空
間
の
創
造
原
理
に
従

え
ば
、
小
川
は
男
性
性
を
帯
び
た
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

小
川
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
男
性
性
を
獲
得
す
る
の
か
と
首
を
傾
げ
て
み
る

と
、
三
四
郎
の
苗
字
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
道
理
で
、「
三
四
郎
は

東
京
へ
来
て
か
ら
何
遍
此
小
川
の
向
側
を
歩
い
て
、
何
遍
此
方
側
を
歩
い
た
か

善
く
覚
え
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
。
彼
の
苗
字
が
宿
っ
て
い
る
小
川
は
、
同
じ
く

谷
が
宿
っ
て
い
る
「
谷
中
」
と
隣
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
不
足
な
く
漱
石

的
な
空
間
を
形
作
る
の
に
貢
献
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
漱
石
的
空
間
は
決
し

て
こ
の
単
調
で
シ
ン
プ
ル
な
象
徴
に
満
足
し
な
い
。
さ
ら
な
る
象
徴
の
導
入
を

求
め
て
動
き
出
す
。

　

　

向
ふ
に
藁
屋
根
が
あ
る
。
屋
根
の
下
が
一
面
に
赤
い
。
近
寄
つ
て
見
る

と
、
唐
辛
子
を
干
し
た
の
で
あ
つ
た
。
女
は
此
赤
い
も
の
が
、
唐
辛
子
で

あ
る
と
見
分
け
の
つ
く
所
迄
来
て
留
つ
た
。

　
「
美
く
し
い
事
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
草
の
上
に
腰
を
卸
し
た
。
草
は
小

河
の
縁
に
僅
か
な
幅
を
生
え
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
夫
す
ら
夏
の
半
の
様
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に
青
く
は
な
い
。
美
禰
子
は
派
出マ
マ

な
着
物
の
汚
れ
る
の
を
、
丸
で
苦
に
し

て
ゐ
な
い
。（
五
の
八
）

　　

ど
う
も
漱
石
的
象
徴
体
系
は
、
一
旦
そ
こ
に
核
を
な
す
磁
場
が
で
き
て
し
ま

う
と
、
あ
と
は
絶
え
間
な
く
同
種
の
機
能
を
も
っ
た
象
徴
た
ち
が
手
繰
り
寄
せ

ら
れ
て
く
る
ら
し
い
。
現
在
の
東
京
と
は
違
っ
て
、
明
治
頃
の
そ
れ
に
は
藁
を

葺
い
た
屋
根
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
軒
下
に
赤
い
干
し
「
唐
辛
子
」
が
掛

け
て
あ
る
風
景
、
そ
れ
は
日
本
で
は
な
く
朝
鮮
の
民
家
の
典
型
的
な
秋
の
風
景

で
あ
る
。
そ
れ
を
漱
石
は
ど
こ
か
で
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
満
州
旅
行
の
時
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
旅
路
の
車
窓
か
ら
眺
め
ら

れ
た
風
景
で
は
な
い
。
漱
石
の
象
徴
体
系
が
暴
力
を
加
え
て
変
形
さ
せ
た
風
景

で
あ
る
。
以
上
の
谷
と
小
川
の
空
間
に
相
応
し
い
モ
ノ
に
な
る
よ
う
手
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
美
禰
子
が
わ
ざ
わ
ざ
「
此
赤
い
も
の
が
、
唐

辛
子
で
あ
る
と
見
分
け
の
つ
く
所
迄
来
て
留
っ
た
」
の
は
、
そ
の
藁
の
屋
根
と

干
し
「
唐
辛
子
」
の
合
成
す
る
男
性
性
が
、
こ
れ
見
よ
が
し
に
そ
こ
に
現
前
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
漱
石
的
象
徴
コ
ー
ド
が
有
す
る
隣
接
の
原
理
に

従
っ
て
、
美
禰
子
が
「
美
く
し
い
事
」
と
一
言
つ
ぶ
や
い
て
そ
こ
に
坐
る
や
否

や
、
さ
ら
な
る
象
徴
コ
ー
ド
が
始
動
し
て
、
今
度
は
「
草
は
小
河
の
縁
に
僅
か

な
幅
を
生
え
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
夫
す
ら
夏
の
半
の
様
に
青
く
は
な
い
」
と
、

執
拗
な
ま
で
の
こ
だ
わ
り
ぶ
り
を
見
せ
る
。「
藁
」
が
「
草
」
に
、「
唐
辛
子
」

が
「
小
河
」
に
、
そ
し
て
「
赤
い
」
色
が
「
青
く
な
い
」
色
（
＝
枯
れ
草
の

色
）
に
そ
れ
ぞ
れ
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
男
性
シ
ン
ボ
ル
の
異
な
る
形
態
の
完

成
で
あ
る
。
こ
れ
で
漱
石
も
も
う
大
満
足
だ
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
彼
は
ま
だ
ま

だ
足
り
な
い
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
先
を
急
ぐ
。

　

三
四
郎
も
と
う
〳
〵
汚
な
い
草
の
上
に
坐
つ
た
。
美
禰
子
と
三
四
郎
の
間

は
四
尺
許
離
れ
て
ゐ
る
。
二
人
の
足
の
下
に
は
小
さ
な
河
が
流
れ
て
ゐ
る
。

秋
に
な
つ
て
水
が
落
ち
た
か
ら
浅
い
。
角
の
出
た
石
の
上
に
鶺
鴒
が
一
羽

と
ま
つ
た
位
で
あ
る
。
三
四
郎
は
水
の
中
を
眺
め
て
ゐ
た
。
水
が
次
第
に

濁
つ
て
来
る
。
見
る
と
河
上
で
百
姓
が
大
根
を
洗
つ
て
ゐ
た
。
美
禰
子
の

視
線
は
遠
く
の
向
ふ
に
あ
る
。
向
ふ
は
広
い
畠
で
、
畠
の
先
が
森
で
、
森

の
上
が
空
に
な
る
。
空
の
色
が
段
々
変
つ
て
来
る
。（
五
の
八
）

　　
「
角
の
出
た
石
の
上
」
に
と
ま
っ
た
一
羽
の
「
鶺
鴒
」、
そ
れ
は
昔
か
ら
人
間

の
長
老
に
代
わ
っ
て
、
男
女
交
合
の
道
を
教
え
た
鳥
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た

存
在
で
あ
る
。
漱
石
は
そ
の
鳥
を
そ
そ
り
立
つ
よ
う
な
角
張
っ
た
石
の
上
に
と

ま
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
読
者
に
一
つ
の
行
為
を
想
起
す
る
よ
う

に
促
す
。
し
か
し
、
漱
石
自
身
わ
れ
わ
れ
読
者
を
最
初
か
ら
鈍
感
な
存
在
と
決

め
付
け
て
い
た
の
か
、
わ
れ
わ
れ
の
そ
の
よ
う
な
想
起
へ
の
期
待
を
あ
っ
さ
り

と
諦
め
て
、
次
の
描
写
へ
と
移
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
大
胆
で
も
っ
と
露
わ
な

描
写
へ
の
移
行
で
あ
る
。
驚
い
た
こ
と
に
、
そ
れ
は
な
ん
と
「
大
根
」
で
あ
る
。

そ
れ
を
百
姓
が
洗
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
水
が
濁
っ
た
と
い
う
。
明
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隠喩から流れ出るエクリチュール

ら
か
に
、
漱
石
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
幻
想
的
な
思
考
の
動
き
は
、
既
成
の
象
徴

の
核
を
廻
っ
て
そ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
な
い
。
ま
る
で
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
、

執
拗
な
永
遠
の
回
転
運
動
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
な
ん
の
説
明
も
な
し
に
突
然
登
場
し
て
く
る
「
大
根
」
は
、
わ
れ
わ
れ
に

は
い
さ
さ
か
奇
妙
で
唐
突
な
も
の
に
さ
え
映
る
が
、
し
か
し
漱
石
の
象
徴
コ
ー

ド
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
必
然
的

で
も
あ
る
。
で
は
、
干
し
た
「
唐
辛
子
」
か
ら
み
ず
み
ず
し
い
「
大
根
」
へ
と

突
き
進
ん
で
き
た
漱
石
の
象
徴
体
系
は
い
っ
た
い
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の

か
。
勃
起
で
あ
り
射
精
で
あ
る
。
水
が
次
第
に
濁
っ
て
き
た
の
は
そ
の
せ
い
で

あ
る
。
ま
た
、
美
禰
子
が
視
線
を
逸
ら
し
て
、
向
こ
う
の
森
を
見
、
向
こ
う
の

空
を
見
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
る
で
美
禰
子
自
身
も
漱
石
的
な
エ
ロ

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
執
拗
さ
に
も
う
厭
き
厭
き
し
た
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
。
し
か
し
、

実
は
そ
う
で
は
な
い
。
美
禰
子
が
向
こ
う
の
空
を
見
た
の
は
、
い
よ
い
よ
口
を

開
い
て
、
も
う
一
つ
の
濁
っ
た
状
態
を
現
出
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

　

　

た
ゞ
単
調
に
澄
ん
で
ゐ
た
も
の
の
中
に
、
色
が
幾
通
り
も
出
来
て
き
た
。

透
き
徹
る
藍
の
地
が
消
え
る
様
に
次
第
に
薄
く
な
る
。
其
上
に
白
い
雲
が

鈍
く
重
な
り
か
ゝ
る
。
重
な
つ
た
も
の
が
溶
け
て
流
れ
出
す
。
何
所
で
地

が
尽
き
て
、
何
所
で
雲
が
始
ま
る
か
分
ら
な
い
程
に
嬾
い
上
を
、
心
持
黄

な
色
が
ふ
う
と
一
面
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。

　
「
空
の
色
が
濁
り
ま
し
た
」
と
美
禰
子
が
云
つ
た
。

　

三
四
郎
は
流
れ
か
ら
眼
を
放
し
て
、
上
を
見
た
。
か
う
云
ふ
空
の
模
様

を
見
た
の
は
始
め
て
ゞ
は
な
い
。
け
れ
ど
も
空
が
濁
つ
た
と
い
ふ
言
葉
を

聞
い
た
の
は
此
時
が
始
め
て
ゞ
あ
る
。
気
が
付
い
て
見
る
と
、
濁
つ
た
と

形
容
す
る
よ
り
外
に
形
容
し
か
た
の
な
い
色
で
あ
つ
た
。
三
四
郎
が
何
か

答
へ
や
う
と
す
る
前
に
、
女
は
又
言
つ
た
。

　
「
重
い
事
。
大
理
石
の
様
に
見
え
ま
す
」（
五
の
八
）

　　

こ
こ
に
至
っ
て
も
漱
石
的
な
執
念
は
諦
め
を
知
ら
な
い
。
彼
は
さ
ら
な
る
技

巧
を
凝
ら
し
て
今
度
は
雲
の
上
に
小
細
工
を
施
し
、
そ
れ
に
も
っ
と
露
わ
で
も

っ
と
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
刻
み
こ
む
。
つ
ま
り
、
天
（
男
）
と
地

（
女
）
の
合
体
し
た
様
子
を
譬
え
て
「
何
所
で
地
が
尽
き
て
、
何
所
で
雲
が
始

ま
る
か
分
ら
な
い
」
と
言
い
、
そ
の
後
に
訪
れ
た
疲
労
困
憊
の
状
態
を
形
容
し

て
「
嬾
い
」
と
言
い
、
射
精
し
た
精
液
の
こ
と
を
暗
示
し
て
「
心
持
黄
な
色
が

ふ
う
と
一
面
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
」
と
言
う
。
そ
う
し
て
お
い
て
最
後
に
、「
空

の
色
が
濁
り
ま
し
た
」
と
美
禰
子
の
口
を
借
り
て
、
も
う
一
つ
の
状
態
の
完
成

を
告
げ
る
。
実
に
神
秘
的
で
、
異
様
な
光
景
で
あ
る
。
秘
教
の
儀
式
に
お
け
る

呪
文
に
も
似
た
こ
の
「
雲
＝
言
葉
」
を
、
漱
石
の
韜
晦
趣
味
に
帰
着
さ
せ
て
し

ま
お
う
と
し
た
、
従
来
の
漱
石
論
者
た
ち
の
困
惑
し
た
心
理
も
何
と
な
く
わ
か

っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
四
郎
が
誘
惑
す
る
女
、
美
禰
子
の

こ
の
「
雲
＝
言
葉
」
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
の
も
無
理
は
な
い
。
ま
た
、
彼
が

「
空
が
濁
つ
た
と
い
ふ
言
葉
を
聞
い
た
の
は
此
時
が
始
め
て
ゞ
あ
る
」
と
告
白
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せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
小
川
の
水
が
濁
っ
た
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
、
漱
石
の
露
骨
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
こ
の
空
の
色
が
濁
っ
た
状
態

に
さ
ら
な
る
隠
喩
の
増
殖
を
示
し
て
、
や
っ
と
象
徴
体
系
の
円
環
を
閉
じ
る
。

　

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
的
文
学
は
男
女
の
愛
を
描
き
な
が
ら
、

そ
こ
に
は
男
女
の
抱
擁
の
場
面
も
な
け
れ
ば
、
ラ
ブ
シ
ー
ン
も
な
い
、
と
い
う

の
が
一
般
的
で
、
表
面
的
な
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
好
事
家
な
の
か
研
究
者

な
の
か
区
別
の
つ
か
な
い
多
く
の
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
憶
測
を
た
く
ま
し
く

し
て
、
あ
る
者
は
、
漱
石
が
頭
の
良
い
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
だ
っ
た
か
ら
そ

ん
な
こ
と
は
恥
ず
か
し
く
て
描
け
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
言
い
、
ま
た
あ
る
者
は
、

明
治
と
い
う
時
代
の
制
限
が
あ
っ
た
か
ら
描
け
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
言
い
、
さ

ら
に
あ
る
者
は
、
漱
石
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
が
新
聞
小
説
だ
か
ら
検
閲
に
配
慮

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
言
っ
た
。
こ
う
し
た
言
い
分
に
は
そ
れ
ぞ
れ

一
理
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
以
上
に
お
い
て
す
で
に
見
て
き
た
よ

う
に
、
漱
石
は
描
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
東
京
帝
国
大
学
の
教
授

ら
し
く
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
「
学
者
的
」
な
手
法
で
巧
妙
に
描
い
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、『
三
四
郎
』
に
お
い
て
「
谷
中
」
が
、
唐
辛
子
や
大
根
や
鶺
鴒
と

い
っ
た
エ
ロ
ス
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
象
徴
の
乱
立
す
る
特
権
的
な
空
間
で
あ

っ
た
の
は
、「
谷
中
」
が
そ
の
空
間
的
実
在
性
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
、
老
子
の

道
の
哲
学
と
手
を
結
び
、
そ
の
「
谷
間
」
の
内
包
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
や
隠
喩

か
ら
多
く
の
も
の
を
分
有
し
て
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
、

「
谷
中
」
は
も
は
や
「
や
な
か
」
で
は
な
く
、
分
離
分
割
さ
れ
て
「
谷
の
中
」

と
読
み
直
さ
れ
、
そ
し
て
「
谷
の
中
」
と
「
谷
の
間
」
は
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
、

寸
分
違
わ
な
い
融
合
体
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
藁
屋
根
の
下
の
唐
辛
子
や
百

姓
の
洗
う
大
根
や
石
の
上
に
と
ま
っ
て
い
る
鶺
鴒
は
単
な
る
風
景
で
は
な
く
、

深
い
神
話
的
地
層
か
ら
�
み
あ
げ
て
き
た
濃
密
な
エ
ロ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
は
、
漱
石
の
想
像
力
が
書
か
せ
た
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
老
子
の
水
の
隠
喩
、
水
の
ロ
ゴ
ス
（
以
下
、「
水
の

隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
」
と
す
る
）
が
書
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス

は
、
漱
石
的
文
学
が
現
れ
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
前
の
中
に
出
現

し
、
立
ち
現
れ
る
た
め
の
「
開
け
」
で
あ
る
。
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
の
中
で
、

水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
、
漱
石
的
文
学
は
そ
の
存
在
へ
と
到
来
す
る
。

水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
は
漱
石
的
文
学
を
存
在
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
作
家
の
体
と
は
、
呼
び
か
け
と
聴
取
と
い
う
経
験
し
か
知
ら

な
い
単
純
体
で
あ
る
。
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
は
さ
き
に
こ
の
単
純
体
に
到
来
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
は
図
像
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
作
家
と
は
、
こ
の
よ

う
な
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
の
到
来
の
方
角
を
察
知
で
き
る
能
力
を
持
っ
た
存
在

だ
と
言
い
た
く
な
る
が
、
し
か
し
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ど
こ
か

自
己
主
張
的
な
排
他
性
を
仄
め
か
す
能
力
に
は
、
そ
の
よ
う
な
傷
つ
き
や
す
い

繊
細
な
イ
メ
ー
ジ
は
訪
れ
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
も
、
聴
取
体
と
し
て
、
呼
び

か
け
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
聴
取
の
義
務
を
怠
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
身
の
構
え
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を
崩
さ
な
い
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
姿
勢
と
は
、
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
が

送
り
出
し
た
繊
細
な
イ
メ
ー
ジ
が
如
何
な
る
阻
害
も
受
け
ず
に
、
自
由
気
ま
ま

に
作
家
と
い
う
聴
取
体
の
な
か
を
経
巡
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
、
最
高
の
コ

ン
デ
ィ
ー
シ
ョ
ン
を
約
束
し
た
状
態
の
謂
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
家
と

い
う
聴
取
体
は
こ
う
し
た
最
高
の
受
け
入
れ
態
勢
を
整
え
な
が
ら
、
ま
た
最
高

に
敏
感
な
聴
取
の
耳
を
そ
ば
だ
て
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
彼
が
聞
き
取
る
の

は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
ぶ
や
く
音
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
滑
ら
せ
る
ペ
ン
の
音
な

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
が
そ
の
身
体
を
貫
通
す
る
音
に

聴
取
体
と
し
て
息
を
殺
し
て
静
か
に
聞
き
入
る
と
き
に
、
イ
メ
ー
ジ
は
春
の
乙

女
の
よ
う
に
足
ど
り
軽
や
か
に
静
か
に
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

想
像
力
と
い
う
名
の
花
畑
に
。

　

す
る
と
、
今
度
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
は
果
た
し
て
そ
の

水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
で
き
な

い
は
ず
だ
。
創
造
的
と
い
わ
れ
る
想
像
力
（
脳
と
い
う
法
廷
か
ら
の
召
喚
状
＝
呼

び
か
け
が
届
く
瞬
間
に
い
つ
ど
こ
で
で
も
飛
来
可
能
な
脳
の
乱
気
流
、
理
性
＝
思
考

の
正
気
流
に
対
抗
す
る
も
の
）
は
、
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
を
自
由
自
在
に
支
配

し
て
み
ず
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
生
産
に
従
事
す
る
よ
う
指
示
し
た
り
、
指
令
を
出

し
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
が
わ
れ
わ
れ
を
「
超
感

覚
的
」
に
支
配
し
な
が
ら
、
人
間
の
白
昼
夢
が
織
り
成
す
想
像
力
と
い
う
幻
想

的
な
無
形
の
織
物
に
自
分
の
計
画
の
卵
を
産
み
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
超
感
覚
的
」
と
い
っ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
の
指
令
や

指
示
に
従
っ
て
、
そ
の
計
画
の
実
現
に
荷
を
背
負
わ
せ
ら
れ
た
駱
駝
や
牛
馬
の

よ
う
に
服
役
し
て
い
な
が
ら
も
、
少
し
も
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
ば
か
り
か
、
む

し
ろ
そ
れ
を
自
分
自
身
の
意
志
や
主
体
性
に
よ
っ
て
行
な
う
行
為
と
し
て
錯
覚

し
て
い
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
は
わ
れ
わ
れ
を
労

わ
り
愛
撫
し
な
が
ら
、
そ
の
服
役
と
い
う
受
動
者
の
苦
痛
を
、
極
細
の
無
痛
の

麻
酔
針
を
持
っ
て
麻
酔
薬
を
そ
の
体
内
に
注
入
し
て
、
能
動
者
の
積
極
性
と
い

う
幻
覚
へ
と
そ
っ
と
置
き
換
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

水
の
隠
喩
的
ロ
ゴ
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
の
体
内
を
貫
通
し
、
還
流
し
て
く
ま
な

く
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　

十
二
　
お
直
　
　
〈
水
の
女
〉
な
ら
ぬ
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉

　

既
述
し
た
よ
う
に
、
漱
石
的
文
学
に
お
け
る
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
は
、

そ
の
淵
源
を
老
子
の
哲
学
に
置
い
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
漱
石
的
文
学
を
「
哲
学

的
文
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
反
対
に
、
老
子
の
哲
学
は
「
文
学
的
哲

学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
老
子
の
哲
学
が
自
分
の

「
道
」
の
理
念
の
表
象
を
、
極
め
て
文
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
谷
間
や
牝
や

水
の
有
す
る
属
性
に
託
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
哲
学
は
、
昔
か
ら

学
問
の
中
の
王
者
と
し
て
、
す
べ
て
の
他
の
学
問
に
指
針
を
与
え
る
も
の
と
し

て
君
臨
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
文
学
は
そ
の
僕
の
一
人
の
よ
う
に
振
る
舞

わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
哲
学
は
た
だ
哲
学
者
の
頭

だ
け
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
高
級
な
思
考
で
は
な
い
。
文
学
が
生
産
す
る
哲
学
も
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こ
の
世
に
は
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
の
方
が
、
時
に

は
ず
っ
と
刺
激
的
で
ず
っ
と
破
壊
的
で
そ
れ
に
ず
っ
と
浸
透
力
に
富
ん
で
い
る

場
合
さ
え
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

自
由
で
創
造
的
な
文
学
的
言
述
を
も
っ
て
、
哲
学
が
固
執
す
る
固
い
概
念
や
観

念
、
難
解
な
範
疇
や
命
題
を
文
学
的
溶
液
の
中
に
投
げ
入
れ
て
溶
解
さ
せ
な
が

ら
、
散
文
的
な
平
明
さ
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
冗
長
さ
を
覚
悟
の
う
え
で
倦
む
こ
と

を
知
ら
ず
、
昼
夜
を
問
わ
ず
に
語
り
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
マ
シ
ュ
レ
は
そ
の
著
『
文
学
生
産
の
哲
学
』
で
、「
文
学
と
哲

学
の
対
峙
は
両
者
を
自
律
的
な
本
質
と
し
て
規
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
特
徴
づ
け

る
領
域
に
閉
じ
込
め
、
両
者
の
あ
い
だ
に
境
界
線
を
引
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ

の
対
峙
は
歴
史
的
な
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
両
者
の
間

に
境
界
線
が
引
か
れ
て
分
離
が
行
わ
れ
た
時
代
を
十
八
世
紀
末
と
指
摘
し
て
い

る
）
（（
（

。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
転
換
期
に
立
ち
会
っ
た
証
人
と
し
て
デ
ィ
ド
ロ
を

あ
げ
、
そ
の
著
作
か
ら
次
の
よ
う
な
引
用
を
し
て
い
る
。

　

　

か
つ
て
賢
明
な
人
間
は
哲
学
者
で
あ
り
、
詩
人
で
あ
り
、
音
楽
家
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
才
能
は
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
退
廃
し
、
哲
学
の
領

域
も
狭
ま
っ
た
。
詩
に
は
思
想
が
な
く
な
り
、
歌
に
は
力
強
さ
や
活
力
が

な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
手
段
を
奪
わ
れ
た
知
恵
は
、
も
は
や
人
々
に
以

前
と
同
じ
ほ
ど
の
魅
力
を
と
も
な
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
）
（（
（

。

　　

デ
ィ
ド
ロ
の
こ
の
嘆
き
に
は
、
文
学
と
哲
学
の
未
分
化
と
い
う
昔
日
の
理
想

的
な
状
態
へ
の
無
限
の
郷
愁
と
、
そ
の
分
化
が
後
世
の
人
間
存
在
の
才
能
の
退

廃
と
知
恵
の
貧
弱
さ
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
遺
憾
の
念
が
反

映
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
両
者
の
分
化
は
歴
史
的
な
必
然
と
し
て
、
社
会

の
分
業
と
と
も
に
人
間
の
精
神
世
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
人
一
人
の
哲
学
者
や
詩
人
の
精
神
世
界
に
お
い
て
も
、
社
会
の
分

業
に
お
け
る
細
分
化
と
同
様
に
、
両
者
の
分
化
が
意
識
の
平
面
に
く
っ
き
り
と

し
た
境
界
線
を
設
け
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
分
離
以
降
、
た
し
か
に
哲
学

も
文
学
も
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
な
に
か
を
用
い
て
、
思
考
な
り
想
像
な
り
を
め
ぐ

ら
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
両
者
が
成
り
立
っ
て
い
る
土
台
は
変

わ
っ
て
い
な
い
。
哲
学
的
思
惟
も
文
学
的
創
造
も
、
言
葉
を
媒
介
に
し
た
精
神

の
営
み
で
あ
る
。
哲
学
と
文
学
が
未
分
化
だ
っ
た
の
も
、
ま
た
一
旦
分
化
し
た

か
に
見
え
た
も
の
が
ふ
た
た
び
結
合
へ
の
動
き
を
見
せ
て
い
る
の
も
、
い
ず
れ

も
土
台
と
な
る
言
葉
が
分
化
の
以
前
も
以
後
も
ま
っ
た
く
入
れ
替
わ
る
こ
と
な

く
今
日
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
詩
人
の
よ
う
な
哲
学
者
も
い

れ
ば
、
哲
学
者
の
よ
う
な
詩
人
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
に
よ
っ
て
生

産
さ
れ
る
織
物
も
、
お
の
ず
と
哲
学
的
な
要
素
と
文
学
的
な
要
素
が
横
糸
に
な

っ
た
り
縦
糸
に
な
っ
た
り
し
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

　

テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
哲
学
に
帰
す
る
部
分
と
文
学
に
帰
す
る
部
分
を



299

隠喩から流れ出るエクリチュール

「
解
き
ほ
ぐ
す
」
と
い
う
の
は
、
複
雑
な
横
糸
を
解
体
し
て
そ
の
構
造
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
複
雑
な
横
糸
を
と
お
し
て
、
作

品
の
糸
は
ま
じ
わ
り
、
た
が
い
に
交
錯
し
、
結
ば
れ
て
は
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
、

ま
と
ま
っ
て
織
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
き
、
差
異
化
さ
れ
た
網
目
を
形
成
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
網
目
の
内
部
で
、
作
品
の
糸
は
集
ま
る
け
れ
ど
も
縺

れ
る
こ
と
は
な
く
、
個
別
的
で
、
多
様
で
、
し
か
も
謎
に
み
ち
た
意
味
の

か
た
ち
を
描
い
て
い
く
）
（（
（

。

　　

漱
石
的
文
学
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
決
し
て
「
哲
学
的
な
文
学
」
で

は
な
い
が
、
し
か
し
、「
哲
学
に
帰
す
る
部
分
」
と
「
文
学
に
帰
す
る
部
分
」

が
お
互
い
に
横
糸
に
な
っ
た
り
縦
糸
に
な
っ
た
り
し
て
紡
ぎ
上
げ
ら
れ
た
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お

け
る
〈
水
の
女
〉
も
、
単
な
る
西
洋
の
〈
水
の
女
〉
が
帯
び
る
神
話
的
、
絵
画

的
、
文
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
で
は
な
く
、
中
国
的
な
性
質
を
強
く
帯
び
た

〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
と
し
て
、
哲
学
的
で
あ
る
と
同
時
に
神
話
的
で
あ

り
、
ま
た
文
学
的
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漱
石
的
文
学
に
お
い
て
こ
の
二

種
類
の
〈
水
の
女
〉
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
差
異
の
確
認
、
差
異
の
強

調
に
終
わ
る
不
毛
な
作
業
で
は
な
い
。
そ
れ
は
従
来
の
漱
石
研
究
に
お
け
る
あ

ま
た
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
機
能
停
止
に
追
い
込
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
出
来
事
で

あ
り
、
事
件
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
区
別
、
そ
の
よ
う
な
差
異
に

気
づ
く
こ
と
は
、
漱
石
研
究
に
お
け
る
ま
っ
た
く
新
し
い
切
り
口
の
発
見
、
ま

っ
た
く
新
し
い
進
入
方
法
の
入
手
を
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

そ
の
淵
源
を
『
文
選
』
の
中
の
「
楚
夢
」
に
置
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
巫

山
の
女
」
は
固
有
名
を
持
た
な
い
、
時
間
の
経
過
を
生
き
る
女
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
朝
の
〈
雲
の
女
〉
か
ら
夕
方
の
〈
雨
の
女
〉
へ
と
変
身
を
と
げ
る
女
で
あ

る
。

　
『
行
人
』
の
お
直
は
、
あ
ま
た
の
漱
石
的
ヒ
ロ
イ
ン
の
中
で
も
、
も
っ
と
も

「
巫
山
の
女
」
に
近
い
存
在
で
あ
る
。
那
美
も
美
禰
子
も
雲
気
を
帯
び
た
女
、

雲
の
性
質
を
分
有
し
た
女
と
し
て
、「
巫
山
の
女
」
と
限
り
な
い
親
族
的
類
縁

性
を
見
せ
て
い
る
が
、
お
直
の
方
は
そ
の
近
親
性
に
さ
ら
に
相
似
性
が
加
わ
っ

た
、
も
っ
と
積
極
的
な
徹
底
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
は
単

な
る
〈
水
の
女
〉
で
は
な
く
、〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
で
あ
る
。
既
述
し

た
よ
う
に
、
漱
石
に
と
っ
て
文
学
は
二
つ
し
か
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
漢

学
に
所
謂
文
学
」
と
「
英
語
に
所
謂
文
学
」
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
二
種
類
の
文

学
を
「
到
底
同
定
義
の
下
に
一
括
し
得
べ
か
ら
ざ
る
異
種
類
の
も
の
」
と
し
て

認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
と
同
様
、〈
水
の
女
〉
と
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉

は
ま
っ
た
く
性
質
を
こ
と
に
す
る
異
種
の
も
の
で
あ
る
。〈
水
の
女
〉
は
固
定

化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
た
な
い
類
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
は
「
人
間
の
女
」
で
あ
る
前
に
、「
物
質
の
女
」
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
女
た
ち
の
行
動
は
人
間
の
意
志
や
計
画
と
ま
っ
た
く
無
関

係
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
が
あ
る
行
動
に
移
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
物
質
の
環
境
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が
整
っ
て
、
そ
こ
に
そ
の
よ
う
な
物
質
が
有
し
て
い
る
リ
ズ
ム
が
生
じ
て
い
る

場
合
で
あ
る
。『
行
人
』
に
お
け
る
お
直
の
行
動
は
、
外
の
水
の
環
境
が
気
候

の
変
化
と
い
う
名
の
も
と
に
激
し
い
変
化
を
み
せ
る
瞬
間
に
自
ず
と
誘
発
さ
れ

て
起
こ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

　
「
姉
さ
ん
怖
か
あ
り
ま
せ
ん
か
」

　
「
怖
い
わ
」
と
い
ふ
声
が
想
像
し
た
通
り
の
見
当
で
聞
こ
え
た
。
け
れ

ど
も
其
声
の
う
ち
に
は
怖
ら
し
い
何
物
を
も
含
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
。
又
わ

ざ
と
怖
が
つ
て
見
せ
る
若
々
し
い
蓮
葉
の
態
度
も
な
か
つ
た
。

　

二
人
は
暗
黒
の
う
ち
に
坐
つ
て
ゐ
た
。
動
か
ず
に
又
物
を
云
は
ず
に
、

黙
つ
て
坐
つ
て
ゐ
た
。
眼
に
色
を
見
な
い
所
為
か
、
外
の
暴
風
雨
は
今
迄

よ
り
は
余
計
耳
に
付
い
た
。
雨
は
風
に
散
ら
さ
れ
る
の
で
夫
程
恐
ろ
し
い

音
も
伝
へ
な
か
つ
た
が
、
風
は
屋
根
も
塀
も
電
柱
も
、
見
境
な
く
吹
き
捲

つ
て
悲
鳴
を
上
げ
さ
せ
た
。
自
分
達
の
室
は
地
面
の
上
の
穴
倉
見
た
様
な

所
で
、
四
方
共
頑
丈
な
建
物
だ
の
厚
い
塗
壁
だ
の
に
包
ま
れ
て
、
縁
の
前

の
小
さ
い
中
庭
さ
へ
比
較
的
安
全
に
見
え
た
け
れ
ど
も
、
周
囲
一
面
か
ら

出
る
一
種
凄
じ
い
音
響
は
、
暗
闇
に
伴
つ
て
起
る
人
間
の
抵
抗
し
難
い
不

可
思
議
な
威
嚇
で
あ
つ
た
。（
中
略
）

　
「
姉
さ
ん
」

　

嫂
は
ま
だ
黙
つ
て
ゐ
た
。
自
分
は
電
気
燈
の
消
え
な
い
前
、
自
分
の
向

ふ
に
坐
つ
て
ゐ
た
嫂
の
姿
を
、
想
像
で
適
当
の
距
離
に
描
き
出
し
た
。
さ

う
し
て
其
れ
を
便
り
に
又
「
姉
さ
ん
」
と
呼
ん
だ
。

　
「
何
よ
」

　

彼
女
の
答
は
何
だ
か
蒼
蠅
さ
う
で
あ
つ
た
。

　
「
居
る
ん
で
す
か
」

　
「
居
る
わ
貴
方
。
人
間
で
す
も
の
。
�
だ
と
思
ふ
な
ら
此
処
へ
来
て
手

で
障
つ
て
御
覧
な
さ
い
。」（「
兄
」、
三
十
五
）

　　

す
べ
て
を
な
ぎ
倒
さ
ん
ば
か
り
に
吹
き
す
さ
ぶ
強
い
風
、
ざ
あ
ざ
あ
と
降
り

し
き
る
激
し
い
雨
、
そ
し
て
立
ち
籠
め
る
霧
の
よ
う
な
無
数
の
水
滴
、
こ
の
物

語
の
モ
ー
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
水
の
演
出
す
る
煙
幕
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

言
っ
て
み
れ
ば
、『
行
人
』
は
、〈
水
の
言
葉
〉
に
支
配
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ

る
。
す
べ
て
は
「
水
の
法
則
」
に
従
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
中
の

テ
ク
ス
ト
の
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
流
れ
て
い
る
。
ま
る
で
動
力
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
タ
ン
ク
を
備
え
た
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
に
、『
行
人
』
は
水
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
消
耗
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
と
し
て
の
自
ら
の
身
体
を
、
書
く
行

為
が
織
り
成
す
一
行
一
行
の
上
に
横
た
え
て
い
く
の
で
あ
る
）
（（
（

。
見
せ
か
け
の
登

場
人
物
た
ち
は
、
人
間
と
い
う
種
族
か
ら
贈
与
と
し
て
送
ら
れ
て
き
た
遺
伝
因

子
を
受
け
取
っ
て
、
如
何
に
も
人
間
の
子
ら
し
く
、
物
語
の
筋
の
展
開
に
貢
献

す
べ
く
激
し
く
動
き
回
っ
て
い
る
。
が
、
し
か
し
そ
の
原
動
力
の
源
を
な
す
の

は
人
間
的
な
意
志
や
そ
の
意
志
が
企
て
る
計
画
で
は
な
い
。『
行
人
』
は
最
初

か
ら
登
場
人
物
の
頭
か
ら
意
志
を
抜
き
取
り
、
主
体
性
を
抜
き
取
り
、
意
識
を
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抜
き
取
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
人
間
と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
物
体
ま
た
は
物
質
と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
見
せ

か
け
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
水
と
い
う
物
質
か
ら
そ
の
属
性
を
贈
与
し
て
も
ら

う
こ
と
で
、
人
間
の
意
志
で
は
な
く
、「
水
の
法
則
」
に
従
っ
て
行
動
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
如
何
な
る
伝
統
的
な
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も

「
水
の
属
性
」
を
生
き
る
『
行
人
』
の
登
場
人
物
た
ち
を
、
そ
の
捕
捉
の
網
目

で
絡
め
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
お
直
が
そ
う
で
あ
る
。

　

お
直
と
い
う
固
有
名
に
は
水
の
「
静
の
原
理
」
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
『
こ
こ
ろ
』
の
奥
さ
ん
が
「
お
静
」
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
漱
石
的
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
固
有
名
は
識
別
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
全
体
的
な
構
造
と
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
た
要
素
で
あ
る
。

お
直
と
い
う
水
の
「
静
の
原
理
」
を
刻
印
さ
れ
た
嫂
が
、
水
の
「
動
の
原
理
」

に
自
ら
を
委
ね
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
環
境
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
事
と

は
無
関
係
な
環
境
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
が
差
し
出
す
環
境
で
あ
る
。
暴
風
雨

が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。

　

兄
か
ら
お
直
の
貞
操
テ
ス
ト
を
頼
ま
れ
た
弟
の
二
郎
は
、
旅
先
の
旅
館
で
、

夜
、
彼
女
と
二
人
き
り
に
な
る
。
密
室
空
間
に
二
人
を
封
じ
込
め
て
い
る
の
は

暴
風
雨
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
暴
風
雨
が
そ
の
よ
う
な
空
間
と
そ
の
よ
う
な

二
人
の
接
近
を
可
能
に
し
、
保
証
す
る
た
め
に
、
故
意
に
す
べ
て
の
交
通
手
段

と
す
べ
て
の
通
信
手
段
を
断
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
か
も

し
れ
な
い
。
漱
石
は
し
ば
し
ば
意
識
的
に
そ
の
よ
う
な
空
間
を
設
け
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
も
以
上
の
空
間
が
も
っ
と
も
特
権
的
な
場
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特

権
性
を
与
え
て
い
る
の
は
こ
こ
で
は
暴
風
雨
で
あ
る
。
暴
風
雨
は
た
だ
密
室
空

間
の
外
壁
を
作
る
た
め
に
こ
こ
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に

は
も
っ
と
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
暴
風
雨
に

つ
い
て
の
言
及
を
、
従
来
の
読
み
の
よ
う
に
単
な
る
気
候
の
変
化
に
つ
い
て
の

描
写
と
し
て
理
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

既
述
し
た
よ
う
に
昔
の
農
耕
民
族
に
と
っ
て
、
暴
風
雨
は
天
な
る
父
と
地
な

る
母
が
結
ば
れ
る
象
徴
で
あ
っ
た
。
両
者
を
隔
て
て
い
た
「
性
の
冷
淡
」
の
解

消
と
と
も
に
訪
れ
る
、
激
し
い
結
合
の
瞬
間
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
こ
の
象

徴
と
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
漱
石
は
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
持
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
用
い
て
密
室
空
間
の
障
壁
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
人
間
の
行
為

を
促
す
触
媒
と
し
て
い
る
。
二
郎
と
嫂
が
封
じ
込
め
ら
れ
た
旅
館
の
一
室
は
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
神
話
的
意
味
を
付
与
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
空

間
で
の
二
人
の
や
り
取
り
も
そ
れ
に
相
応
し
い
性
格
を
示
す
か
の
よ
う
に
一
風

変
わ
っ
て
い
る
。
二
郎
の
「
居
る
ん
で
す
か
」
に
対
し
て
、「
居
る
わ
貴
方
。

人
間
で
す
も
の
。
�
だ
と
思
ふ
な
ら
此
処
へ
来
て
手
で
障
つ
て
御
覧
な
さ
い
」

と
答
え
る
嫂
は
、
如
何
に
も
二
郎
を
誘
惑
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
漱
石
的
テ
ク

ス
ト
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
大
胆
な
誘
惑
の
言
葉
を
口
に
す
る
女
は
い
な
い
。

『
行
人
』
は
貞
操
テ
ス
ト
の
名
目
の
も
と
、
嫂
を
貞
操
の
最
後
の
防
御
線
の
一

歩
手
前
ま
で
無
理
矢
理
に
引
っ
張
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
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自
分
は
手
捜
り
に
捜
り
寄
つ
て
見
た
い
気
が
し
た
。
け
れ
ど
も
夫
程
の

度
胸
が
な
か
つ
た
。
其
う
ち
彼
女
の
坐
つ
て
ゐ
る
見
当
で
女
帯
の
擦
れ
る

音
が
し
た
。

　
「
嫂
さ
ん
何
か
し
て
ゐ
る
ん
で
す
か
」
と
聞
い
た
。

　
「
え
ゝ
」

　
「
何
を
し
て
ゐ
る
ん
で
す
か
」
と
再
び
聞
い
た
。

　
「
先
刻
下
女
が
浴
衣
を
持
つ
て
来
た
か
ら
、
着
換
へ
や
う
と
思
つ
て
、

今
帯
を
解
い
て
ゐ
る
所
で
す
」
と
嫂
が
答
へ
た
。（「
兄
」、
三
十
五
）

　　

テ
ス
ト
の
執
行
人
な
る
二
郎
に
漱
石
は
、「
姉
さ
ん
何
か
し
て
ゐ
る
ん
で
す

か
」
と
さ
ら
に
質
問
を
強
要
す
る
。
こ
の
強
要
さ
れ
た
質
問
に
、
嫂
も
と
う
と

う
強
要
さ
れ
て
、
節
操
の
最
後
の
防
御
線
を
踏
み
越
え
て
、
帯
を
解
く
こ
と
に

な
る
。
観
念
の
世
界
で
は
な
く
、
こ
の
暴
風
雨
の
降
る
密
室
空
間
で
、
し
か
も

二
郎
を
目
の
前
に
し
て
そ
れ
を
解
く
の
で
あ
る
。
着
物
の
文
化
を
も
つ
日
本
民

族
が
『
万
葉
集
』
の
古
い
時
代
か
ら
、
温
存
し
て
き
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
隠

語
「
帯
を
解
く
」
が
、
明
治
と
い
う
は
る
か
隔
て
ら
れ
た
時
代
に
生
き
て
い
た

一
人
の
作
家
、
漱
石
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
夜
の
闇
と
と
も
に
ひ
そ
か
に
つ
ぶ

や
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

暴
風
雨
の
降
り
し
き
る
夜
、
旅
館
の
一
室
で
交
わ
さ
れ
た
二
人
の
以
上
の
応

答
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
漱
石
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
も
う
一
つ
の
異
な
る
側
面

を
覗
き
こ
ん
で
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

密
室
空
間
を
湿
ら
せ
て
降
り
し
き
る
暴
風
雨
で
あ
る
。
暴
風
雨
の
有
す
る
神
話

的
作
用
は
、
そ
の
空
間
に
身
を
処
し
て
い
る
存
在
を
も
遡
行
さ
せ
て
、
神
話
的

空
間
に
連
れ
戻
す
。
嫂
が
「
居
る
わ
貴
方
。
人
間
で
す
も
の
。
�
だ
と
思
ふ
な

ら
此
処
へ
来
て
手
で
障
つ
て
御
覧
な
さ
い
」
と
言
う
時
、
こ
こ
に
含
意
さ
れ
て

い
る
の
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
誘
惑
だ
け
で
は
な
い
。「
居
る
」
と
い
う
こ
と
と

「
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
強
調
に
は
、「
居
な
い
」
こ
と
と
「
人
間
で
な

い
」
こ
と
が
潜
在
的
な
が
ら
も
含
意
さ
れ
、
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、「
人
間
で
は
な
い
」
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
暗

闇
の
消
去
作
用
に
よ
っ
て
、
視
覚
に
訴
え
な
い
「
不
在
」
を
指
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
間
以
外
の
存
在
、
こ
の
暴
風
雨
の
神
話
的
空
間

に
相
応
し
い
存
在
の
性
格
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

神
女
の
よ
う
に
自
由
自
在
に
変
化
す
る
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
的

に
い
え
ば
、「
巫
山
の
女
」
の
よ
う
に
「
朝
は
雲
に
な
り
、
暮
れ
に
は
雨
と
な

る
」、
人
間
の
肉
体
に
身
を
宿
さ
な
い
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
が
嫂
に
付

与
し
た
の
は
そ
の
よ
う
な
自
覚
で
あ
る
。
嫂
が
「
人
間
で
す
も
の
」
と
逆
説
的

な
言
い
方
を
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
が
無
意
識
の
内
に
働
い
て
吐
か
せ

た
科
白
で
あ
る
。
嫂
が
「
巫
山
の
女
」
の
有
す
る
雲
の
性
格
を
色
濃
く
帯
び
た

存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
翌
朝
、
嫂
の
後
ろ
姿
を
見
送
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に

考
え
る
二
郎
の
想
念
の
世
界
で
、
た
し
か
な
証
拠
を
提
示
さ
れ
て
証
明
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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翌
日
は
昨
日
と
打
つ
て
変
つ
て
美
し
い
空
を
朝
ま
だ
き
か
ら
仰
ぐ
事
を

得
た
。

　
「
好
い
天
気
に
な
り
ま
し
た
ね
」
と
自
分
は
嫂
に
向
つ
て
云
つ
た
。

　
「
本
当
ね
」
と
彼
女
も
答
へ
た
。

　

二
人
は
能
く
寐
な
か
つ
た
か
ら
、
夢
か
ら
覚
め
た
と
い
ふ
心
持
は
し
な

か
つ
た
。
た
ゞ
床
を
離
れ
る
や
否
や
魔
か
ら
覚
め
た
と
い
ふ
感
じ
が
し
た

程
、
空
は
蒼
く
染
め
ら
れ
て
ゐ
た
。（
中
略
）

　

凡
て
の
女
は
、
男
か
ら
観
察
し
や
う
と
す
る
と
、
み
ん
な
正
体
の
知
れ

な
い
嫂
の
如
き
も
の
に
帰
着
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
経
験
に
乏
し
い

自
分
は
斯
う
も
考
へ
て
見
た
。
又
其
正
体
の
知
れ
な
い
所
が
即
ち
他
の
婦

人
に
見
出
し
が
た
い
嫂
丈
の
特
色
で
あ
る
や
う
に
も
考
へ
て
見
た
。
兎
に

角
嫂
の
正
体
は
全
く
解
ら
な
い
う
ち
に
、
空
が
蒼
々
と
晴
れ
て
仕
舞
つ
た
。

自
分
は
気
の
抜
け
た
麦
酒
の
様
な
心
持
を
抱
い
て
、
先
へ
行
く
彼
女
の
後

姿
を
絶
え
ず
眺
め
て
ゐ
た
。（「
兄
」、
三
十
九
）

　　
「
美
し
い
空
」
と
は
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
女
と
の
関
わ
り
を
暗

示
す
る
隠
喩
的
な
表
現
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
具
体
例
を
わ
れ
わ
れ
は
『
三
四

郎
』
に
お
け
る
与
次
郎
と
三
四
郎
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
や
り
取
り
の
中
に
す
で

に
確
認
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
美
し
い
空
」
は
、
同
じ
く
嫂
と
の
関
わ
り
を

仄
め
か
し
な
が
ら
ふ
た
た
び
反
復
す
る
形
で
さ
り
げ
な
く
登
場
し
て
き
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
二
人
の
間
に
は
ど
の
程
度
ま
で
の
国
境
破
り
の
行
為
が
あ
っ
た

の
か
、
そ
れ
を
詮
索
す
る
の
は
ま
っ
た
く
の
悪
趣
味
で
あ
り
、
ま
た
文
学
と
戯

れ
る
と
い
う
読
書
行
為
と
も
ま
っ
た
く
無
縁
の
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
顧
み

な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
な
ぜ
二
郎
は
嫂
と
一
夜
を
と
も
に
過
ご

し
な
が
ら
も
、
つ
い
に
そ
の
正
体
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
、

そ
れ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

引
用
に
出
て
く
る
「
観
察
」
と
い
う
大
げ
さ
な
表
現
と
「
経
験
に
乏
し
い
自

分
」
と
い
う
謙
遜
を
装
っ
た
表
現
が
、
単
な
る
人
間
学
的
な
心
理
学
用
語
で
あ

る
こ
と
に
い
と
も
簡
単
に
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。
漱
石
は
こ
の
よ
う
な
カ
モ
フ

ラ
ー
ジ
ュ
を
施
す
こ
と
で
、
自
分
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
秘
密
を
隠
し
て
い
る
。

『
行
人
』
に
お
い
て
二
郎
は
、
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
自
由
自
在
に
操
る

傀
儡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
二
郎
の
視
点
に
立
っ
て

嫂
を
見
つ
め
る
か
ぎ
り
、
同
じ
く
そ
の
正
体
が
わ
か
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、

『
行
人
』
と
い
う
極
め
て
漱
石
的
な
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
理
解
も
ま
た
不
十

分
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
今
日
ま
で
の
『
行
人
』
論
の
す
べ
て
が
、
精
神

分
析
学
と
い
う
悪
名
高
き
な
が
ら
も
い
ま
だ
賞
味
期
限
の
切
れ
て
い
な
い
「
学

問
」
か
ら
無
意
識
や
狂
気
と
い
っ
た
用
語
を
拾
っ
て
き
て
自
分
を
武
装
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
対
し
て

ま
っ
た
く
鈍
感
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
鈍
感
は
何
に
由
来

す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
的
な
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
彼

ら
が
「
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
」
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
漱

石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
女
は
「
人
間
の
女
」
で
あ
る
前
に
、「
物
質
の
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女
」
で
あ
る
。
嫂
も
例
外
で
は
な
い
。
彼
女
は
〈
水
の
属
性
を
生
き
る
女
〉
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
女
の
正
体
は
「
空
が
蒼
々
と
晴
れ
て
」
行
く
に
つ
れ

て
、
ま
す
ま
す
解
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。『
行
人
』
に
お
い
て
「
空
が
晴
れ

る
」
こ
と
と
「
正
体
が
解
ら
な
く
な
る
」
こ
と
と
の
間
に
密
接
な
因
果
関
係
が

あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。「
空
が
晴
れ
る
」
こ
と
は
雲
が
な
く
な
る
こ
と

で
あ
る
。
雲
が
な
く
な
る
こ
と
は
雨
の
可
能
性
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
暴

風
雨
の
可
能
性
も
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
水
の
属
性
を
生

き
る
女
〉
の
「
正
体
が
解
る
」
の
は
、「
空
が
晴
れ
て
い
な
い
」
時
、
す
な
わ

ち
「
水
の
属
性
」
が
自
ら
の
環
境
を
整
え
て
リ
ズ
ム
を
奏
で
な
が
ら
激
し
い
動

き
を
見
せ
る
雲
の
時
、
雨
の
時
、
暴
風
雨
の
時
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
権
的

な
時
空
間
に
お
い
て
し
か
、「
水
の
属
性
」
を
生
き
る
嫂
は
正
体
を
現
さ
な
い

の
で
あ
る
。
二
郎
に
と
っ
て
、
嫂
は
「
始
め
か
ら
囚
は
れ
な
い
自
由
な
女
」
で

あ
り
、「
深
さ
の
あ
り
過
ぎ
る
」
女
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
が
、
ま
る
で

晴
れ
て
し
ま
っ
た
「
青
い
空
」
の
中
に
消
え
て
い
く
か
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
ふ

た
た
び
自
分
の
女
と
し
て
の
深
さ
の
中
に
戻
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
で
し
か
正
体
を
現
さ
な
い
存
在
と
は
い
っ
た
い
如

何
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
一
つ
、「
巫
山
の
女
」
の
よ
う
な
存
在

で
あ
る
。
雲
と
な
っ
て
現
れ
、
雨
と
な
っ
て
現
れ
る
「
巫
山
の
女
」
を
お
い
て

ほ
か
に
い
な
い
。
嫂
は
は
っ
き
り
と
「
巫
山
の
女
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
寸

分
違
わ
ず
に
ぴ
っ
た
り
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
〈
雲
の
女
〉〈
雨

の
女
〉
だ
か
ら
こ
そ
、「
空
が
蒼
々
と
晴
れ
て
仕
舞
つ
た
」
後
に
は
、
正
体
が

解
ら
な
く
な
り
、
暴
風
雨
が
止
ん
で
し
ま
っ
た
後
に
は
、
正
体
を
隠
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
二
郎
が
い
っ
た
「
他
の
婦
人
に
見
出
し
が
た
い
嫂
丈
の
特
色
」

と
は
、
ま
さ
に
「
巫
山
の
女
」
の
分
身
と
も
見
え
る
嫂
の
以
上
の
よ
う
な
性
格

を
ず
ば
り
と
言
い
当
て
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
性
格
を
、
疑
問
の
余
地
の
な
い
、
確
固
た
る
も
の
に
し

て
い
る
の
は
、
以
下
の
引
用
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
無
名
性
」
と

「
匿
名
性
」
が
、
嫂
を
限
り
な
く
「
巫
山
の
女
」
に
近
い
存
在
に
仕
上
げ
て
い

る
。

　

　
（
下
女
）
さ
う
し
て
「
御
客
様
で
す
」
と
稍
真
面
目
に
答
へ
た
。

　
「
三
沢
だ
ら
う
」
と
自
分
が
云
つ
た
。
自
分
は
或
事
で
三
沢
の
訪
問
を

予
期
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
「
い
ゝ
へ
女
の
方
で
す
」

　
「
女
の
人
？
」

　

自
分
は
不
審
の
眉
を
寄
せ
て
下
女
に
見
せ
た
。
下
女
は
却
て
澄
ま
し
て

ゐ
た
。

　
「
此
方
へ
御
通
し
申
し
ま
す
か
」

　
「
何
と
い
ふ
人
だ
い
」

　
「
知
り
ま
せ
ん
」

　
「
知
り
ま
せ
ん
つ
て
、
名
前
を
聞
か
な
い
で
無
暗
に
人
の
室
へ
客
を
案

内
す
る
奴
が
あ
る
か
い
」
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隠喩から流れ出るエクリチュール

　
「
だ
つ
て
聞
い
て
も
仰
や
ら
な
い
ん
で
す
も
の
」

　

下
女
は
斯
う
云
つ
て
、
又
先
刻
の
様
な
意
地
の
悪
い
笑
を
目
元
で
笑
つ

た
。
自
分
は
い
き
な
り
火
鉢
か
ら
手
を
放
し
て
立
ち
上
つ
た
。
敷
居
際
に

膝
を
突
い
て
ゐ
る
下
女
を
追
い
退
け
る
や
う
に
し
て
上
り
口
迄
出
た
。
さ

う
し
て
土
間
の
片
隅
に
コ
ー
ト
を
着
た
儘
寒
さ
う
に
立
つ
て
ゐ
た
嫂
の
姿

を
見
出
し
た
。（「
塵
労
」、
一
）

　　

二
郎
の
所
に
訪
れ
た
嫂
は
、
下
女
に
名
前
を
聞
か
れ
て
も
教
え
な
い
。
な
ぜ

教
え
な
い
の
か
。
名
前
が
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
お
直
と
い
う
名
前
を
ち
ゃ
ん

と
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
教
え
た
い
と
か
教
え
た
く
な
い
と
か
の
問
題
で
は
な

い
。
で
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
名
前
を
持
っ
て
い
て
は
い
け

な
い
か
ら
で
あ
る
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
「
吾
輩
」
の
よ
う
に
、
少
な
く

と
も
こ
こ
で
は
固
有
名
を
持
た
な
い
存
在
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
彼
女
は
漱
石
に
よ
っ
て
「
巫
山
の
女
」
に
限
り
な
く
近
い
存
在
と
し
て

振
る
舞
う
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
巫
山
の
女
」
は
楚

の
襄
王
に
名
前
を
聞
か
れ
た
時
、
彼
女
は
名
前
が
な
く
、
た
だ
「
朝
に
は
朝
雲

と
な
り
、
暮
れ
に
は
雨
と
な
る
」
と
答
え
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
嫂
も

〈
雲
の
女
〉、〈
雨
の
女
〉
と
し
て
、
名
前
を
持
っ
て
い
て
も
教
え
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
前
を
持
つ
こ
と
は
、
も
は
や
〈
雲
の
女
〉〈
雨
の

女
〉
で
は
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
嫂
は
こ
の
よ
う
な
「
無
名
性
」
に
よ

っ
て
、
す
で
に
自
分
が
「
巫
山
の
女
」
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て

い
る
。
彼
女
は
さ
ら
に
夕
方
の
雨
と
と
も
に
現
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
暗
示
の
強

度
を
強
め
て
い
る
。『
行
人
』
は
以
上
の
引
用
に
継
ぎ
足
す
よ
う
な
形
で
、
さ

ら
に
次
の
よ
う
な
気
候
に
つ
い
て
の
記
述
を
挿
入
し
て
い
る
。

　

　

其
日
は
朝
か
ら
曇
つ
て
ゐ
た
。
然
も
打
ち
続
い
た
好
天
気
を
一
度
に
追

ひ
払
ふ
や
う
に
寒
い
風
が
吹
い
た
。
自
分
は
事
務
所
か
ら
帰
り
が
け
に
、

外
套
の
襟
を
立
て
ゝ
歩
き
な
が
ら
道
々
雨
に
な
る
の
を
気
遣
つ
た
。
其
雨

が
先
刻
夕
飯
の
膳
に
向
ふ
時
分
か
ら
し
と
〳
〵
降
り
出
し
た
。

　
「
好
く
斯
ん
な
寒
い
晩
御
出
掛
で
し
た
」

　

嫂
を
部
屋
に
案
内
し
た
自
分
は
、
何
よ
り
先
に
斯
う
云
つ
た
。
嫂
は
軽

く
「
え
ゝ
」
と
答
へ
た
ぎ
り
で
あ
つ
た
。（「
塵
労
」、
二
）

　　

こ
れ
は
二
郎
の
日
常
生
活
の
中
の
ひ
と
コ
マ
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
れ

を
装
っ
た
変
装
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
表
面
の
字
義
通
り

の
意
味
だ
け
を
拾
っ
て
読
め
ば
、
こ
の
部
分
の
描
写
は
た
だ
朝
と
夕
方
と
い
う

時
間
軸
で
起
こ
っ
た
気
候
の
変
化
を
伝
え
る
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

い
ま
ま
で
の
考
察
で
、「
巫
山
の
女
」
の
有
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
属
性
が
漱
石
的

テ
ク
ス
ト
の
根
底
に
ま
る
で
陰
画
の
よ
う
に
滲
み
出
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入

れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
引
用
を
た
だ
字
義
通
り
の
意
味
で
受
け
取
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
偽
装
さ
れ
た
日
常
の

深
層
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
浮
き
彫
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
語
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り
手
（
＝
漱
石
）
が
さ
り
げ
な
く
ひ
と
言
、「
そ
の
日
は
朝
か
ら
曇
つ
て
ゐ

た
」
と
二
郎
の
耳
も
と
で
囁
く
時
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ひ
と
言
の
中
に
、

「
朝
」
と
「
雲
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
は
っ
と
驚
か
ざ
る
を
え
な

い
。
と
い
う
の
は
、「
朝
」
は
「
巫
山
の
女
」
が
雲
と
な
っ
て
現
れ
る
具
体
的

な
時
間
帯
で
あ
り
、「
雲
」
は
、「
巫
山
の
女
」
が
朝
、
現
れ
る
と
き
に
宿
る
具

象
化
さ
れ
た
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
朝
の
雲
が
、

夕
方
の
雨
に
な
る
の
は
、
誰
が
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
二
郎
が
「
歩
き
な
が

ら
道
々
雨
に
な
る
の
を
気
遣
つ
た
」
の
は
、
嫂
の
訪
れ
を
予
感
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
其
雨
が
先
刻
夕
飯
の
膳
に
向
ふ
時
分
か
ら
し
と
し
と
と

降
り
出
し
た
」
の
は
、
彼
の
予
感
が
つ
い
に
的
中
し
て
、
果
た
し
て
嫂
が
現
れ

た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
二
郎
が
果
た
し
て
嫂
を
雨
や
雲
と
関
わ
り
の
あ
る
存
在
と
し
て
見

て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
二
郎
は
嫂
の
正
体
が
ま
っ
た
く

分
か
ら
な
い
三
四
郎
の
よ
う
な
視
点
人
物
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
彼
は
漱

石
の
作
家
戦
略
が
考
案
し
た
テ
ク
ス
ト
空
間
に
投
げ
込
ま
れ
た
「
棒
切
れ
」
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
が
兄
の
一
郎
に
無
理
や
り
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
て
貞

操
テ
ス
ト
の
執
行
人
に
選
ば
れ
た
の
も
、
ま
た
雨
や
雲
の
差
し
出
す
環
境
の
中

で
、
た
え
ず
嫂
の
こ
と
を
考
え
、
嫂
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
よ
う
に
強
い
ら
れ

て
い
る
の
も
、
す
べ
て
は
〈
テ
ク
ス
ト
ー
内　

存
在
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

　

其
晩
は
静
か
な
雨
が
夜
通
し
降
つ
た
。
枕
を
叩
く
や
う
な
雨
滴
の
音
の

中
に
、
自
分
は
何
時
迄
も
嫂
の
幻
影
を
描
い
た
。
濃
い
眉
と
そ
れ
か
ら
濃

い
眸
子
、
そ
れ
が
く
つ
き
り
と
眼
に
浮
ぶ
と
、
蒼
白
い
額
や
頰
は
、
磁
石

に
吸
ひ
付
け
ら
れ
る
鉄
片
の
速
度
で
、
す
ぐ
其
周
囲
に
反
映
し
た
。
彼
女

の
幻
影
は
何
遍
も
打
ち
崩
さ
れ
た
。
打
ち
崩
さ
れ
る
度
に
復
同
じ
順
序
が

す
ぐ
繰
返
さ
れ
た
。
自
分
は
遂
に
彼
女
の
唇
の
色
迄
鮮
か
に
見
た
。
其
唇

の
両
端
に
あ
た
る
筋
肉
が
声
に
出
な
い
言
葉
の
符
号
の
如
く
微
か
に
顫
動

す
る
の
を
見
た
。
さ
う
し
て
其
頰
に
は
、
肉
眼
の
注
意
を
逃
れ
や
う
と
す

る
微
細
の
渦
が
、
靨
に
寄
ら
う
か
崩
れ
や
う
か
と
迷
ふ
姿
で
、
間
断
な
く

波
を
打
つ
の
を
あ
り
〳
〵
と
見
た
。

　

自
分
は
夫
位
活
き
た
彼
女
を
夫
位
劇
し
く
想
像
し
た
。
さ
う
し
て
雨
滴

の
音
の
ぽ
た
り
〳
〵
と
響
く
中
に
、
取
り
留
め
も
な
い
色
々
な
事
を
考
へ

て
、
火
照
つ
た
頭
を
悩
ま
し
始
め
た
。（「
塵
労
」、
五
）

　　

二
郎
の
眠
れ
ぬ
夜
の
描
写
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
雨
の
中
の
夢
想
と
い
っ

た
方
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
日
の
夕
方
、
雨
を
た
ず
さ
え
て
訪
れ

た
嫂
は
、
和
歌
山
の
暴
風
雨
の
夜
に
負
け
な
い
誘
惑
ぶ
り
を
み
せ
る
。「
妾
な

ん
か
丁
度
親
の
手
で
植
付
け
ら
れ
た
鉢
植
の
や
う
な
も
の
で
一
遍
植
ら
れ
た
が

最
後
、
誰
か
来
て
動
か
し
て
呉
れ
な
い
以
上
、
と
て
も
動
け
や
し
ま
せ
ん
。
凝

と
し
て
ゐ
る
丈
で
す
。
立
枯
に
な
る
迄
凝
と
し
て
ゐ
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い

ん
で
す
も
の
」。
こ
う
し
た
暗
示
的
な
誘
惑
に
二
郎
が
戸
惑
い
を
見
せ
る
と
、

彼
女
は
も
っ
と
馴
れ
馴
れ
し
い
口
吻
で
、「
二
郎
さ
ん
は
少
時
会
は
な
い
う
ち
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に
、
急
に
改
ま
つ
ち
ま
つ
た
の
ね
」
と
言
う
。
こ
う
し
た
嫂
が
帰
っ
た
後
、
二

郎
が
彼
女
の
こ
と
を
思
い
描
く
の
は
、
前
後
の
文
脈
的
繫
が
り
か
ら
考
え
て
、

き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
こ
の
日
の
夜
も
あ
の
和
歌
山
の
旅
館
の
夜
と
同
様
に
、
外
で
は
夜
通
し

雨
が
降
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
嫂
が
二
郎
に
向
か
っ
て
、
積
極
的
な

誘
惑
の
行
動
に
出
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
雨
の
環
境
が
整
っ
た
日
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
雨
は
「
巫
山
の
女
」
の
化
身
で
あ
り
、
そ
し
て
嫂
は
「
巫
山
の

女
」
の
属
性
を
分
有
し
て
も
ら
っ
た
〈
雲
の
女
〉〈
雨
の
女
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
日
の
夜
、
二
郎
が
ど
う
し
て
も
嫂
の
幻
影
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、

夜
通
し
彼
女
の
こ
と
を
思
い
描
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
同
じ
く
夜
通
し

降
り
つ
づ
け
る
雨
が
、
た
え
ず
嫂
の
こ
と
を
想
起
す
る
よ
う
に
彼
に
強
要
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
嫂
は
こ
こ
で
も
あ
の
和
歌
山
の
旅
館
の
夜
と
同
様
に
い
わ
ゆ
る

「
誘
惑
す
る
女
」
に
な
っ
て
い
る
。
あ
た
り
前
な
ら
、
嫂
は
お
直
と
い
う
そ
の

名
前
の
通
り
、
穏
や
か
で
素
直
な
存
在
で
あ
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
自
分
で
も

意
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
は
誰
か
が
や
っ
て
き
て
動
か
し
て
く
れ
な
け
れ

ば
、「
立
枯
に
な
る
迄
凝
と
し
て
ゐ
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」「
植
付
け
ら
れ

た
鉢
植
」
の
よ
う
な
女
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
が
激
し
い
言

動
を
み
せ
な
が
ら
「
誘
惑
す
る
女
」
に
豹
変
し
て
し
ま
う
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
彼
女
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
た
性
格
の
ゆ
え
で
あ
ろ

う
か
。
だ
と
し
た
ら
、
漱
石
は
性
差
の
配
分
に
お
い
て
、
女
性
に
し
か
与
え
ら

れ
て
い
な
い
性
格
、
す
な
わ
ち
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
と
い
う
性
格
を
最
初
か
ら
彼
女

に
付
与
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
彼
が
深
い
関
心
を
も
っ
て
親
し

ん
で
き
た
世
紀
末
の
芸
術
の
世
界
に
生
息
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
倒
錯
の
偶

像
」
た
ち
、
た
と
え
ば
メ
ド
ゥ
ー
サ
や
サ
ロ
メ
、
あ
る
い
は
マ
ー
メ
イ
ド
や
セ

イ
レ
ン
た
ち
が
有
し
て
い
る
誘
惑
的
な
性
格
を
、
お
直
と
い
う
固
有
名
の
背
後

に
深
層
構
造
と
し
て
組
み
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
漱
石
研
究
は
、
実
は

こ
の
よ
う
な
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
精
神
分
析
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み

た
り
、
世
紀
末
芸
術
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
り
し
た
。
こ
う
し
た

研
究
に
よ
っ
て
、
漱
石
の
想
像
力
が
生
み
出
し
た
テ
ク
ス
ト
の
世
界
は
奥
行
き

と
深
さ
だ
け
で
な
く
、
多
様
性
と
豊
饒
さ
を
誇
る
も
の
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
は
、「
西
洋
一
辺
倒
」
と
い
う
性
格
を

あ
ま
り
に
強
く
帯
び
て
い
る
た
め
に
、
均
衡
を
失
っ
た
偏
頗
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
下
記
の
尹
相
仁
の
指
摘
に
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。

　

　

滞
英
日
記
中
の
、「
夜
池
田
ト
話
ス
理
想
美
人
ノd

escrip
tio
n

ア
リ
両

人
共
頗
ル
精
シ
キ
説
明
ヲ
ナ
シ
テ
…
…
（
後
略
）」（「
日
記
」
明
治
三
四
年

五
月
二
〇
日
）
の
よ
う
な
記
述
に
は
、
美
人
談
義
を
好
む
漱
石
の
一
面
が

覗
か
れ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
下
宿
の
一
室
で
二
人
の
留
学
生
が
熱
心
に
語
り

合
っ
た
「
理
想
美
人
」
に
つ
い
て
の
「
精
シ
キ
説
明
」
の
中
身
が
ど
ん
な

も
の
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
う
術
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
英
文
学
徒
夏
目

金
之
助
は
得
意
の
英
文
学
の
知
識
を
援
用
し
て
、
好
き
な
作
家
の
一
人
で
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あ
っ
た
メ
レ
デ
ィ
ス
の
「
美
人
ノd

escrip
tio
n

」
な
ど
を
も
話
題
に
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
漱
石
が
作
家
活
動
に
入
る
前

の
段
階
か
ら
、「
理
想
美
人
ノd

escrip
tio
n

」
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心

を
示
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。

　

こ
う
し
て
漱
石
の
内
部
に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
女
性
に
た
い
す
る
美
的

理
想
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
漱
石
的
女
」
を
生
む
〈
鋳
型
〉

と
い
っ
て
よ
い
。
漱
石
の
作
品
に
登
場
す
る
印
象
深
い
美
女
た
ち
が
、
互

い
に
よ
く
似
て
い
て
、
絶
え
ず
あ
る
種
の
近
親
関
係
を
ほ
の
め
か
し
て
い

る
の
は
、
彼
女
た
ち
が
作
者
の
観
念
上
の
理
想
像
か
ら
分
化
し
た
存
在
で

あ
る
こ
と
を
物
語
る
）
（（
（

。

　　

こ
こ
で
尹
は
あ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
、「
夜
池
田
氏
ト
教
育
上
ノ
談
話
ヲ
ナ

ス
又
支
那
文
学
ニ
就
テ
話
ス
」
と
い
う
部
分
を
恣
意
的
に
切
り
捨
て
て
、
単
に

「
夜
池
田
ト
話
ス
理
想
美
人
ノd

escrip
tio
n

ア
リ
両
人
共
頗
ル
精
シ
キ
説
明
ヲ

ナ
シ
テ
」
に
し
て
し
ま
う
。
異
質
な
「
支
那
文
学
」
の
闖
入
に
よ
っ
て
、
漱
石

と
英
文
学
と
の
親
密
な
関
係
が
断
た
れ
て
、
西
洋
産
の
「
漱
石
的
女
」
の
〈
鋳

型
〉
が
壊
れ
る
の
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
尹
み
ず
か
ら
が

「
二
人
の
留
学
生
が
熱
心
に
語
り
合
っ
た
『
理
想
美
人
』
に
つ
い
て
の
『
精
シ

キ
説
明
』
の
中
身
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
う
術
は
ま
っ
た
く
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
支
那
文
学
」
に
も
〈
水
の
女
〉
が
い
て
、
そ

れ
が
西
洋
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
ま
っ
た

く
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
の
方
が
も
っ
と
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
尹
に
代
表
さ
れ
る
影
響
と
受
容
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
研
究
は
、

漱
石
的
想
像
力
が
有
し
て
い
る
独
創
性
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
見
逃
し
て
し
ま

う
恐
れ
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
独
創
性
と
は
、
単
な
る
ア
ナ
ロ

ジ
ー
に
支
配
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
模
倣
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
独
創
性

と
は
、
む
し
ろ
「
女
の
描
け
な
い
漱
石
」
と
い
う
作
家
（
＝
書
く
行
為
を
行
な

う
主
体
）
の
描
い
た
女
の
描
き
方
に
こ
そ
存
す
る
の
で
あ
る
。『
行
人
』
に
お

い
て
試
み
ら
れ
た
お
直
の
描
写
は
そ
の
典
型
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
彼
女
の
固

有
名
に
は
す
で
に
水
の
「
静
の
原
理
」
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
こ
こ

ろ
』
の
奥
さ
ん
が
お
静
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
、
登
場
人
物
の
固
有
名
は
識
別
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
テ
ク

ス
ト
の
全
体
的
な
構
造
と
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
た
要
素
で
あ
り
、
機
能
で
あ
る
。

お
直
と
い
う
水
の
「
静
の
原
理
」
を
刻
印
さ
れ
た
嫂
が
、
水
の
「
動
の
原
理
」

に
み
ず
か
ら
を
委
ね
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
環
境
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
人

事
と
は
無
関
係
な
環
境
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
が
差
し
出
す
環
境
で
あ
る
。
暴

風
雨
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、「
人
間
の
女
」
で
あ
る
前
に
、「
物
質
の
女
」
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
彼
女
た
ち
に
は
先
に
「
人
間
の
女
」
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
の
で
は

な
い
。
水
と
い
う
物
質
が
差
し
出
す
環
境
が
あ
り
、
そ
の
環
境
が
命
令
す
る
行

為
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
漱
石
的
文
学
が
決
し
て
伝
統
的
な
心
理
主
義
小
説
で

な
い
所
以
も
実
は
そ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
心
理
主
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義
小
説
が
標
榜
す
る
「
性
格
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
セ
ッ
ト
の
潜
在

性
と
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
身
振
り
や
態
度
や
振
舞
い
や
言
葉
は
、

そ
れ
か
ら
生
じ
る
）
（（
（

」
と
い
う
古
い
信
条
は
漱
石
的
文
学
か
ら
み
れ
ば
、
有
無
を

言
わ
せ
ず
に
葬
り
去
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
、
サ
ル
ト

ル
の
次
の
言
明
、
す
な
わ
ち
「
身
振
り
や
態
度
や
世
界
を
目
指
す
行
為
や
振
舞

い
が
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
最
初
に
あ
る
の
だ
。
そ
れ
ら
が
何
度
も
繰
り
返
さ

れ
る
う
ち
に
、
主
体
の
性
格
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
性
格

と
は
、
最
初
は
何
で
も
な
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
形
式
的
に
も
物
質
的
に
も
意
識

の
中
に
は
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
）
（（
（

」
を
、
漱
石
的
文
学
は
新
し
い
モ
ッ
ト

ー
と
し
て
導
き
い
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
漱
石
的
文
学
は
そ
の
よ
う
な
モ

ッ
ト
ー
を
そ
の
書
く
行
為
に
お
い
て
具
体
的
に
実
践
し
て
見
せ
て
く
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
和
歌
山
の
旅
館
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
夜
、
お
直
が
「
誘
惑
す

る
女
」
の
行
為
そ
の
も
の
を
演
じ
た
の
は
、
な
に
も
彼
女
が
作
家
漱
石
に
よ
っ

て
性
格
的
に
そ
の
よ
う
に
創
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
彼
女
は
「
巫
山
の

女
」
と
同
様
、「
水
の
属
性
」
を
生
き
る
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
女
は
も
は
や
「
人
間
の
女
」
で
は
な
い
。〈
水
の
女
〉

な
の
だ
。
し
か
も
、
西
洋
の
〈
水
の
女
〉
の
テ
ー
マ
系
に
属
す
る
〈
水
の
女
〉

で
は
な
く
、
中
国
の
〈
水
の
女
〉
の
テ
ー
マ
系
に
属
す
る
〈
水
の
女
〉
な
の
で

あ
る
。
漱
石
は
東
西
を
知
る
教
養
人
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
性
質
を
異
に
す
る

二
種
類
の
〈
水
の
女
〉
を
見
わ
た
せ
る
高
み
を
所
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
高
み
か
ら
自
分
の
独
創
性
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
独
創
性
に
は
一
つ
の
訣
別
、
一
つ
の
放
棄
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
か
ら
描
く
女
を
徹
底
的
に
〈
水
の
女
〉
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
従
来
の
慣

習
的
な
や
り
方　
　

女
を
「
人
間
の
女
」
と
し
て
描
く
こ
と　
　

に
別
れ
を
告

げ
る
こ
と
。
次
に
、
そ
う
す
る
こ
と
で
西
洋
伝
来
の
古
典
的
で
排
他
的
な
手
法

　

「
人
間
の
属
性
」
と
い
う
経
験
的
所
有
の
産
物
な
る
心
理
や
精
神
性
を
登
場

人
物
た
ち
の
身
体
に
注
入
す
る
こ
と　
　

を
放
棄
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
代
わ

り
に
、
水
と
い
う
物
質
が
有
し
て
い
る
「
動
の
原
理
」
を
彼
女
た
ち
の
行
動
を

可
能
に
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
配
分
し
て
や
る
こ
と
、
漱
石
の
想
像
力
が
有

し
て
い
る
独
創
性
の
す
べ
て
は
こ
こ
か
ら
流
れ
出
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
彼
女
た
ち
が
如
何
な
る
言
動
に
出
る
か
は
、
彼
女
た
ち
の
心
理
や
意

志
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
作
家
の
意
志
や
プ

ラ
ン
と
も
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
あ
の
夜
、
お
直
と
い
う
穏
や
か
な
女
を
慫
慂
し

て
激
し
い
言
動
へ
と
誘
っ
た
の
は
、「
誘
惑
す
る
女
」
と
い
う
偽
り
の
性
格
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
水
の
属
性
」
の
顕
現
で
あ
る
暴
風
雨
で
あ
っ
た
、
と
。
そ

し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
漱

石
的
想
像
の
世
界
へ
の
真
の
接
近
は
、
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
始
め
と
し

た
す
べ
て
の
人
間
中
心
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
諦
め
た
瞬
間
に
こ
そ
初
め
て

可
能
に
な
る
、
と
。『
行
人
』
は
こ
う
し
た
認
識
を
兄
と
二
郎
と
の
や
り
取
り

の
中
に
、
さ
り
げ
な
く
挿
入
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
さ
り
げ
な
さ
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は
、
兄
の
学
者
と
い
う
職
業
が
提
供
す
る
知
の
言
説
に
よ
っ
て
見
破
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
む
し
ろ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
自
然
さ
が
も
た
ら
す
も
う
一
枚
の
装
い
に
よ

っ
て
覆
わ
れ
る
よ
う
な
形
で
呈
示
さ
れ
て
い
る
。

　

　
「
女
の
心
だ
つ
て
男
の
心
だ
つ
て
」
と
云
ひ
掛
け
た
自
分
を
彼
は
急
に

�
つ
た
。

　
「
御
前
は
幸
福
な
男
だ
。
恐
ら
く
そ
ん
な
事
を
ま
だ
研
究
す
る
必
要
が

出
て
来
な
か
つ
た
ん
だ
ら
う
」

　
「
そ
り
や
兄
さ
ん
の
様
な
学
者
ぢ
や
な
い
か
ら
…
…
…
」

　
「
馬
鹿
云
へ
」
と
兄
は
𠮟
り
付
け
る
や
う
に
叫
ん
だ
。

　
「
書
物
の
研
究
と
か
心
理
学
の
説
明
と
か
、
そ
ん
な
廻
り
遠
い
研
究
を

指
す
の
ぢ
や
な
い
。
現
在
自
分
の
眼
前
に
居
て
、
最
も
親
し
か
る
べ
き
筈

の
人
、
其
人
の
心
を
研
究
し
な
け
れ
ば
、
居
て
も
立
つ
て
も
居
ら
れ
な
い

と
い
ふ
や
う
な
必
要
に
出
逢
つ
た
事
が
あ
る
か
と
聞
い
て
る
ん
だ
」

　

最
も
親
し
か
る
べ
き
筈
の
人
と
云
つ
た
兄
の
意
味
は
自
分
に
す
ぐ
解
つ

た
。（「
兄
」、
二
十
）

　　
「
最
も
親
し
か
る
べ
き
筈
の
人
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
嫂
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
彼
女
を
対
象
に
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
大
げ
さ
な
表
現
が
は
ば
か
る
気
配
も

見
せ
ず
に
列
を
な
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
。
女
の
心
、
男
の
心
、
学
者
、
書

物
、
心
理
学
、
学
問
、
神
経
質
、
歇
私
的
里
。
そ
れ
に
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
る

「
研
究
」
と
い
う
硬
い
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
学
者
と
し
て

の
一
郎
の
口
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
き
た
言
葉
た
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
真
実
味

を
帯
び
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
鉄
則
な
る
本
当
ら
し
さ
に
合
致

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
も
既
述
し
た
二
郎
の

「
観
察
」
や
「
経
験
に
乏
し
い
自
分
」
と
い
う
表
現
と
同
じ
く
、
漱
石
的
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
が
放
つ
煙
幕
の
よ
う
な
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
す
ぎ
な
い
。
と
同
時

に
二
郎
を
そ
の
兄
の
世
界
か
ら
遠
く
隔
て
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
た
ち

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
二
郎
か
ら
み
れ
ば
、
兄
は
別
世
界
に
属
す
る
存
在
で
あ
る
。

自
分
と
は
違
っ
て
、
兄
は
い
つ
ど
こ
で
も
書
物
や
学
説
が
提
供
す
る
方
法
や
概

念
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
外
の
世
界
に
存
在
す
る
対
象
を
分
析
し
研
究
す
る
学

者
で
あ
る
。

　

漱
石
自
身
、「
老
子
の
修
身
」
に
言
及
し
た
際
、「
老
子
は
学
問
を
以
て
無
用

と
せ
り
」
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、「
か
く
老
子
は
一
方
に

て
は
学
問
を
以
て
事
物
を
研
鑽
す
る
を
悪
み
又
一
方
に
て
は
経
験
を
利
用
し
て

現
象
を
探
求
す
る
を
無
用
と
し
損
之
又
損
以
至
於
無
為
〔
之
を
損
じ
又
損
じ
て
、

以
て
無
為
に
至
る
。
四
十
八
章
〕
の
域
に
達
せ
ん
と
力
め
ぬ
」
と
指
摘
し
て
い

る
）
（（
（

。
漱
石
自
身
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
職
を
捨
て
て
、
新
聞
小
説
と
い
う
大
衆

向
け
の
作
品
を
書
く
作
家
に
な
っ
た
伝
記
的
事
実
に
は
、
も
し
か
す
る
と
老
子

の
こ
の
よ
う
な
無
為
の
境
地
に
自
分
を
置
い
て
み
た
い
と
い
う
強
い
願
望
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
漱
石
と
は
違
っ
て
、『
行
人
』
の
一
郎
は

あ
く
ま
で
も
「
学
問
を
以
て
事
物
を
研
鑽
」
し
、「
経
験
を
利
用
し
て
現
象
を
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隠喩から流れ出るエクリチュール

探
求
」
し
よ
う
と
す
る
学
者
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
学
者
が
い
ま
「
最
も
親
し

か
る
べ
き
筈
の
人
」
で
あ
る
自
分
の
妻
を
対
象
に
、「
居
て
も
立
つ
て
も
居
ら

れ
な
い
」
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
如
何
な
る
書
物
の
知
識
も
心

理
学
の
知
識
も
「
其
人
の
心
」
を
解
き
明
か
し
て
は
く
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

万
能
で
あ
る
は
ず
の
知
識
（
＝
男
性
中
心
主
義
的
な
も
の
）
は
、
こ
こ
で
は
ラ
カ

ン
が
い
う
「
隣
人
」
に
等
し
い
存
在
で
あ
る
女
を
前
に
し
て
そ
れ
固
有
の
威
厳

を
失
っ
て
い
る
）
（（
（

。
だ
か
ら
、
兄
は
続
け
て
二
郎
に
次
の
よ
う
な
質
問
を
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。
こ
れ
は
必
然
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
郎
の
イ
メ
ー
ジ

に
作
家
漱
石
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
精
神
世
界
を
覗

き
込
も
う
と
す
る
実
証
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
切
を
退
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
さ
も
な
い
と
、
わ
れ
わ
れ
は
下
記
に
お
い
て
漱
石
が
メ
レ
ヂ
ス
ト
の
学

説
を
披
露
す
る
の
は
彼
の
衒
学
趣
味
に
す
ぎ
な
い
と
誤
解
し
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

　
「
御
前
メ
レ
ヂ
ス
と
い
ふ
人
を
知
つ
て
る
か
」
と
兄
が
聞
い
た
。

　
「
名
前
丈
は
聞
い
て
ゐ
ま
す
」

　
「
あ
の
人
の
書
翰
集
を
読
だ
事
が
あ
る
か
」

　
「
読
む
所
か
表
紙
を
見
た
事
も
有
り
ま
せ
ん
」

　
「
左
右
か
」（
中
略
）

　
「
其
人
の
書
翰
の
一
つ
の
う
ち
に
彼
は
斯
ん
な
事
を
云
つ
て
ゐ
る
。　

　

自
分
は
女
の
容
貌
に
満
足
す
る
人
を
見
る
と
羨
ま
し
い
。
女
の
肉
に
満

足
す
る
人
を
見
て
も
羨
ま
し
い
。
自
分
は
何
う
あ
つ
て
も
女
の
霊
と
い
ふ

か
魂
と
い
ふ
か
、
所
謂
ス
ピ
リ
ツ
ト
を
攫
ま
な
け
れ
ば
満
足
が
出
来
な
い
。

そ
れ
だ
か
ら
何
う
し
て
も
自
分
に
は
恋
愛
事
件
が
起
ら
な
い
」

　
「
メ
レ
ヂ
ス
つ
て
男
は
生
涯
独
身
で
暮
し
た
ん
で
す
か
ね
」

　
「
そ
ん
な
事
は
知
ら
な
い
。
又
そ
ん
な
事
は
何
う
で
も
構
は
な
い
ぢ
や

な
い
か
。
然
し
二
郎
、
お
れ
が
霊
も
魂
も
所
謂
ス
ピ
リ
ツ
ト
も
攫
ま
な
い

女
と
結
婚
し
て
ゐ
る
事
丈
は
慥
だ
」（「
兄
」、
二
十
）

　　

こ
こ
に
至
っ
て
、
お
直
は
一
郎
の
手
に
よ
っ
て
、
先
の
引
用
の
「
最
も
親
し

か
る
べ
き
筈
の
人
」
か
ら
「
霊
も
魂
も
所
謂
ス
ピ
リ
ツ
ト
も
攫
ま
な
い
女
」
へ

と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
男
も
、
メ
レ
ヂ
ス
ト
の
説
を
借
り
る
形

で
「
女
の
容
貌
に
満
足
す
る
人
」
と
「
女
の
肉
に
満
足
す
る
人
」
の
二
種
類
に

分
け
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
一
郎
は
こ
の
う
ち
の
ど
れ
に
属
す
る
の
か
と
い
う

と
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
存
在
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
を
こ
の
二
つ
の
存

在
の
外
に
置
く
こ
と
で
、
自
分
を
「
女
の
霊
や
魂
」
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
ス

ピ
リ
ツ
ト
」
を
つ
か
も
う
と
す
る
特
権
的
な
存
在
に
仕
立
て
て
い
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
は
ほ
か
の
女
は
お
ろ
か
、
自
分
の
妻
の
「
ス
ピ
リ
ツ
ト
」
さ
え

い
ま
だ
攫
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
兄
と
お
直
を
結
び
つ
け
て
夫
婦
に
し
た
の

は
結
婚
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
二
人
の
結
婚
は
、
世
間
一
般
の
結
婚
と

同
様
、「
恋
愛
事
件
」
と
い
う
前
段
階
を
経
て
、
結
婚
と
い
う
結
果
へ
と
た
ど

り
着
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
の
に
、
兄
は
「
お
れ
が
霊
も
魂
も
所
謂
ス
ピ
リ
ツ
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ト
も
攫
ま
な
い
女
と
結
婚
し
て
ゐ
る
事
丈
は
慥
だ
」
と
い
う
。
漱
石
に
と
っ
て
、

恋
愛
は
単
な
る
異
性
間
の
結
合
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
こ

こ
に
あ
る
よ
う
に
「
事
件
」
で
あ
り
、「
出
来
事
」
で
あ
る
。『
こ
こ
ろ
』
が
書

か
れ
た
の
も
、
恋
愛
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
）
（（
（

。
だ
か
ら
、『
こ
こ
ろ
』
に
お
い
て
、
恋
愛
は
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し

て
「
二
つ
の
楷
段
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
性
間
の
「
第
一
楷

段
」
と
異
性
間
の
「
第
二
楷
段
」
で
あ
る
。『
こ
こ
ろ
』
は
こ
の
「
二
つ
の
楷

段
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
先
生
と
私
」、「
先
生
と
Ｋ
」、「
先
生
と
お
嬢
さ
ん
」、

「
Ｋ
と
お
嬢
さ
ん
」
と
い
う
形
で
描
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
行
人
』
は
、

「
第
一
楷
段
」
を
ま
っ
た
く
欠
い
た
「
第
二
楷
段
」
で
の
「
事
件
」
だ
け
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
第
二
楷
段
」
の
始
ま
り
を
飾
る
激
し
い
恋

愛
で
は
な
く
、
終
わ
り
を
意
味
す
る
、
決
し
て
穏
や
か
で
な
い
結
婚
で
あ
る
。

兄
は
こ
の
終
わ
り
に
近
い
段
階
に
至
っ
て
も
い
ま
だ
自
分
の
妻
の
「
ス
ピ
リ
ツ

ト
」
を
つ
か
み
え
な
い
ま
ま
で
い
る
。
人
間
の
相
互
理
解
に
は
距
離
の
近
さ
と

時
間
の
長
さ
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
般
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論

が
教
え
て
く
れ
る
論
理
で
あ
る
。
結
婚
と
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
要
素
が
有

し
て
い
る
特
性
を
も
っ
と
も
望
ま
し
い
状
態
で
備
蓄
し
て
い
る
環
境
で
あ
る
。

兄
は
そ
の
よ
う
な
環
境
に
い
な
が
ら
も
、
し
か
も
学
者
と
い
う
特
別
な
存
在
と

し
て
分
析
能
力
を
持
っ
て
い
な
が
ら
も
、
自
分
の
妻
と
い
う
も
っ
と
も
近
い
距

離
に
い
る
存
在
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、『
行
人
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
理
解
不
可
能
性
は
、
認
識
論
に
お

け
る
主
体
と
客
体
と
い
う
次
元
に
お
け
る
関
係
の
網
目
の
複
雑
さ
に
よ
っ
て
招

来
さ
れ
る
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
二
郎
の
以
下
の
告
白
に
あ
る
よ
う

に
、
女
と
い
う
存
在
を
人
間
と
し
て
あ
ま
り
真
面
目
に
研
究
し
な
か
っ
た
た
め

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

　

自
分
は
此
時
始
て
女
と
い
ふ
も
の
を
ま
だ
研
究
し
て
ゐ
な
い
事
に
気
が

付
い
た
。
嫂
は
何
処
か
ら
何
う
押
し
て
も
押
し
や
う
の
な
い
女
で
あ
つ
た
。

此
方
が
積
極
的
に
進
む
と
丸
で
暖
簾
の
様
に
抵
抗
が
な
か
つ
た
。
仕
方
な

し
に
此
方
が
引
き
込
む
と
、
突
然
変
な
所
へ
強
い
力
を
見
せ
た
。
其
力
の

中
に
は
到
底
も
寄
り
付
け
さ
う
に
な
い
恐
ろ
し
い
も
の
も
あ
つ
た
。
又
は

是
な
ら
相
手
に
出
来
る
か
ら
進
ま
う
か
と
思
つ
て
、
ま
だ
進
み
か
ね
て
ゐ

る
中
に
、
弗
と
消
え
て
仕
舞
ふ
の
も
あ
つ
た
。
自
分
は
彼
女
と
話
し
て
ゐ

る
間
始
終
彼
女
か
ら
翻
弄
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
様
な
心
持
が
し
た
。
不
思
議
な

事
に
、
其
翻
弄
さ
れ
る
心
持
が
、
自
分
に
取
て
不
愉
快
で
あ
る
べ
き
筈
だ

の
に
、
却
て
愉
快
で
な
ら
な
か
つ
た
。（「
兄
」、
三
十
八
）

　　

否
、
そ
う
で
は
な
い
。
嫂
が
二
郎
に
と
っ
て
「
何
処
か
ら
何
う
押
し
て
も
押

し
や
う
の
な
い
女
」
で
あ
っ
た
り
、「
此
方
が
積
極
的
に
進
む
と
丸
で
暖
簾
の

様
に
抵
抗
」
の
な
い
女
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
彼
女
が
ま
さ
に
〈
水
の
女
〉

と
し
て
、「
水
の
属
性
」
を
生
き
る
よ
う
に
強
要
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

嫂
の
「
お
直
」
と
い
う
固
有
名
や
自
己
言
及
的
な
「
鉢
植
」
と
い
う
自
称
、
そ
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れ
に
こ
の
引
用
に
あ
る
「
暖
簾
の
様
」
な
と
い
う
隠
喩
に
は
、
そ
の
よ
う
な
強

要
が
強
い
る
「
水
の
属
性
」
の
刻
印
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
直

と
「
鉢
植
」
は
表
面
的
に
は
固
有
名
と
普
通
名
と
い
う
二
項
対
立
的
な
関
係
を

形
成
し
な
が
ら
も
、
隠
喩
と
い
う
深
層
の
次
元
で
は
い
ず
れ
も
「
水
の
属
性
」

な
る
「
静
の
原
理
」
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
お
互
い
に
通
底
し
合
っ
て
い
る
。

『
行
人
』
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
空
間
に
お
け
る
嫂
の
行
動
パ
タ
ー
ン
が
は
っ
き
り

と
二
分
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
固
有
名
が
有
し
て
い
る
意
味
論
的
な

「
外
部
性
」
と
深
い
関
係
が
あ
る
。『
行
人
』
の
構
造
的
特
性
は
、
こ
の
よ
う
な

固
有
名
の
「
外
部
性
」（
二
人
の
男
の
名
前
が
固
有
名
の
な
か
の
平
凡
さ
を
装
っ
て

一
郎
と
二
郎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
お
直
と
い
う
固
有
名
の
「
外
部
性
」
を
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
を
も
っ
て
浮
き
彫
り
に
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
と
手
を
結
び
、

そ
し
て
そ
の
「
外
部
性
」
が
呈
示
す
る
意
味
論
的
不
確
定
性
を
も
う
一
つ
の
不

確
定
性
の
関
係
項
な
る
「
水
の
属
性
」
に
よ
っ
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
よ
う
と
す

る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
独
特
な
姿
勢
の
中
に
潜
ん
で
い
る
。
嫂
の
行
動
パ
タ
ー

ン
が
二
分
し
た
形
に
な
っ
た
の
も
、『
行
人
』
の
有
し
て
い
る
こ
う
し
た
構
造

的
特
性
が
働
い
た
結
果
起
こ
っ
た
デ
フ
ォ
ル
メ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

が
『
行
人
』
で
出
会
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
デ
フ
ォ
ル
メ
の
切
り
込
み
を
入
れ

ら
れ
た
嫂
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
と
い
う
生
活
空
間
を
、「
水
の
属
性
」

が
さ
し
だ
す
「
静
の
原
理
」
を
反
復
す
る
形
で
生
き
る
よ
う
に
強
要
さ
れ
、
和

歌
山
の
暴
風
雨
の
夜
の
よ
う
な
非
日
常
的
な
空
間
を
、「
水
の
属
性
」
が
さ
し

だ
す
「
動
の
原
理
」
を
一
回
性
ま
た
は
一
過
性
を
も
っ
て
生
き
る
よ
う
に
強
要

さ
れ
た
お
直
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
兄
が
弟
に
向
か
っ
て
「
お
れ
が
霊
も
魂
も
所

謂
ス
ピ
リ
ツ
ト
も
攫
ま
な
い
女
と
結
婚
し
て
ゐ
る
事
丈
は
慥
だ
」
と
吐
露
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
は
極
自
然
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
ス
ピ
リ
ツ
ト
」
を
つ
か
む
た
め
に
は
、
ど
う
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
兄
が
発
す
る
疑
問
の
声
で
あ
る
と
同
時

に
二
郎
の
声
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
行
人
』
が
兄
と
二
郎
と
い
う
主
語
的

な
個
別
性
を
超
越
し
て
、
む
し
ろ
「
す
べ
て
の
男
」
と
い
う
集
合
的
な
主
語
の

次
元
で
発
す
る
、
あ
る
種
の
普
遍
性
を
も
っ
た
根
本
的
な
問
い
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
郎
の
口
を
借
り
て
言
わ
れ
た
意
味
深
遠
な
一
文
、

「
凡
て
の
女
は
、
男
か
ら
観
察
し
や
う
と
す
る
と
、
み
ん
な
正
体
の
知
れ
な
い

嫂
の
如
き
も
の
に
帰
着
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
を
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
中

の
「
男
」
を
「
す
べ
て
の
男
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、「
凡
て
の
女
は
、
凡

て
の
男
か
ら
観
察
し
や
う
と
す
る
と
、
み
ん
な
正
体
の
知
れ
な
い
嫂
の
如
き
も

の
に
帰
着
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。『
行

人
』
が
『
行
人
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
的
特
殊
性
を
乗
り
越
え
て
、
あ
る
種
の
普

遍
性
を
獲
得
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
置
き
換
え
、
こ
の
よ
う
な
言
い
換
え
を

許
容
す
る
深
遠
な
射
程
を
そ
の
構
造
の
根
底
に
隠
し
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
兄
の
学
者
と
い
う
職
業
は
そ
の
よ
う
な
「
深
遠
な
射
程
」
を
支

え
る
べ
く
し
て
選
ば
れ
た
必
然
性
で
あ
る
。『
行
人
』
が
有
し
て
い
る
擬
似
客

観
性
、
疑
似
科
学
性
は
い
ず
れ
も
こ
の
「
学
者
」
と
い
う
知
の
捏
造
者
を
土
台

に
し
て
い
る
。
前
述
し
た
「
書
物
の
研
究
」「
心
理
学
の
説
明
」「
メ
レ
ヂ
ス
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ト
」「
ス
ピ
リ
ツ
ト
」「
魂
」「
霊
」、
そ
れ
に
�
出
を
誇
る
「
研
究
」、
こ
う
し

た
硬
い
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
た
ち
は
い
ず
れ
も
こ
の
「
学
者
」
と
い
う
隠
喩
の
木

に
寄
生
す
る
こ
と
で
そ
の
自
然
さ
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

　
「
他
の
心
は
外
か
ら
研
究
は
出
来
る
。
け
れ
ど
も
其
心
に
為
つ
て
見
る

事
は
出
来
な
い
。
其
位
の
事
な
ら
己
だ
つ
て
心
得
て
ゐ
る
積
だ
」

　

兄
は
吐
き
出
す
や
う
に
、
又
懶
さ
う
に
斯
う
云
つ
た
。
自
分
は
す
ぐ
其

後
に
跟
い
た
。

　
「
そ
れ
を
超
越
す
る
の
が
宗
教
な
ん
ぢ
や
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
僕
な
ん

ぞ
は
馬
鹿
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
が
、
兄
さ
ん
は
何
で
も
能
く
考
へ
る
性
質

だ
か
ら
…
…
」

　
「
考
へ
る
丈
で
誰
が
宗
教
心
に
近
づ
け
る
。
宗
教
は
考
へ
る
も
の
ぢ
や

な
い
。
信
じ
る
も
の
だ
」（「
兄
」、
二
十
一
）

　　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
他
の
心
は
外
か
ら
研
究
は
出
来
る
」
は
、
明
ら

か
に
兄
の
学
者
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
二
郎
の
「
そ
れ
を
超
越
す
る

の
が
宗
教
ぢ
や
あ
り
ま
す
ま
い
か
」
は
、
そ
の
よ
う
な
学
者
の
前
で
無
知
を
よ

そ
お
う
よ
う
に
強
要
さ
れ
た
視
点
人
物
の
使
命
が
吐
か
せ
る
科
白
で
あ
る
。
兄

か
ら
み
れ
ば
、「
考
え
る
こ
と
」
も
「
信
じ
る
こ
と
」
も
、
女
の
「
ス
ピ
リ
ツ

ト
」
を
つ
か
む
上
で
は
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
唯
一
「
ス
ピ

リ
ツ
ト
」
の
捕
捉
の
可
能
性
を
提
供
し
て
く
れ
そ
う
な
の
は
、「
其
心
に
為
つ

て
見
る
事
」
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
人
間
の
心
で
は
な
く
、
物
の
心
に
な
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
物
の
心
に
な
っ
て
み
る
こ
と
は
、
そ
の
も
の
を
所
有
す
る
こ
と
で
も
あ

れ
ば
、
同
時
に
そ
の
物
に
所
有
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
兄
の
友
人

Ｈ
さ
ん
は
二
郎
に
送
っ
た
手
紙
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

　

兄
さ
ん
は
正
直
で
す
。
腑
に
落
ち
な
け
れ
ば
何
処
迄
も
問
ひ
詰
め
て
来

ま
す
。
問
ひ
詰
め
て
来
ら
れ
ゝ
ば
、
私
に
は
解
ら
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ

丈
な
ら
ま
だ
し
も
で
す
が
、
斯
う
い
ふ
批
評
的
な
談
話
を
交
換
し
て
ゐ
る

と
、
折
角
実
行
的
に
な
り
か
け
た
兄
さ
ん
を
、
又
も
と
の
研
究
的
態
度
に

戻
し
て
仕
舞
ふ
恐
れ
が
あ
る
の
で
す
。
私
は
何
よ
り
先
に
そ
れ
を
気
遣
ま

し
た
。
私
は
天
下
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
芸
術
品
、
高
山
大
河
、
も
し
く
は

美
人
、
何
で
も
構
は
な
い
か
ら
、
兄
さ
ん
の
心
を
悉
皆
奪
ひ
尽
し
て
、
少

し
の
研
究
的
態
度
も
萌
し
得
な
い
程
な
も
の
を
、
兄
さ
ん
に
与
へ
た
い
の

で
す
。
さ
う
し
て
約
一
年
ば
か
り
、
寸
時
の
間
断
な
く
、
其
全
勢
力
の
支

配
を
受
け
さ
せ
た
い
の
で
す
。
兄
さ
ん
の
所
謂
物
を
所
有
す
る
と
い
ふ
言

葉
は
、
必
竟
物
に
所
有
さ
れ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
だ
か

ら
絶
対
に
物
か
ら
所
有
さ
れ
る
事
、
即
ち
絶
対
に
物
を
所
有
す
る
事
に
な

る
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
神
を
信
じ
な
い
兄
さ
ん
は
、
其
処
に
至
つ
て

始
め
て
世
の
中
に
落
付
け
る
の
で
せ
う
。（「
塵
労
」、
四
十
八
）
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つ
ま
り
、
物
を
所
有
し
、
物
に
所
有
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
人
間
を
人
間
で

は
な
く
、
物
と
し
て
直
に
そ
れ
を
感
じ
、
そ
し
て
そ
の
物
と
一
体
化
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
を
人
間
と
し
て
、
学
者
的
な
態
度

で
心
理
学
的
に
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
物
が
物
と
し
て
有
し
て
い
る
属

性
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
そ
し
て
自
他
の
境
界
を
取
り
払
っ
て
そ
の
物
の
中

に
自
分
を
埋
没
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
「
全
勢
力
」
に
自
分
の
「
心
を
悉
皆
奪
い

尽
く
」
さ
れ
て
し
ま
う
時
、
人
間
は
初
め
て
「
絶
対
に
物
か
ら
所
有
さ
れ
る
」

と
同
時
に
、
ま
た
「
絶
対
に
物
を
所
有
す
る
事
」
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
兄
は

そ
う
し
な
い
限
り
、
こ
の
「
世
の
中
に
落
付
け
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
。
反
対

に
「
其
全
勢
力
の
支
配
を
受
け
」
入
れ
て
、
そ
の
物
と
し
て
の
属
性
に
す
っ
か

り
浸
る
と
き
、
兄
は
こ
の
「
世
の
中
に
落
付
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
は
、
明
ら
か
に
老
子
の
哲
学
が
説
く
と
こ
ろ
の
「
上
善
水

の
如
し
」
と
い
う
実
践
倫
理
に
等
し
い
も
の
が
潜
ん
で
い
る
。
前
の
引
用
に
お

け
る
二
郎
の
心
的
状
態
、
す
な
わ
ち
嫂
に
始
終
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
そ
の
翻
弄

さ
れ
る
気
持
ち
が
不
愉
快
で
は
な
く
む
し
ろ
愉
快
な
の
は
、
彼
が
彼
女
の
中
に

「
水
の
属
性
」
を
発
見
し
、
そ
の
属
性
の
中
に
す
っ
か
り
自
分
を
委
ね
て
、
ひ

ね
も
す
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
す
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ゆ
ら
ゆ

ら
と
揺
れ
る
暖
簾
は
「
水
の
属
性
」
を
生
き
る
嫂
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
嫂
に
翻
弄
さ
れ
る
二
郎
の
心
的
状
態
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
。

　

で
は
、
Ｈ
さ
ん
が
二
郎
の
兄
に
「
寸
時
の
間
断
な
く
、
其
全
勢
力
の
支
配
を

受
け
さ
せ
た
い
の
で
す
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
「
全
勢
力
の
支
配
」
と
は
如
何

な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
水
の
心
」
に
な
っ
て
、
水
の
支
配
に
全

身
を
任
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
を
人
間
と
し
て
研
究
す
る
の
で
は
な

く
、
物
質
と
し
て
水
と
し
て
全
身
全
霊
的
に
接
し
、
そ
し
て
そ
の
物
質
的
な
性

質
の
中
に
自
分
を
す
っ
か
り
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
行

人
』
は
こ
の
よ
う
に
、
女
と
い
う
真
理
（
そ
れ
が
真
理
な
の
は
、
確
定
不
可
能
性

を
帯
び
た
「
来
た
る
べ
き
」
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
）
を
人
間
で
は
な
く
、
別
の
存

在
、
つ
ま
り
水
の
よ
う
な
物
質
と
し
て
描
く
（
＝
表
象
す
る
）
こ
と
で
、
人
間

を
人
間
と
し
て
描
く
（
＝
表
象
す
る
）
こ
と
の
不
可
能
性
を
回
避
し
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
男
女
の
性
差
が
さ
し
だ
す
心
理
学
的
差
異
を
止
揚
し
、
倫
理
道
徳

が
強
い
る
善
悪
の
判
断
を
破
棄
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
を
人
間
で
は

な
く
、
物
質
と
し
て
描
き
表
象
す
る
こ
と
は
、
人
間
を
人
間
と
し
て
描
き
表
象

す
る
こ
と
の
限
界
性
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
「
表
象

の
限
界
」
を
「
表
象
の
快
楽
」
へ
と
転
移
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。『
行
人
』

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
表
象
の
快
楽
」
を
支
え
、
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、

「
水
の
属
性
」
の
一
変
形
に
す
ぎ
な
い
雨
や
暴
風
雨
の
強
度
に
つ
い
て
の
細
か

い
言
及
、
あ
る
い
は
「
空
が
曇
る
こ
と
」
と
「
空
が
晴
れ
る
こ
と
」
に
代
表
さ

れ
る
天
候
の
変
化
に
つ
い
て
の
さ
り
げ
な
い
描
写
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
分

類
か
ら
す
れ
ば
、
文
人
的
な
趣
味
が
生
産
す
る
風
景
描
写
と
い
わ
れ
る
遊
び

（
＝
名
文
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
行
人
』
で
は
ま
っ
た
く
性
質

を
異
に
し
た
、
構
造
そ
の
も
の
と
深
く
か
か
わ
っ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
な
っ
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て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
『
行
人
』
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
、
そ

れ
を
読
む
読
者
に
、
書
き
手
の
「
表
象
の
快
楽
」
に
匹
敵
す
る
「
読
み
の
快

楽
」
を
与
え
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う

な
微
妙
さ
は
、
嫂
を
時
代
の
変
動
が
生
ん
だ
「
新
し
い
女
」、
あ
る
い
は
精
神

分
析
学
が
呈
示
す
る
「
二
重
人
格
」
と
い
う
馴
染
み
深
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
み

る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
読
者

（
＝
精
神
分
析
学
の
色
眼
鏡
が
さ
し
だ
す
眼
状
斑
を
装
着
さ
れ
た
存
在
）
に
嫂
が
そ

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
映
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
彼
女
が
〈
水
の
女
〉
と
し
て

「
水
の
属
性
」
を
生
き
る
よ
う
に
構
造
的
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。『
行
人
』
が
Ｈ
さ
ん
の
手
紙
で
終
わ
り
を
結
ぶ
と
き
、
お
直
の
暗
示
的
な

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
雲
や
雨
の
隠
喩
を
用
い
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り

テ
ク
ス
ト
全
体
に
働
く
緻
密
な
作
家
戦
略
と
そ
れ
が
要
請
す
る
厳
密
な
構
造
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

　

あ
な
た
方
は
兄
さ
ん
の
将
来
に
就
い
て
、
と
く
に
明
瞭
な
知
識
を
得
た

い
と
御
望
み
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
予
言
者
で
な
い
私
は
、
未
来

に
喙
を
挟
さ
む
資
格
を
有
つ
て
居
り
ま
せ
ん
。
雲
が
空
に
薄
暗
く
被
さ
つ

た
時
、
雨
に
な
る
事
も
あ
り
ま
す
し
、
又
雨
に
な
ら
ず
に
済
む
事
も
あ
り

ま
す
。
た
ゞ
雲
が
空
に
あ
る
間
、
日
の
目
の
拝
ま
れ
な
い
の
は
事
実
で
す
。

あ
な
た
方
は
兄
さ
ん
が
傍
の
も
の
を
不
愉
快
に
す
る
と
云
つ
て
、
気
の
毒

な
兄
さ
ん
に
多
少
非
難
の
意
味
を
持
た
せ
て
居
る
様
で
す
が
、
自
分
が
幸

福
で
な
い
も
の
に
、
他
を
幸
福
に
す
る
力
が
あ
る
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
。
雲

で
包
ま
れ
て
ゐ
る
太
陽
に
、
何
故
暖
か
い
光
を
与
へ
な
い
か
と
逼
る
の
は
、

逼
る
方
が
無
理
で
せ
う
。
私
は
斯
う
し
て
一
所
に
ゐ
る
間
、
出
来
る
丈
兄

さ
ん
の
為
に
此
雲
を
払
は
う
と
し
て
ゐ
ま
す
。
貴
方
方
も
兄
さ
ん
か
ら
暖

か
な
光
を
望
む
前
に
、
ま
づ
兄
さ
ん
の
頭
を
取
り
巻
い
て
ゐ
る
雲
を
散
ら

し
て
上
げ
た
ら
可
い
で
せ
う
。
も
し
夫
が
散
ら
せ
な
い
な
ら
、
家
族
の
あ

な
た
方
に
は
悲
し
い
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
兄
さ
ん
自
身
に
と

つ
て
も
悲
し
い
結
果
に
な
る
で
せ
う
。
斯
う
い
ふ
私
も
悲
し
う
御
座
い
ま

す
。（「
塵
労
」、
五
十
二
）

　　
『
行
人
』
に
お
い
て
、
嫂
も
正
体
不
明
だ
が
、
彼
女
以
上
に
正
体
不
明
な
の

は
Ｈ
さ
ん
と
い
う
固
有
名
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
。
兄
と
同
様
学
者
で
、
し

か
も
兄
の
も
っ
と
も
親
密
な
友
人
を
名
の
る
彼
は
、
自
分
は
「
予
言
者
で
は
な

い
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
占
い
師
の
よ
う
な
語
り
口
で
二
郎
家
の
将

来
を
占
っ
て
い
る
。
彼
が
「
雲
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
太
陽
」
と
比
喩
表
現
を
使
う

と
き
、「
太
陽
」
が
指
し
示
す
対
象
が
兄
の
一
郎
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
だ
が
、

そ
れ
で
は
「
雲
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
平
均
的
で
一
般
的
な

読
み
だ
っ
た
ら
、
兄
の
狂
気
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、「
雲
」
が
空

に
か
か
る
た
ん
な
る
物
象
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
文
化
の
た
ん
な
る
慣
習
的
な

象
徴
で
も
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
『
行
人
』
の
露
わ
な
意
図
が
差
し
だ
す

作
意
の
暗
示
に
よ
っ
て
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
見
つ
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
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隠喩から流れ出るエクリチュール

か
ら
、
こ
こ
で
の
「
雲
」
が
指
向
す
る
対
象
が
嫂
で
あ
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ

り
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
雲
が
空
に
薄
暗
く
被
さ
つ
た
時
、
雨
に
な
る
事
も
あ

り
ま
す
し
、
又
雨
に
な
ら
ず
に
済
む
事
も
あ
り
ま
す
」、
こ
の
よ
う
な
雲
を
わ

れ
わ
れ
読
者
は
、
二
郎
と
と
も
に
和
歌
山
の
暴
風
雨
の
翌
日
に
確
認
し
て
い
る
。

そ
の
日
、
二
郎
は
た
し
か
に
こ
う
言
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
兎
に
角
嫂
の
正
体

は
全
く
解
ら
な
い
う
ち
に
、
空
が
蒼
々
と
晴
れ
て
仕
舞
つ
た
」
と
。
空
の
雲
が

晴
れ
る
こ
と
と
嫂
の
正
体
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
の
奇
妙
な
「
因
果
関
係
」、

こ
れ
を
裏
返
し
に
し
て
い
え
ば
、
嫂
の
正
体
が
分
か
る
の
は
、
空
に
雲
が
か
か

っ
て
い
て
、
そ
れ
が
激
し
い
動
き
を
見
せ
て
、
雨
に
な
り
、
暴
風
雨
に
な
る
時

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
に
限
っ
て
、
嫂
は
二
郎
に
接
近
し
て
活
発
な
誘
惑
ぶ

り
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
夜
を
過
ご
し
た
翌
日
、
眠
り

か
ら
覚
め
た
二
郎
は
き
ま
っ
て
「
魔
か
ら
覚
め
た
」
感
じ
が
す
る
と
、
意
味
あ

り
げ
な
ひ
と
こ
と
に
触
れ
る
の
を
忘
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
以
外
に
も
、
わ
れ
わ

れ
は
二
郎
と
と
も
に
、
朝
の
雲
が
夕
方
に
雨
と
な
っ
て
降
り
出
す
と
、
そ
れ
を

合
図
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
前
触
れ
な
き
登
場
を
は
た
す
嫂
の
奇
妙
な
行
動

を
、
さ
き
の
引
用
で
す
で
に
見
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
引
用
す
る
部

分
は
、
そ
の
よ
う
な
激
し
い
気
性
と
激
し
い
言
動
の
頂
点
を
極
め
た
も
の
で
あ

る
。

　

　

自
分
の
頭
の
中
に
は
、
今
見
て
来
た
正
体
の
解
ら
な
い
黒
い
空
が
、
凄

ま
じ
く
一
様
に
動
い
て
ゐ
た
。
夫
か
ら
母
や
兄
の
ゐ
る
三
階
の
宿
が
波
を

幾
度
と
な
く
被
つ
て
、
く
る
り
〳
〵
と
廻
り
出
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
片
付

か
な
い
う
ち
に
、
此
部
屋
の
中
に
寐
て
ゐ
る
嫂
の
事
が
又
気
に
な
り
出
し

た
。
天
災
と
は
云
へ
二
人
で
此
処
へ
泊
つ
た
言
訳
を
何
う
し
た
も
の
だ
ら

う
と
考
へ
た
。
弁
解
し
て
か
ら
後
、
兄
の
機
嫌
を
何
う
し
て
取
り
直
し
た

も
の
だ
ら
う
と
も
考
へ
た
。
同
時
に
今
日
嫂
と
一
所
に
出
て
、
滅
多
に
な

い
斯
ん
な
冒
険
を
共
に
し
た
嬉
し
さ
が
何
処
か
ら
か
湧
い
て
出
た
。
其
嬉

し
さ
が
出
た
時
、
自
分
は
風
も
雨
も
海
嘯
も
母
も
兄
も
悉
く
忘
れ
た
。
す

る
と
其
嬉
し
さ
が
又
俄
然
と
し
て
一
種
の
恐
ろ
し
さ
に
変
化
し
た
。
恐
ろ

し
さ
と
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
恐
ろ
し
さ
の
前
触
で
あ
つ
た
。
何
処
か
に
潜

伏
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
不
安
の
徴
候
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
其
時

は
外
面
を
狂
ひ
廻
る
暴
風
雨
が
、
木
を
根
こ
ぎ
に
し
た
り
、
塀
を
倒
し
た

り
、
屋
根
瓦
を
捲
く
つ
た
り
す
る
の
み
な
ら
ず
、
今
薄
暗
い
行
燈
の
下
で

味
の
な
い
煙
草
を
吸
つ
て
ゐ
る
此
自
分
を
、
粉
微
塵
に
破
壊
す
る
予
告
の

如
く
思
は
れ
た
。

　

自
分
が
斯
ん
な
事
を
ぐ
る
〳
〵
考
へ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
蚊
帳
の
中
に
死

人
の
如
く
大
人
し
く
し
て
ゐ
た
嫂
が
、
急
に
寐
返
を
し
た
。
さ
う
し
て
自

分
に
聞
え
る
や
う
に
長
い
欠
伸
を
し
た
。

　
「
姉
さ
ん
ま
だ
寐
な
い
ん
で
す
か
」
と
自
分
は
煙
草
の
煙
の
間
か
ら
嫂

に
聞
い
た
。

　
「
え
ゝ
、
だ
つ
て
此
吹
き
降
ぢ
や
寐
様
に
も
寐
ら
れ
な
い
ぢ
や
あ
り
ま

せ
ん
か
」
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「
僕
も
あ
の
風
の
音
が
耳
に
付
い
て
何
う
す
る
事
も
出
来
な
い
。
電
燈

の
消
え
た
の
は
、
何
で
も
此
処
い
ら
近
所
に
あ
る
柱
が
一
本
と
か
二
本
と

か
倒
れ
た
た
め
だ
つ
て
ね
」

　
「
さ
う
よ
、
其
ん
な
事
を
先
刻
下
女
が
云
つ
た
わ
ね
」

　
「
御
母
さ
ん
と
兄
さ
ん
は
何
し
た
で
せ
う
」

　
「
妾
も
先
刻
か
ら
其
事
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
る
の
。
然
し
ま
さ
か
浪
は
這

入
ら
な
い
で
せ
う
。
這
入
つ
た
つ
て
、
あ
の
土
手
の
松
の
近
所
に
あ
る
怪

し
い
藁
家
位
な
も
の
よ
。
持
つ
て
か
れ
る
の
は
。
も
し
本
当
の
海
嘯
が
来

て
あ
す
こ
界
隈
を
悉
皆
攫
つ
て
行
く
ん
な
ら
、
妾
本
当
に
惜
し
い
事
を
し

た
と
思
ふ
わ
」

　
「
何
故
」

　
「
何
故
つ
て
、
妾
そ
ん
な
物
凄
い
所
が
見
た
い
ん
で
す
も
の
」

　
「
冗
談
ぢ
や
な
い
」
と
自
分
は
嫂
の
言
葉
を
打
つ
た
切
る
積
で
云
つ
た
。

す
る
と
嫂
は
真
面
目
に
答
へ
た
。

　
「
あ
ら
本
当
よ
二
郎
さ
ん
。
妾
死
ぬ
な
ら
首
を
縊
つ
た
り
咽
喉
を
突
い

た
り
、
そ
ん
な
小
刀
細
工
を
す
る
の
は
嫌
よ
。
大
水
に
攫
は
れ
る
と
か
、

雷
火
に
打
た
れ
る
と
か
、
猛
烈
で
一
息
な
死
方
が
し
た
い
ん
で
す
も
の
」

　

自
分
は
小
説
な
ど
を
夫
程
愛
読
し
な
い
嫂
か
ら
、
始
め
て
斯
ん
な
ロ
マ

ン
チ
ツ
ク
な
言
葉
を
聞
い
た
。
さ
う
し
て
心
の
う
ち
で
是
は
全
く
神
経
の

昂
奮
か
ら
来
た
に
違
な
い
と
判
じ
た
。

　
「
何
か
の
本
に
で
も
出
て
来
さ
う
な
死
方
で
す
ね
」

　
「
本
に
出
る
か
芝
居
で
遣
か
知
ら
な
い
が
、
妾
や
真
剣
に
さ
う
考
へ
て

る
の
よ
。
�
だ
と
思
ふ
な
ら
是
か
ら
二
人
で
和
歌
の
浦
へ
行
つ
て
浪
で
も

海
嘯
で
も
構
は
な
い
、
一
所
に
飛
び
込
ん
で
御
目
に
懸
け
ま
せ
う
か
」

　
「
あ
な
た
今
夜
は
昂
奮
し
て
ゐ
る
」
と
自
分
は
慰
撫
め
る
如
く
云
つ
た
。

　
「
妾
の
方
が
貴
方
よ
り
何
の
位
落
ち
付
い
て
ゐ
る
か
知
れ
や
し
な
い
。

大
抵
の
男
は
意
気
地
な
し
ね
、
い
ざ
と
な
る
と
」
と
彼
女
は
床
の
中
で
答

へ
た
。（「
兄
」、
三
十
七
）

　　

こ
こ
で
も
嫂
は
二
郎
の
口
を
借
り
て
「
正
体
の
解
ら
な
い
黒
い
空
」
の
隠
喩

の
中
に
身
を
隠
し
た
存
在
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
〈
水
の
女
〉
と

し
て
、
最
初
は
「
蚊
帳
の
中
で
死
人
の
如
く
大
人
し
く
し
て
ゐ
た
」
が
、
し
か

し
外
側
で
「
暴
風
雨
が
、
木
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
た
り
、
塀
を
倒
し
た
り
、
屋
根

瓦
を
捲
く
つ
た
り
」
し
て
、
い
よ
い
よ
活
動
の
舞
台
な
る
水
の
環
境
が
整
う
と
、

「
急
に
寐
返
を
し
」
て
「
長
い
欠
伸
」
を
す
る
。
激
し
い
気
性
と
そ
れ
に
伴
う

激
し
い
言
動
の
到
来
の
前
触
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
は
、
自
然
現
象
な
る
暴
風
雨
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
嫂
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
人
間
の
行
為
が
「
静
の
状
態
」
か
ら
「
動
の
状
態
」
へ
と
移
行
す
る
の
を
可

能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
お
け

る
登
場
人
物
た
ち
の
行
為
は
、
そ
の
自
由
意
志
や
計
画
性
と
は
ま
っ
た
く
無
関

係
に
、
む
し
ろ
外
側
の
気
候
の
変
動
と
い
う
自
然
現
象
と
連
動
す
る
形
で
起
こ

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
空
間
に
降
る
雨
も
、
吹
く
風
も
、
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棚
引
く
雲
も
、
も
は
や
自
然
の
景
物
で
は
な
い
。
漱
石
的
テ
ク
ス
ト
に
自
然
描

写
と
い
う
道
草
を
食
う
よ
う
な
「
閑
文
字
」
が
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

す
べ
て
の
描
写
、
す
べ
て
の
言
及
は
、
水
の
属
性
を
生
き
る
嫂
の
よ
う
な
遠
近

法
の
消
失
点
に
収
斂
し
て
い
く
よ
う
に
訓
練
さ
れ
、
習
慣
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｈ
さ
ん
が
い
う
「
兄
さ
ん
の
頭
を
取
り
巻
い
て
ゐ
る
雲
」
と

は
、
嫂
の
隠
喩
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
雲
は
兄
だ
け
で
な
く
、
二
郎
の
頭
を
も

取
り
巻
い
て
い
る
の
で
あ
る
。『
行
人
』
が
如
何
な
る
幕
切
れ
を
演
出
す
る
か

は
、
す
で
に
Ｈ
さ
ん
の
手
紙
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ほ
ぼ
作
家
漱
石
の
全

知
全
能
の
高
み
に
立
っ
て
警
告
を
発
し
て
い
る
。「
も
し
夫
が
散
ら
せ
な
い
な

ら
、
家
族
の
あ
な
た
方
に
は
悲
し
い
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」。
で
は
、

こ
の
「
散
ら
す
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う

か
。
表
向
き
は
兄
の
頭
を
取
り
巻
い
て
い
る
「
雲
＝
嫂
」
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
が
本
当
の
意
味
で
の
箍
と
な
っ
て
誰
か
の
頭
を
締
め
つ
け
て
い
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
二
郎
の
頭
を
お
い
て
ほ
か
に
は
あ
り
え
な
い
。『
行
人
』
が
サ
ス

ペ
ン
ス
の
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
兄
の
狂
気
が
将
来
ど
う
な

る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
二
郎
の
頭
を
締
め
つ
け
る
「
雲
＝
嫂
」
の
箍
が

外
せ
る
か
外
せ
な
い
か
に
も
っ
ぱ
ら
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
箍
が
外
れ
た
時
、

気
が
狂
う
の
は
兄
で
は
な
く
嫂
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
そ
の
箍
が
外
れ
ず
に
ま

す
ま
す
圧
力
が
増
し
て
き
て
、
つ
い
に
二
郎
が
囚
わ
れ
の
身
に
な
る
時
、
本
当

の
意
味
で
狂
気
に
な
る
の
は
兄
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
Ｈ
さ
ん
が
発
し
た
警
告
、

「
も
し
夫
が
散
ら
せ
な
い
な
ら
、
家
族
の
あ
な
た
方
に
は
悲
し
い
事
が
出
来
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
も
み
ご
と
に
的
中
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

結　
　

び

　

私
が
す
で
に
語
っ
た
よ
う
に
、
小
説
の
人
物
と
い
う
も
の
は
生
き
た
人

間
の
よ
う
に
母
親
の
身
体
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
状
況
、
文
、

メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
、
そ
の
中
に
ま
る
で
ク
ル
ミ
の
殻
の

中
の
よ
う
に
あ
る
種
の
基
本
的
な
人
間
の
可
能
性
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
中
略
）

　

私
の
小
説
の
人
物
は
、
実
現
し
な
か
っ
た
自
分
自
身
の
可
能
性
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
私
は
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
好
き
だ
し
、
私
を
同
じ
よ
う
に
ぞ

っ
と
さ
せ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
私
が
た
だ
そ
の
周
囲
を
め
ぐ
っ
た
だ

け
の
境
界
を
踏
み
越
え
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
踏
み
越
え
ら
れ
た
境
界

（
私
の
「
私
」
な
る
も
の
が
そ
こ
で
終
わ
る
境
界
）
が
私
を
引
き
つ
け
る
の
で

あ
る
。
そ
の
向
う
側
で
初
め
て
小
説
が
問
い
か
け
る
秘
密
が
始
ま
る
。
小

説
は
著
者
の
告
白
で
は
な
く
、
世
界
と
い
う
罠わ

な

の
中
の
人
生
の
研
究
な
の

で
あ
る
。）

（（
（

　　

こ
の
よ
う
に
語
っ
た
の
は
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
で
あ
る
。
彼
の
二
つ
の
テ
ク

ス
ト
、『
存
在
の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
』
と
『
不
滅
』
の
登
場
人
物
は
そ
れ
ぞ

れ
プ
ラ
ト
ン
の
愛
の
イ
デ
ア
と
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
誕
生
と
い
う
二
つ
の
神
話
か
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ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
家
が
自
分
の
経
験
と
記
憶
か
ら
紡
ぎ
出

さ
れ
る
物
語
を
諦
め
て
、
語
り
の
特
権
を
隠
喩
に
引
き
わ
た
す
時
、
彼
は
自
分

の
「
わ
れ
思
う
」
と
い
う
主
体
的
な
自
由
意
思
を
も
同
時
に
引
き
わ
た
し
て
い

る
。
ゆ
え
に
、
い
ま
や
思
う
の
は
作
家
と
い
う
「
わ
れ
」
で
は
な
い
。
語
る
の

も
作
家
と
い
う
「
わ
れ
」
で
は
な
い
。
思
う
の
も
語
る
の
も
隠
喩
で
あ
る
。
す

べ
て
は
隠
喩
か
ら
「
流
出
」（E

m
an
atio

）
し
て
き
て
い
る
。
よ
っ
て
、
い
ま

や
作
家
は
も
は
や
告
白
を
行
な
う
主
体
で
は
な
い
。
作
家
は
た
だ
聞
く
耳
を
も

っ
て
、
隠
喩
が
語
り
だ
す
瞬
間
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
存
在
な
の
だ
。
な
の
で
、

い
ま
や
作
家
の
取
る
べ
き
姿
勢
は
、
語
る
姿
勢
で
も
書
く
姿
勢
で
も
な
い
。
彼

が
取
る
べ
き
姿
勢
は
、
聞
き
取
っ
た
も
の
を
素
早
く
し
か
も
忠
実
に
書
き
記
す

姿
勢
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聴
取
の
姿
勢
で
あ
り
、
速
記
の
姿
勢
で
あ
る
。

　

漱
石
的
テ
ク
ス
ト
も
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
貫
か
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に

よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
漱
石
は
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
と
同
じ
よ

う
に
、「
私
の
私
な
る
も
の
が
そ
こ
で
終
わ
る
境
界
」、
つ
ま
り
「
踏
み
越
え
ら

れ
た
境
界
」
で
小
説
と
い
う
名
の
物
語
を
、「
私
の
経
験
」「
私
の
告
白
」
と
し

て
で
は
な
く
、
一
つ
の
隠
喩
か
ら
「
流
れ
出
る
」（
流
出
、E

m
an
atio

）
も
の

と
し
て
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

漱
石
に
と
っ
て
、「
私
の
経
験
」
を
語
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
人
間
で
あ
る

こ
と
を
止
め
る
こ
と
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
、
有
限
性
に
別
れ

を
告
げ
て
、
無
限
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
止
め

な
が
ら
も
依
然
と
し
て
人
間
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
の
必
然
的
な
決
定
不
可

能
性
を
生
き
ざ
る
を
え
な
い
人
間
と
し
て
、
有
限
で
は
な
く
無
限
を
意
志
し
よ

う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
に
向
か
う
意
志
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ほ
か
な

ら
ぬ
「
有
史
以
来
」
と
い
う
始
ま
り
の
呪
文
が
唱
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
瞬
間
に

う
ぶ
声
を
あ
げ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
聖
な
る
書
」
の
中
に
刻
印
さ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
言
葉
や
文
や
隠
喩
に
向
け
ら
れ
た
意
志
で
あ
る
は
ず
だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
人
間
に
永
遠
と
無
限
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
未
来
へ
の
視
線

や
志
向
や
意
志
で
は
な
い
。
未
来
は
見
晴
ら
し
の
良
い
「
開
け
」
に
似
た
到
来

を
見
せ
び
ら
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
夭
折
す
る
永
遠
、
夭
折
す
る
無
限
し
か
与

え
て
く
れ
な
い
。
人
間
的
な
永
遠
、
人
間
的
な
無
限
を
目
指
そ
う
と
す
る
な
ら
、

人
間
は
未
来
へ
の
志
向
を
表
象
し
て
い
る
か
に
見
え
る
顔
の
中
の
望
遠
鏡
、
す

な
わ
ち
「
前
向
き
の
眼
」
を
取
り
外
し
て
、「
後
ろ
向
き
の
眼
」
と
し
て
後
頭

部
に
つ
け
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
無
限
後
退
へ
の
旅
に
身
を
任
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。「
聖
な
る
書
」
の
言
葉
、「
聖
な
る
書
」
の
文
、「
聖
な
る
書
」
の

隠
喩
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
無
限
後
退
の
旅
路
が
終
焉
に
さ
し
か

か
っ
た
と
き
に
初
め
て
顕
現
し
て
く
る
存
在
で
あ
る
。
人
間
的
な
永
遠
、
人
間

的
な
無
限
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
、
こ
の
よ
う
な
文
、
こ
の
よ
う
な
隠
喩
の
接

ぎ
木
に
寄
生
す
る
イ
デ
ア
的
な
生
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

漱
石
に
と
っ
て
、
小
説
を
書
く
こ
と
、
そ
れ
は
始
源
の
隠
喩
を
解
釈
し
て
語

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
始
源
の
隠
喩
を
語
る
こ
と
、
そ
れ
は
一
つ
の
真
理
、

一
つ
の
究
極
的
な
も
の
を
追
い
求
め
る
行
為
で
あ
る
。
彼
は
あ
ま
た
の
人
間
的

作
家
の
よ
う
に
、
全
知
全
能
の
神
の
座
を
自
分
の
た
め
に
取
っ
て
お
く
こ
と
は
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し
な
か
っ
た
。
彼
は
知
っ
て
い
た
。
人
間
と
い
う
存
在
の
「
軽
さ
」
を
。
そ
し

て
そ
の
経
験
の
「
軽
さ
」
と
記
憶
の
「
軽
さ
」
を
。
だ
か
ら
、
彼
は
最
初
か
ら

諦
め
て
い
た
。
自
分
を
語
る
と
い
う
破
廉
恥
な
告
白
の
行
為
を
。
軽
く
て
小
さ

な
人
間
が
同
じ
く
軽
く
て
小
さ
な
経
験
か
ら
、
記
憶
か
ら
な
に
か
を
語
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
同
じ
く
軽
く
て
小
さ
な
語
り
で
あ
り
、
小
さ
な
告
白
で
あ
る
に

違
い
な
い
。
彼
は
そ
う
思
い
、
そ
う
確
信
し
た
。
す
る
と
そ
の
よ
う
な
確
信
は
、

や
が
て
一
つ
の
確
固
た
る
認
識
に
変
わ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
認
識
は
ま
た

揺
る
ぎ
な
い
信
仰
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
確
信
か
ら
認
識
へ
、
認
識
か
ら
信

仰
へ
、
漱
石
の
精
神
世
界
で
は
そ
の
よ
う
な
横
断
に
も
等
し
い
移
行
が
行
な
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
彼
は
見
た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
宣

言
し
た
「
神
の
死
」
を
、
フ
ー
コ
ー
の
語
っ
た
「
人
間
の
死
」
を
、
バ
ル
ト
が

言
っ
た
「
作
家
の
死
」
を
。
そ
し
て
彼
は
言
っ
た
。
時
、
す
で
に
来
た
り
、
と
。

人
間
と
い
う
狂
人
を
王
に
す
る
愚
人
祭
で
は
な
く
、
隠
喩
と
い
う
意
味
の
永
劫

回
帰
を
バ
ッ
カ
ス
と
し
て
招
く
べ
き
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
祭
が
目
の
前
に
ま
で
さ

し
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
漱
石
は
同
じ
く
揺
る
ぎ
な
い

確
信
を
持
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
彼
は
臨
も
う
と
し
た
。
ま
っ
た
く
新
し
い
文

学
と
い
う
想
像
（
＝
創
造
）
の
祭
に
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
作
家
よ
り
も
は

っ
き
り
と
し
た
意
識
を
も
っ
て
臨
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
識
と
は
、
す
な
わ
ち
小
説
に
お
け
る
登
場
人
物
の
産
出
の
母
胎
を
隠

喩
に
引
き
わ
た
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
作
家
と
い
う

「
わ
れ
」
が
生
ま
れ
育
っ
た
近
代
と
い
う
個
人
主
義
の
土
壌
を
隠
喩
に
明
け
わ

た
し
て
、「
わ
れ
」
と
い
う
個
別
性
か
ら
神
話
の
次
元
に
お
け
る
隠
喩
に
内
包

さ
れ
た
普
遍
性
へ
と
自
ら
を
移
行
し
て
い
く
離
脱
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

の
瞬
間
、「
わ
れ
」
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
崇
高
論
が
言
及
し
た
次
の
引
用
の
意
味
を

完
全
に
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
崇
高
を
ま
ず
最
初
に
そ
の
原
初
的
な
か
た
ち
で
見
出
す
の
は
、

ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
精
神
の
あ
り
か
た
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
聖
典
の
中
で
あ
る
）
（（
（

。

　
と
は
い
え
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
言
語
が
生
み
出
す
〔
存
在
者
〕
は
、
き
わ

め
て
多
く
の
こ
と
を
話
し
、
さ
ら
に
は
書
き
さ
え
す
る
。
そ
の
話
し
か
た

や
書
き
か
た
と
い
う
も
の
は
じ
つ
に
多
様
で
か
つ
興
味
深
い
。
ま
ず
第
一

に
そ
れ
は
引
用
を
行
な
う
。
聖
書
は
神
を
引
用
す
る
モ
ー
セ
を
引
用
す
る
）
（（
（

。

　　

し
た
が
っ
て
、
隠
喩
に
神
の
座
を
引
き
わ
た
す
こ
と
、
そ
れ
は
人
間
的
作
家

が
人
間
の
次
元
を
超
え
た
、
遥
か
向
こ
う
の
彼
方
へ
と
赴
こ
う
と
す
る
意
志
の

表
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
隠
喩
に
神
の
座
を
引
き
わ
た
す
こ
と
、
そ
れ
は
単
な

る
作
家
の
死
で
は
な
い
。
そ
れ
は
二
つ
の
方
角
に
向
け
て
の
自
己
を
放
擲
す
る

こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
自
分
を
自
分
の
前
の
方
角
に
向
か
っ
て
投
げ
る
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
未
だ
到
来
し
て
い
な
い
未
来
と
い
う
〈
コ
ト
〉
に
向
か
っ
て
自
分

を
放
擲
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
自
分
を
自
分
の
後
ろ
の
方
角
に
向

か
っ
て
投
げ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
す
で
に
到
来
し
て
い
て
、
い
ま
は
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無
限
遡
行
を
可
能
に
す
る
無
数
の
セ
リ
の
連
な
り
に
向
か
っ
て
自
分
を
放
擲
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　

言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
隠
喩
に
ヤ
ド
カ
リ
を
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

人
間
的
作
家
は
隠
喩
に
ヤ
ド
カ
リ
を
す
る
こ
と
で
、
自
分
を
永
劫
回
帰
の
軌
道

に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
隠
喩
の
中
に
は
永
劫
回
帰

の
イ
デ
ア
が
潜
勢
的
可
能
態
と
し
て
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、

隠
喩
に
ヤ
ド
カ
リ
を
す
る
時
、
人
間
的
作
家
は
永
劫
回
帰
的
次
元
に
お
け
る

〈
イ
マ
〉
と
そ
の
〈
イ
マ
〉
を
起
点
に
し
て
そ
の
前
後
へ
と
無
限
に
の
び
て
い

く
無
数
の
セ
リ
の
連
な
り
を
俯
瞰
し
、
そ
し
て
恍
惚
と
し
た
無
の
状
態
に
自
分

が
放
擲
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
、

彼
の
う
ち
で
は
何
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
芸
術
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
起
こ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
ユ
ン
グ
は
「
心
理
学
と
文
学
」
と
い
う
エ
ッ
セ

イ
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　

　

芸
術
家
は
公
務
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
け
れ
ど
も
、
深
い
と
こ
ろ
で
あ

る
種
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
芸
術
家
特
有
の
心
理
と
い

う
も
の
が
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
て
個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
芸
術
は
あ
た
か
も
衝
動
の
よ
う
に
芸
術
家
に
生
得
の
も
の
で
あ
っ

て
、
彼
を
捕
ら
え
、
道
具
と
し
て
使
役
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
内
に
あ
っ

て
意
欲
す
る
も
の
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
個
人
と
し
て
の
彼
自
身
で
は
な
く
、

芸
術
作
品
な
の
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
の
芸
術
家
は
あ
れ
こ
れ
の
気
ま
ぐ

れ
や
意
志
や
自
分
の
目
的
を
持
つ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
芸
術

家
と
し
て
は
、
彼
は
よ
り
高
次
の
意
味
に
お
い
て
「
人
間
」
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。
彼
は
普
遍
的
な
人
間
な
の
で
あ
る
。
無
意
識
の
う
ち
に
働
い
て

い
る
人
類
の
魂
の
、
彼
は
担
い
手
で
あ
り
形
成
者
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

彼
の
公
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
責
務
の
重
さ
は
重
く
、
そ
の
た
め
に

し
ば
し
ば
人
間
と
し
て
の
幸
福
や
普
通
の
人
た
ち
に
あ
っ
て
人
生
を
生
き

る
に
値
す
る
も
の
に
し
て
い
る
す
べ
て
の
善
き
こ
と
を
犠
牲
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
）
（（
（

。

　　

し
た
が
っ
て
、
作
家
が
経
験
と
記
憶
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
物
語
を
諦
め
て
、

語
り
の
特
権
を
隠
喩
に
引
き
わ
た
す
と
き
、
彼
は
自
分
の
「
わ
れ
思
う
」
と
い

う
主
体
的
な
自
由
意
思
を
も
同
時
に
引
き
わ
た
し
て
い
る
。
そ
の
瞬
間
、
作
家

と
い
わ
れ
る
「
わ
れ
」
は
、
い
ま
や
「
わ
れ
思
う
」
行
為
を
可
能
に
す
る
、
あ

の
頭
と
い
う
「
思
考
機
械
」
を
持
た
な
い
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の

で
あ
る
。
す
る
と
、
作
家
と
い
わ
れ
る
「
わ
れ
」
に
あ
る
の
は
、
い
ま
や
耳
と

手
と
い
う
二
つ
の
器
官
し
か
な
い
。
し
か
も
そ
の
耳
は
「
わ
れ
」
の
た
め
に
あ

る
耳
で
は
な
い
。
そ
の
手
も
「
わ
れ
」
の
た
め
に
あ
る
手
で
は
な
い
。
す
べ
て

は
隠
喩
の
た
め
に
存
す
る
耳
で
あ
り
、
手
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
聴
取
と
想
起
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
姿
勢
で
は
な
く
、
想
起
し

つ
つ
行
な
う
聴
取
で
あ
り
、
聴
取
し
つ
つ
行
な
う
想
起
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ

デ
ア
へ
と
通
ず
る
道
は
、
頭
か
ら
耳
へ
と
通
ず
る
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
な
も
の
で
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あ
る
。
頭
が
想
起
の
姿
勢
に
入
る
と
き
、
二
つ
あ
る
耳
の
片
方
は
そ
の
ト
ン
ネ

ル
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
音
に
耳
を
傾
け
、
も
う
一
方
は
イ
デ
ア
へ
と
通
ず
る
も

う
一
つ
の
ト
ン
ネ
ル
の
方
に
耳
を
傾
け
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
耳
、
右
と
左
に

取
り
付
け
ら
れ
た
二
つ
の
器
官
、
そ
れ
は
こ
の
世
の
音
と
こ
の
世
を
超
え
た
世

界
の
音
を
聞
く
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
、
漱
石
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
そ
の
登
場
人
物
を
作
家
の
記
憶
や

経
験
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
太
古
の
隠
喩
か
ら
自
動
的
に
「
流
出
」（E

m
an
a-

tio

）
し
て
く
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
で
、
彼
ら
（
＝
彼
女
ら
）
に
そ

の
よ
う
な
隠
喩
を
母
胎
と
し
た
テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
な
自
律
性
を
顕
在
化
し
、

具
現
化
す
る
媒
体
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
強
要
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら

（
＝
彼
女
ら
）
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
空
間
に
お
け
る
生
と
は
、
わ
れ
わ
れ
読
者
に

「
現
実
世
界
の
擬
似
体
験
」
を
提
供
す
る
た
め
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は

な
く
、
そ
の
よ
う
な
隠
喩
の
意
味
論
的
支
配
が
隅
々
に
ま
で
行
き
届
い
た
世
界

を
リ
ア
リ
ズ
ム
の
強
い
る
窮
屈
さ
と
は
異
な
る
窮
屈
さ
を
覚
え
な
が
ら
生
き
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
彼
ら
（
＝
彼
女
ら
）
の
生
を

支
配
し
て
い
る
の
は
創
造
主
の
よ
う
な
全
知
全
能
の
作
家
の
意
思
で
は
な
い
。

作
家
は
も
は
や
子
供
を
産
ま
な
い
母
親
と
同
然
の
存
在
で
あ
る
。
彼
女
の
子
宮

は
も
は
や
子
供
を
産
む
た
め
の
「
生
産
の
機
械
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
隠
喩
が

自
分
の
子
供
を
産
む
た
め
に
自
由
に
利
用
で
き
る
間
接
孵
化
器
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
作
家
と
は
創
造
す
る
主
体
で
は
な
く
、
隠
喩
の
子
供
が
産
声

を
あ
げ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
空
間
で
あ
り
、
場
で
あ
る
。
隠
喩
は
、
こ
の
作

注（
１
）　

江
藤
淳
「
漱
石
と
言
葉
、
漱
石
と
沈
黙
」『
国
文
学
』
第
三
七
巻
五
号
、

一
九
九
二
年
、
一
三
頁

（
２
）　

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
水
と
夢　
　

物
質
の
想
像
力
に
つ
い
て
の

試
論
』
小
浜
俊
郎
他
訳
、
国
文
社
、
一
九
六
九
年

　
　
　

そ
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
は
水
の
本
質
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
研
究
し
、
水
の

「
物
質
的
想
像
力
」
の
心
理
学
を
創
る
で
あ
ろ
う　
　

火
よ
り
も
女
性
的

で
均
一
で
あ
る
元
素
、
も
っ
と
人
目
に
つ
か
ず
単
一
で
あ
り
、
し
か
も

〔
他
を
〕
単
一
化
す
る
人
間
能
力
の
象
徴
で
あ
る
、
一
層
普
遍
的
な
元
素

と
し
て
の
水
。（
一
五
頁
）

　
　
　

物
体o

b
jets

と
と
も
に
ひ
と
は
深
く
夢
見
る
も
の
で
は
な
い
。
深
く
夢

見
る
た
め
に
は
物
質
と
と
も
に
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鏡
か
ら
は
じ
め

る
詩
人
は
、
も
し
彼
が
完
全
な
詩
的
経
験
を
与
え
よ
う
と
望
む
な
ら
泉
の

水
に
ま
で
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
四
一
頁
）

　
　
　

四
元
素
の
な
か
で
、
揺
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
水
し
か
な
い
。
水
は

揺
す
る
元
素
な
の
だ
。
こ
れ
は
母
親
の
よ
う
に
揺
す
る
と
い
う
女
性
的
特

性
を
か
な
り
目
立
た
せ
る
一
点
で
あ
る
。（
一
九
二
頁
）

家
と
い
う
空
間
、
作
家
と
い
う
場
を
横
断
す
る
時
、
彼
女
は
自
称
人
間
の
子
と

名
乗
る
西
洋
的
作
家
が
産
み
出
す
子
供
と
は
異
な
っ
た
子
供
を
産
み
落
と
す
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
経
験
の
子
供
」「
告
白
の
子
供
」
で
は
な
く
、
隠
喩
の
属

性
を
生
き
る
〈
風
の
女
〉〈
雲
の
女
〉〈
雨
の
女
〉〈
水
の
女
〉
を
産
み
落
と
す

の
で
あ
る
。
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（
わ
れ
わ
れ
が
「
無
為
の
船
」
の
底
に
寝
そ
べ
っ
て
い
る
時
）
水
は
わ

れ
わ
れ
を
運
ぶ
。
水
は
わ
れ
わ
れ
を
揺
す
る
。
水
は
わ
れ
わ
れ
を
寝
か
せ

る
。
水
は
わ
れ
わ
れ
に
母
を
返
し
て
く
れ
る
。（
一
九
三
頁
）

（
３
）　

大
岡
昇
平
「
水
・
椿
・
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
『
草
枕
』　

を
め
ぐ
っ
て
」『
小

説
家　

夏
目
漱
石
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
、
二
二
三
頁

（
４
）　

同
上
、
二
二
六
頁

（
５
）　

同
上
、
二
二
六
頁

（
６
）　

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
前
掲
書
、
第
三
章
「
カ
ロ
ン
の
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」（
一
〇
九
～
一
三
八
頁
）
参
照

の
こ
と

（
７
）　

同
上
、
一
二
三
頁

（
８
）　

東
郷
克
美
「『
草
枕
』
水
・
眠
り
・
死
」、
片
岡
豊
他
編
『
漱
石
作
品
論
集

成
』
第
二
巻
、
桜
楓
社
、
一
九
九
〇
年
、
二
五
六
頁

（
９
）　

同
上
、
二
五
七
頁

（
（（
）　

尹
相
仁
『
世
紀
末
と
漱
石
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
一
五
頁

　
　
　

美
女
の
死
と
眠
り
の
テ
ー
マ
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
文
芸
に
お
い
て

頂
点
に
達
し
て
い
る
。
ロ
セ
ッ
テ
ィ
が
死
ん
だ
妻
エ
リ
ザ
ベ
ス
を
偲
ん
で

描
い
た
《
ベ
ア
タ
・
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
》（B

eata  B
eatrix,  1864-70

）
は
、

こ
の
時
代
に
持
て
囃
さ
れ
た
、
屍
の
よ
う
な
美
し
い
女
の
肖
像
の
典
型
を

示
す
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
ま
た
、
ミ
レ
イ
の
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
》、
テ

ニ
ス
ン
の
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
な
ど
も
、
こ
の
時
代
が
生
ん
だ
眠
っ
て
い
る

よ
う
な
美
し
い
屍
の
イ
コ
ン
に
数
え
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。

（
（（
）　

芳
川
泰
久
『
漱
石
論　
　

鏡
あ
る
い
は
夢
の
書
法
』、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
四
年
、
二
五
九
頁

（
（（
）　

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
前
掲
書
、
第
一
章
「
明
る
い
水　

愛
す
る

水
」、
第
五
章
「
母
性
の
水
と
女
性
の
水
」、
第
七
章
「
優
し
い
水
の
覇
権
」、

第
八
章
「
荒
れ
る
水
」
を
参
照
の
こ
と

（
（（
）　

芳
川
前
掲
書
、
七
頁

（
（（
）　

同
上
、
八
頁

（
（（
）　

同
上
、
九
～
一
〇
頁

（
（（
）　

同
上
、
一
五
九
頁

（
（（
）　

同
上
、
一
六
〇
頁

（
（（
）　

蓮
實
重
彦
『
夏
目
漱
石
論
』、
青
土
社
、
一
九
七
八
年
、
二
一
五
頁

（
（（
）　

同
上
、
一
八
八
頁

（
（（
）　

同
上
、
一
九
三
～
一
九
四
頁

（
（（
）　

同
上
、
二
〇
七
頁

（
（（
）　

同
上
、
二
一
八
～
二
一
九
頁

（
（（
）　

同
上
、
二
一
八
頁

（
（（
）　

芳
川
前
掲
書
、「
高
所
と
冷
た
い
水
」
九
七
～
一
〇
六
頁
を
参
照
の
こ
と

（
（（
）　

蓮
實
前
掲
書
、
二
一
八
頁

（
（（
）　

芳
川
前
掲
書
、
一
九
頁

（
（（
）　

蓮
實
前
掲
書
、
二
一
九
～
二
二
〇
頁

（
（（
）　

芳
賀
徹
『
絵
画
の
領
分
』、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
、
三
六
二
頁

（
（（
）　

同
上
、
三
五
九
頁

（
（（
）　

同
上
、
三
七
四
～
三
七
五
頁

（
（（
）　

同
上
、
三
七
七
頁

（
（（
）　

同
上
、
三
七
九
頁
を
参
照
の
こ
と

（
（（
）　

同
上
、
三
七
九
～
三
八
〇
頁
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（
（（
）　

尹
相
仁
前
掲
書
、
二
二
四
～
二
二
五
頁

（
（（
）　

大
岡
前
掲
書
、
二
二
四
～
二
二
五
頁

（
（（
）　

尹
相
仁
前
掲
書
、
二
四
五
頁

（
（（
）　

同
上
、
二
四
五
～
二
四
六
頁

（
（（
）　

同
上
、
二
四
六
頁

（
（（
）　

同
上
、
一
七
九
～
一
八
〇
頁

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
十
九
巻
、
八
二
頁　

本
文
説
明
「
注
」
あ
り

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
、
三
三
九
頁

（
（（
）　

飯
田
利
行
『
漱
石
詩
集
訳
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
、
三
二
〇
頁

（
（（
）　

全
釈
漢
文
大
系
二
七
巻
『
文
選
』、
集
英
社
、
一
九
七
四
年
、
四
四
〇
～

四
四
一
頁

（
（（
）　

聞
一
多
「
高
唐
神
女
伝
説
の
分
析
」『
中
国
神
話
』、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、

一
九
八
九
年
、
一
七
二
～
二
四
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
中
国
の
神
話
伝

説
上
の
神
女
と
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
に
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｈ
・
シ
ェ
ー

フ
ァ
ー
氏
の
『
神
女　
　

唐
代
文
学
に
お
け
る
龍
女
と
雨
女
』
西
脇
常
記
訳
、

東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
が
あ
る
。

（
（（
）　

董
仲
舒
『
春
秋
繁
露
・
求
雨
』
第
七
十
四
巻
を
参
照
の
こ
と

（
（（
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
１
『
古
事
記　

祝
詞
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、

三
一
五
頁

（
（（
）　

下
出
積
与
『
古
代
神
仙
思
想
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、

九
八
～
九
九
頁

（
（（
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
（（
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋
』、
岩
波

書
店
、
一
九
六
四
年
、
一
〇
二
頁

（
（（
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
６
『
万
葉
集
』
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
六

五
頁

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
二
十
二
巻
、
二
一
頁

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
、
一
四
一
頁
。
な
お
、
江
藤
淳
は
こ
の
詩
に
現

れ
て
い
る
「
美
人
」
を
嫂
の
登
世
と
見
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
〈
美
人
〉
が
嫂
の
登
世
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
う
た
が
う
余
地

が
な
い
。
こ
の
と
き
ま
で
漱
石
は
す
で
に
一
年
余
り
嫂
と
一
つ
屋
根
の
下

で
暮
ら
し
て
い
た
。
も
と
も
と
日
本
の
家
に
お
け
る
嫂
と
い
う
存
在
は
一

種
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
居
し
て
い
る
義
弟
に
と
っ
て
は
義
姉

で
あ
り
な
が
ら
事
実
上
同
年
輩
か
年
下
の
若
い
女
で
あ
り
、
す
で
に
性
生

活
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
刺
激
的
な
性
の
象
徴
と
な
り
得

る
」。（
江
藤
淳
『
決
定
版

夏
目
漱
石
』、
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
、
三
八

八
頁
）

　
　
　

し
か
し
さ
ら
に
重
要
な
事
実
は
、
登
世
の
病
中
漱
石
が
嫂
を
抱
い
て
二

階
へ
の
上
が
り
下
り
を
助
け
る
な
ど
し
、
こ
ま
や
か
に
世
話
を
焼
い
た
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。（
中
略
）つ
ま
り
漱
石
は
優
し
い
思
い
や
り
の
あ
る
義

弟
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
お
い
て
、
登
世
の
肉
体
の
豊
か
な
感
触

を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」。（
江
藤
淳
前
掲
書
、
三
七
二
頁
）

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
、
一
七
三
頁

（
（（
）　

ア
ー
ノ
ル
ド
・
ハ
ウ
ザ
ー
『
マ
ニ
エ
リ
ス
ム　

ル
ネ
サ
ン
ス
の
危
機
と
近

代
芸
術
の
始
源　

』
下
巻
、
若
桑
み
ど
り
訳
、
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
〇
年
、

六
〇
一
～
六
〇
二
頁

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
二
十
二
巻
、
一
六
六
頁

（
（（
）　

岡
三
郎
「
熊
本
時
代
の
漢
詩
『
古
別
離
』
と
『
雑
興
』
の
解
明　
　

と
く

に
『
文
選
』
と
の
関
係
を
中
心
に
」『
夏
目
漱
石
研
究
』
第
一
巻
、
国
文
社
、
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一
九
八
一
年
を
参
照
の
こ
と

（
（（
）　

ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
リ
シ
ャ
ー
ル
『
マ
ラ
ル
メ
の
想
像
的
宇
宙
』
田
中

成
和
訳
、
水
声
社
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
頁

（
（（
）　

同
上
、
三
二
頁

（
（（
）　

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
解
釈
の
革
新
』、
久
米
博
他
訳
、
白
水
社
、
二
〇

〇
五
年
、
一
〇
七
頁

（
（（
）　

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
』
Ⅰ
、
久
米
博
訳
、
新
曜
社
、
一
九

八
七
年
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
四
〇
一
頁

（
（（
）　

漱
石
文
学
に
お
け
る
「
雨
」
と
「
横
臥
」
の
説
話
機
能
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
蓮
實
重
彦
の
先
蹤
研
究
が
あ
る
。
同
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
漱
石
の
作
品

世
界
で
は
「
雨
」
と
「
横
臥
」
は
ま
っ
た
く
異
な
る
風
景
で
あ
り
な
が
ら
、
両

者
の
機
能
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
雨
」
も
「
横
臥
」
も
物
語

の
展
開
に
変
化
を
き
た
す
「
遭
遇
」
を
約
束
す
る
前
兆
で
あ
り
、
姿
勢
で
あ
る
。

　
　
　

横
た
わ
る
こ
と
、
そ
れ
は
漱
石
的
小
説
に
あ
っ
て
は
、
何
ら
か
の
意
味

で
言
葉
の
発
生
と
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
た
身
振
り
で
あ
る
。
仰
臥
の
存
在

の
か
た
わ
ら
で
、
人
と
人
が
で
あ
い
、
言
葉
が
か
わ
さ
れ
、
そ
し
て
物
語

が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
作
中
人
物
の
一
人
が
確
か
な
足
ど

り
で
主
人
公
へ
の
道
を
歩
み
、
物
語
の
叙
述
を
促
進
し
、
作
品
の
風
土
醸

造
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
と
き
、
も
は
や
横
た
わ
る
場
所
を
詳
細
に
選
ん

で
い
る
暇
な
ど
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。（
蓮
實
前
掲
書
、
二
七
～
二
八
頁
）

　
　

も
と
も
と
、
雨
と
横
臥
は
そ
れ
ぞ
れ
自
然
界
と
人
間
界
に
属
す
る
現
象
と
行

為
を
あ
ら
わ
す
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
つ
な
が
り
は
も

と
よ
り
薄
く
、
同
種
の
イ
メ
ー
ジ
、
同
種
の
符
牒
の
生
産
に
結
び
つ
く
に
は
あ

ま
り
に
も
隔
た
っ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
や
符
牒

は
、
わ
れ
わ
れ
の
単
な
る
観
念
連
想
や
イ
メ
ー
ジ
連
想
で
は
想
像
不
可
能
で
あ

る
と
同
時
に
ま
た
解
釈
不
可
能
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な

異
質
な
風
景
は
、
漱
石
の
文
学
に
お
い
て
は
同
種
の
イ
メ
ー
ジ
ま
た
は
同
種
の

符
牒
の
創
造
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
巫

山
の
女
」
に
ま
つ
わ
る
「
楚
夢
」
の
故
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
文
中

で
十
分
論
じ
た
の
で
、
ふ
た
た
び
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
（（
）　
「
談
話
（
家
庭
と
文
学
）」『
漱
石
全
集
』
第
二
五
巻
、
二
三
〇
頁

（
（（
）　

オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
、
神
吉
敬
三
訳
『
大
衆
の
反
逆
』、
角
川
書

店
、
一
九
八
九
年
、
一
四
～
一
五
頁

（
（（
）　

全
釈
漢
文
大
系
二
七
巻
『
文
選
』、
集
英
社
、
一
九
七
四
年
、
四
四
三
頁

（
（（
）　

同
上
、
四
四
五
頁

（
（（
）　

李
哲
権
「
漱
石
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀

要
『
日
本
研
究
』
第
（（
集
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
一
～
一
四
一
頁

を
参
照
の
こ
と

（
（（
）　

芳
賀
徹
前
掲
書
、
三
七
八
～
三
八
〇
頁
参
照
の
こ
と

（
（（
）　

ラ
イ
ア
ル
・
ワ
ト
ソ
ン
『
風
の
博
物
誌
』（
下
）
木
幡
和
枝
訳
、
河
出
書

房
新
社
、
一
九
九
六
年
、
九
九
頁
。
な
お
、
ラ
ス
キ
ン
と
漱
石
の
「
雲
」
に
つ

い
て
は
、
芳
賀
徹
の
『
絵
画
の
領
分
』
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

　
　
　
　

ラ
ス
キ
ン
の
『
近
代
画
家
論
』（Jo

h
n
 R
u
sk
in

, M
od

ern
 
P
a
in
ters , 

（ vo
ls ., （（（（　

（（（（

）
に
、「
空
」
や
「
水
」
と
と
も
に
「
雲
」
の
研
究

の
一
章
が
あ
る
の
は
有
名
で
あ
る
。
漱
石
も
お
そ
ら
く
、
み
ず
か
ら
熟
読

し
た
こ
の
ラ
ス
キ
ン
の
書
や
、
こ
の
書
が
本
来
擁
護
し
よ
う
と
し
た
タ
ー

ナ
ー
の
絵
画
作
品
な
ど
に
よ
っ
て
、
雲
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
新
し
い

感
受
性
と
そ
の
表
現
と
を
つ
ち
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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隠喩から流れ出るエクリチュール

（
三
九
三
頁
）

（
（（
）　

同
上
、
九
九
頁

（
（（
）　

ハ
ン
ス
・
Ｈ
・
ホ
ー
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
、
種
村
季
弘
訳
『
象
徴
主
義
と
世

紀
末
芸
術
』
美
術
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
一
二
一
頁

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
二
十
六
巻
（
別
冊
）
中
、
一
五
頁

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
十
四
巻
、
八
頁

（
（（
）　

福
永
光
司
『
老
子
』、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
三
頁

　
　
　

谷
神
不
死　

是
謂
玄
牝　

玄
牝
之
門　

是
謂
天
地
根　

綿
綿
若
存　

用

之
不
勤
（
上
�　

「
道
経
」　

第
六
章　

成
象
）

　
　

谷こ
く

神し
ん

、
死
せ
ず
。
是こ

れ
を
玄げ
ん

牝び
ん

と
謂
う
。
玄
牝
の
門　

是
れ
を
天
地
の
根こ
ん

と
謂
う　

　
　
　
　

綿め
ん

綿め
ん

と
し
て
存
す
る
が
若ご
と

く　

之
を
用も
ち

い
て
勤つ
か

れ
ず

（
（（
）　

同
上
、
七
二
頁

（
（（
）　

同
上
、
七
四
頁

（
（（
）　

同
上
、
八
一
頁

　
　
　

上
善
若
水　

水
善
利
万
物
而
不
争　

処
衆
人
之
所
悪　

故
幾
於
道　

居

善
地　

心
善
淵　

與
善
仁　

言
善
信　

正
善
治　

事
善
能　

動
善
時　

夫

唯
不
争　

故
無
尤
。（
上
�　

「
道
経
」　

第
八
章　

易
性
）

　
　
　

上じ
よ
う
ぜ
ん

善
は
水
の
若ご
と

し　

水
は
善よ

く
万
物
を
利
し
て
争
わ
ず　

衆し
ゆ
う
じ
ん

人
の
悪に
く

む

所
に
処お

る　

故
に
道
に
幾ち
か

し　

居お

る
に
は
地
を
善よ

し
と
し　

心
は
淵ふ
か

き
を

善
し
と
し　

與と
も

に
す
る
に
は
仁
な
る
を
善
し
と
し　

言げ
ん

は
信し
ん

あ
る
を
善
し

と
し　

正お
き
ては
治お
さ

ま
る
を
善
し
と
し　

事
は
能の
う

あ
る
を
善
し
と
し　

動
く
に

は
時
な
る
を
善
し
と
し　

夫そ

れ
唯
だ
争
わ
ず　

故
に
尤と
が

め
無
し

（
（（
）　

同
上
、
八
二
頁

（
（（
）　

同
上
、
八
二
頁

（
（（
）　

芳
川
前
掲
書
、
三
一
六
～
三
一
七
頁
参
照
の
こ
と

（
（（
）　

ピ
エ
ー
ル
・
マ
シ
ュ
レ
、
小
倉
孝
誠
訳
『
文
学
生
産
の
哲
学　
　

サ
ド
か

ら
フ
ー
コ
ー
ま
で
』、
藤
原
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
五
頁

（
（（
）　

同
上
、
一
四
頁

（
（（
）　

同
上
、
一
六
頁
。
な
お
、
同
書
に
は
下
記
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　

文
学
の
領
域
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
作
品
を
哲
学
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
読
み
直
す
と
い
う
の
は
、
決
し
て
そ
の
作
品
の
思
想
的
使
命
を
要

約
す
る
よ
う
な
隠
れ
た
意
味
を
暴
露
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
方
法
を
許
容
す
る
よ
う
な
、
作
品
の
多
様
な
構
成

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
は
や
純
粋
な
文
学
の

言
説
や
純
粋
な
哲
学
の
言
説
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
く
、
参
照
体
系
と
原

理
の
点
で
た
が
い
に
独
立
し
た
言
語
ゲ
ー
ム
が
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
で
干

渉
す
る
混
合
的
な
言
説
し
か
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
詩
的
な
も
の
、

あ
る
い
は
説
話
論
的
な
も
の
と
合
理
的
な
も
の
の
関
係
、
世
界
中
い
た
る

と
こ
ろ
で
そ
の
変
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
に
お
い
て
現
れ
る
こ
の
関
係

を
最
終
的
に
決
定
す
る
の
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
哲
学

は
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
で
文
学
作
品
の
な
か
に
侵
入
し
て
く
る
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
レ
ベ
ル
は
、
そ
れ
が
必
要
と

す
る
手
段
と
そ
れ
が
果
た
す
機
能
に
応
じ
て
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。（
一
六
～
一
七
頁
）

（
（（
）　

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
、
寺
田
光
徳
訳
『
火
、
そ
し
て
霧
の
中
の
信
号　

　

ゾ
ラ
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
八
年

　
　
　

火
の
こ
と
ば
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
火
の
法
則
に
し
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た
が
っ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
中
の
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
は
燃
え
て
い
る
。（
一
二
一
頁
）

　
　
　

こ
の
物
語
は
シ
ス
テ
ム
を
変
化
す
る
が
ま
ま
に
さ
せ
て
お
く
こ
と
で
成

り
立
っ
て
い
る
の
だ
。（
中
略
）
シ
ス
テ
ム
は
ひ
と
り
で
に
変
化
し
、
基

礎
に
あ
る
モ
ー
タ
ー
は
ひ
と
り
で
に
作
動
す
る
。
第
二
原
理
、
す
な
わ
ち

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
加
は
、
シ
ス
テ
ム
を
不
可
逆
的
最
終
状
態
へ
と
導
い

て
い
く
だ
ろ
う
。
テ
ー
ゼ　
　

第
一
章
の
最
後
に
な
る
や
い
な
や
、
著
者

は
身
を
引
く
。
物
語
は
ひ
と
り
で
に
書
か
れ
る
だ
ろ
う
。
物
語
は
最
高
度

の
高
み
に
置
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
な
す
が
ま
ま
に
さ
せ
て
お
け
ば
十
分

だ
。
作
動
す
る
が
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
十
分
だ
。
著
者
は
そ
の
後
は
休
暇

で
、
自
分
の
創
作
の
日
曜
日
に
入
る
。
彼
は
自
立
し
た
シ
ス
テ
ム
、
モ
ー

タ
ー
を
組
み
立
て
た
。
モ
ー
タ
ー
は
運
転
中
で
、
順
調
だ
。
そ
し
て
作
動

の
法
則
は
条
件
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。
科
学
的
な
物
語
を
嘲
笑
う
読
者

よ
、
あ
な
た
に
は
自
動
推
進
装
置
が
考
え
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
い
つ
で
も
綱
を
引
い
た
り
、
車
輪
の
方
向
を
変

え
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
械
で
は
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
モ
ー
タ

ー
を
備
え
た
ロ
ボ
ッ
ト
だ
。
著
者
は
休
暇
中
。
解
釈
者
も
同
じ
。
私
は
残

念
な
こ
と
に
砂
糖
が
溶
け
て
い
く
の
を
見
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

ゾ
ラ
は
神
で
は
な
い
。
彼
は
最
初
の
モ
ー
タ
ー
で
は
な
い
。
そ
こ
に
も
、

こ
こ
に
も
、
そ
し
て
目
の
前
に
も
あ
る
の
は
モ
ー
タ
ー
だ
。
モ
ー
タ
ー
は

世
界
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

ま
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
外
部
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
テ
ク
ス
ト
自
身
が

自
動
的
モ
ー
タ
ー
だ
。
た
ぶ
ん
、
世
界
も
同
じ
だ
。
以
上
が
た
だ
作
動
す

る
意
味
だ
。
タ
ン
ク
を
消
費
す
る
こ
と
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
勾
配
を
滑
り

落
ち
る
こ
と
の
意
味
だ
。（
一
〇
三
頁
）

（
（（
）　

尹
相
仁
前
掲
書
、　

一
七
六
頁

（
（（
）　

ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
、
石
崎
晴
己
監
訳
『
サ
ル
ト
ル
の
世

紀
』、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
八
九
頁

（
（（
）　

同
上
、
八
九
頁

（
（（
）　
『
漱
石
全
集
』
第
二
十
六
巻
（
別
冊
）
中
、
一
六
頁

（
（（
）　

福
原
泰
平
『
ラ
カ
ン　
　

鏡
像
段
階
』、
講
談
社
、
一
九
九
八
年
、
二
一

二
頁

　
　
　

フ
ロ
イ
ト
は
こ
れ
を
隣
人
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
隣
人

と
は
始
原
に
あ
っ
た
母
の
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
一
見
身
近
な
人
間
と

見
え
な
が
ら
、
決
し
て
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
な
に
か
を
見
て
、
こ
れ
に
一

体
化
が
で
き
る
と
い
っ
た
人
物
の
こ
と
で
は
な
い
。
隣
人
は
自
己
の
内
部

に
あ
っ
て
親
し
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
を
吞
み
込
ん
で
し
ま
い
そ

う
な
不
気
味
さ
を
か
ね
そ
な
え
た
違
和
感
を
持
つ
異
次
元
の
異
物
の
こ
と

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
次
元
を
こ
と
に
す
る
そ
れ
と
出
会
お
う
と
し
な
が

ら
、
常
に
そ
こ
か
ら
離
脱
し
、
出
会
い
そ
こ
ね
て
い
く
と
い
う
経
験
を
繰

り
返
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ニ
ー
チ
ェ
は
女
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

真
理
が
女
で
あ
る
、
と
仮
定
し
た
ら　
　

、
ど
う
だ
ろ
う
？　

す
べ
て

の
哲
学
者
は
、
彼
ら
が
独
断
論
者
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
女
た
ち
を

あ
ま
り
よ
く
理
解
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
が
、
根
拠
あ

る
も
の
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？　

彼
ら
は
こ
れ
ま
で
真
理
に
近
づ

こ
う
と
い
う
と
き
は
い
つ
も
、
恐
る
べ
き
ま
じ
め
さ
と
不
器
用
な
厚
か
ま

し
さ
を
も
っ
て
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
は
ま
さ
に
、
ご
婦
人
を
も
の
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隠喩から流れ出るエクリチュール

に
す
る
に
は
へ
た
く
そ
で
不
適
当
な
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
？
（『
善
悪

の
彼
岸
』）

（
（（
）　

李
哲
権
「
心
を
よ
む
難
し
さ　
　

漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
を
よ
む
」
国
際
日

本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
『
日
本
研
究
』
第
（（
集
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四

年
、
第
六
章
「
恋
の
本
質
・
良
心
の
本
質
・
罪
の
本
質
」
～
第
八
章
「
遺
書　

　

死
が
折
り
畳
ん
だ
『
心
』」（
八
四
～
一
一
七
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）　

ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
、
千
野
栄
一
訳
『
存
在
の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
』、

集
英
社
、
一
九
九
三
年
、
二
五
七
頁

（
（（
）　

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
、
上
野
成
利
訳
『
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
平
凡
社

二
〇
〇
五
年
、
二
〇
一
頁
。
ま
た
同
書
に
は
下
記
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　

と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
正
当
に
も
崇
高
を
位
置
づ
け
る
べ
き
場
所
と
し
て

情
動
を
選
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
動
の
特
殊
性
を
あ
ま
り
に
強
調
し

す
ぎ
た
た
め
に
崇
高
を
矮
小
化
し
て
し
ま
っ
た
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
の

で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
ほ
ん
と
う
に
カ
ン
ト
の
情
動
（G

em
u
t

〔
心
〕）
の
概
念
を
正
当
に
扱
っ
て
い
る
か
ど
う
か
議
論
の
余
地
の
あ
る
問

題
だ
が
、
カ
ン
ト
が
情
動
や
気
分
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ

ル
が
な
ぜ
我
慢
で
き
な
い
か
に
つ
い
て
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
美
的
な
も
の
が
記
憶
と
い
う
営
み
に

何
ら
か
の
点
で
似
通
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
美
的
な
も
の
と
い
う

諸
々
の
具
体
的
な
感
動
と
は
ほ
と
ん
ど
何
の
関
係
も
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え

自
己
意
識
に
よ
る
感
傷
化
な
ど
最
初
か
ら
い
っ
さ
い
抑
え
込
ん
だ
ほ
う
が

よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。（
二
〇
〇
頁
）

（
（（
）　

同
上
、
二
〇
五
頁
。
な
お
、
当
引
用
の
前
に
置
か
れ
た
内
容
は
下
記
の
通

り
で
あ
る
。

　
　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
崇
高
と
は
、
絶
対
的
に
美
し
い
も
の
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
が
崇
高
と
呼
ぶ
契
機
は
、
言
説
の
秩
序
と
聖
な
る
も
の
の
秩
序
と

を
、
徹
底
的
か
つ
決
定
的
に
切
り
離
す
よ
う
な
契
機
の
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
に
比
べ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
崇
高
の
ほ
う
が
詩
人
の
人

間
的
な
言
説
と
聖
な
る
も
の
の
声
と
の
あ
い
だ
の
懸
隔
を
は
る
か
に
強
調

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
懸
隔
と
い
う
の
も
ヘ
ー
ゲ
ル

の
い
う
よ
う
に
や
は
り
一
つ
の
関
係
で
あ
る
以
上
、
詩
的
な
創
造
と
神
的

な
創
造
と
の
あ
い
だ
に
は
類
比
（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と

い
う
わ
け
だ
。

　
　
　

む
し
ろ
創
造
と
は
純
粋
に
言
語
行
為
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

命
令
し
、
指
し
示
し
、
措
定
す
る
力
と
い
う
の
が
言
葉
に
は
そ
な
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
言
葉
の
力
こ
そ
創
造
な
の
で
あ
る
。
言
葉

が
話
す
、
す
る
と
世
界
は
そ
う
し
た
発
話
の
目
的
語
と
な
る
、
と
い
う
わ

け
だ
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
て
話
さ
れ
る
対
象
の
側
に
は

わ
れ
わ
れ
自
身
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
対
象
と
い
う
の
は

言
葉
の
発
話
行
為
の
主
体
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は

言
葉
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
た
だ
し
こ
の
従

属
は
黙
々
と
な
さ
れ
る
と
い
う
。「
言
葉
が
下
す
〈
存
在
せ
よ
〉
と
い
う

命
令
は
、
た
だ
ち
に
そ
の
ま
ま
黙
々
と
従
属
す
る
よ
う
な
存
在
者
を
、
や

は
り
実
際
に
措
定
す
る
の
で
あ
る
」。
わ
れ
わ
れ
を
つ
う
じ
て
言
葉
が
話

し
て
い
る
の
だ
と
言
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
何
か
に
応
答
し
て
し
ゃ
べ
っ
て

い
る
つ
も
り
で
も
、
い
や
と
り
わ
け
そ
う
い
う
と
き
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は

腹
話
術
師
に
操
ら
れ
た
人
形
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に

な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
誤
っ
て
言
語
を
擬
人
化
し
て
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い
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
己
と
い
う
も
の
を
厳
格
に
文
法
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
自
己
は
発
語
の
力
を
奪
わ
れ
る
。
つ
ま
り

自
己
と
い
う
の
は
事
実
上
、
ほ
と
ん
ど
沈
黙
し
て
い
る
の
も
同
然
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

（
（（
）　

カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
、
松
代
洋
一
訳
『
創
造
す
る
無
意
識
』、

平
凡
社
、
一
九
九
六
年
、
八
七
～
八
八
頁
。
な
お
、
ユ
ン
グ
の
こ
の
よ
う
な
元

型
と
い
う
視
点
に
基
づ
い
た
見
方
と
異
な
り
、
十
六
世
紀
に
お
け
る
「
想
像

力
」
の
概
念
の
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、
イ
デ
ア
の
な
か
に
「
芸
術
の
表
象
内

容
」
よ
り
も
「
芸
術
家
の
表
象
能
力
」
を
垣
間
見
よ
う
と
し
た
も
の
に
エ
ル
ヴ

ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
下
記
の
指
摘
が
あ
る
。

　
　
　

イ
デ
ア
は
も
は
や
経
験
に
先
立
つ
と
い
う
意
味
で
、
芸
術
家
の
精
神
の

な
か
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
に
基
づ
い
て

生
み
だ
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
経
験
そ
の
も
の
か
ら
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ

リ
に
出
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
一
方
で
は
、
イ
デ
ア
は
も
は
や
感
覚
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
る
現
実
の
競
争
相
手
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
原
像
で

も
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
派
生
物
と
な
り
、
他
方
で
は
人
間
の
認
識
の
所
与

の
内
容
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
そ
の
超
越
的
対
象
で
も
な
く
、
む
し

ろ
人
間
の
認
識
の
産
物
と
な
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
イ
デ
ア
は
も
は
や
、

キ
ケ
ロ
や
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
芸

術
家
の
魂
の
な
か
に
「
住
ま
い
」、「
先
在
す
る
」
の
で
は
な
く
、
ま
た
生

粋
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
が
そ
う
語
っ
た
よ
う
に
、
魂
に
「
生
ま
れ
な
が

ら
に
備
わ
っ
て
い
る
」
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
「
芸
術
家
の
感
覚
の
な
か

に
到
来
し
」、「
生
ま
れ
」、
現
実
か
ら
「
造
り
だ
さ
れ
」、「
獲
得
さ
れ
」、

そ
し
て
さ
ら
に
は
「
形
づ
く
ら
れ
、
彫
り
刻
ま
れ
」
さ
え
す
る
。
十
六
世

紀
の
半
ば
に
は
「
イ
デ
ア
」
は
芸
術
家
の
表
象
内
容
と
い
う
よ
り
も
、
芸

術
家
の
表
象
能
力
を
示
す
表
現
と
し
て
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
「
想
像
力
」（im

agizione

）
と
同
じ
よ
う
な
言

葉
と
な
っ
た
。（
九
四
～
九
五
頁
）
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
伊

藤
博
明
ほ
か
訳
『
イ
デ
ア
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
）



331

「絵画の約束」論争

「
絵
画
の
約
束
」
論
争

　
　
　
「
印
象
」
か
ら
「
象
徴
」
に
向
か
う
時
代
の
な
か
で

𠮷　

本　

弥　

生　
　
　

は
じ
め
に

　

絵
画
の
約
束
論
争
は
、
一
九
一
一
年
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
、
木
下
杢
太
郎

（
一
八
八
五
～
一
九
四
五
）・
山
脇
信
徳
（
一
八
八
六
～
一
九
五
二
）・
武
者
小
路
実

篤
（
一
八
八
五
～
一
九
七
六
）
に
よ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
芸
術
観
を
め
ぐ
る
論
争

で
あ
る
。
明
治
期
、
最
後
の
論
争
と
も
い
わ
れ
る
。

　

こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
中
村
義
一
氏
の
論
考
と
と
も
に
、
本
多
秋
五
氏
と

臼
井
吉
見
氏
と
が
論
じ
た
ふ
た
つ
の
論
考
が
長
い
あ
い
だ
定
説
の
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
し
か
し
、
後
者
は
ふ
た
つ
と
も
、
こ
の
時
期
の
絵
画
を
め
ぐ
る
芸
術

家
た
ち
の
問
題
意
識
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、

本
多
氏
の
論
考
は
、
後
年
成
立
し
た
美
術
史
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
臼
井
氏

の
論
考
は
、
当
時
の
主
流
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
に
立
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も

自
分
自
身
の
尺
度
を
絶
対
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
多
、
臼
井
両
氏
と
も
、
あ
た
か
も
木
下
杢
太
郎
と
武
者
小
路
実
篤
、

ふ
た
り
の
あ
い
だ
の
問
題
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
が
、
き
っ
か
け
は
、
木
下

杢
太
郎
が
、
山
脇
信
徳
の
絵
画
に
つ
い
て
お
こ
な
っ
た
批
評
に
あ
り
、
実
態
に

即
し
た
議
論
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
年
で
は
、
こ
の
論
争
を
別
の
角
度
か
ら
検
討
す
る
動
き
も
出
て

き
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
山
脇
信
徳
の
絵
画
「
雨
の
夕
」（
一
九
〇
八
年
）

「
夕
日
」（
一
九
一
〇
年
）
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
の
論
争
を
論
じ
た
田
中
淳
氏

の
「
後
期
印
象
派
・
考　

一
九
一
二
年
前
後
を
中
心
に
（
中
の
一
）」（『
美
術
研

究
』
第
三
六
九
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）、
美
術
を
め
ぐ
る
近
代
的
観
衆
の
成
立

と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
五
十
殿
利
治
氏
の
「
美
術
の
一
般
化
と
近
代
観
衆

の
出
現　

『
絵
画
の
約
束
』
論
争
を
中
心
に　

」（『
大
正
期
美
術
展
覧
会
の
研

究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）、
美
術
批
評
に
お
け
る
人
格
主
義
の

流
れ
か
ら
取
り
組
ん
だ
有
田
和
臣
氏
の
「
小
林
秀
雄
と
生
命
主
義
美
術
批
評　
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『
人
格
』
主
義
か
ら
『
肉
体
』
の
思
想
ま
で　

」（『
京
都
語
文
』
第
十
四
号
、
二

〇
〇
七
年
十
一
月
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
新
た
な
観
点
を
参
照
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
当
時
の
絵
画
表
現
を

め
ぐ
っ
て
、
日
本
の
芸
術
家
た
ち
の
間
で
起
こ
っ
た
評
価
と
実
作
の
論
争
と
し

て
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
を
と
ら
え
な
お
す
。
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、

は
じ
め
て
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ

っ
た
印
象
主
義
か
ら
象
徴
主
義
、
ア
ー
リ
イ
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
包
括
さ
れ
る
多

種
多
様
な
傾
向
へ
向
か
う
動
き
を
一
度
に
受
容
し
た
日
本
の
美
術
が
、
ど
こ
に

向
か
っ
た
の
か
を
展
望
し
な
が
ら
、
こ
の
論
争
を
振
り
返
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

当
時
の
美
術
家
た
ち
の
あ
い
だ
に
、
評
価
と
実
作
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が
渦

巻
い
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
河
野
桐
谷
と
石
井
柏
亭
と
の
間
に
交

わ
さ
れ
た
論
争
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
問
題
意
識
を
端
的
に

示
す
キ
イ
・
ワ
ー
ド
は
、「
印
象
」
か
ら
「
象
徴
」
へ
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
論
争
を
、
当
時
の
先
端
的
な
思
潮
の
中
に
置
く
こ
と
に
よ
っ

て
見
え
て
く
る
の
は
、「
印
象
」
か
ら
「
象
徴
」
へ
の
変
遷
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
本
多
秋
五
、
臼
井
吉
見
両
氏
の
論
争
の
と
ら
え
方
の
問

題
点
を
指
摘
し
、
次
に
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
の
概
要
を
整
理
し
、
そ
れ
と
河

野
桐
谷
と
石
井
柏
亭
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
「
美
術
批
評
」
論
争
と
比
較
す
る
。

そ
の
上
で
、
当
時
の
山
脇
信
徳
、
木
下
杢
太
郎
、
武
者
小
路
実
篤
の
芸
術
観
を

探
り
、
な
ぜ
、
論
争
が
焦
点
の
定
ま
ら
な
い
ま
ま
収
束
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、

高
村
光
太
郎
と
石
井
柏
亭
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
「
生
の
芸
術
」
論
争
も
視
野
に

入
れ
な
が
ら
、
そ
の
原
因
を
考
え
、
そ
し
て
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
が
果
た

し
た
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
本
多
秋
五
、
臼
井
吉
見
両
氏
の
論
争
の
と
ら
え
方

　

本
多
秋
五
氏
は
、『「
白
樺
」
派
の
文
学
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五

四
年
）
の
中
で
、
こ
の
論
争
を
「
美
術
的
思
考
の
飛
躍
に
対
す
る
木
下
の
懸

念
」
に
発
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。
そ
の
「
飛
躍
」
と
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二

十
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
を
日
本
で
受
容
す
る
際
に
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を

飛
び
越
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

　

後
期
印
象
派
以
後
に
も
、
純
粋
視
覚
芸
術
の
道
が
す
す
め
ら
れ
、
絵
画

的
な
も
の
が
追
求
さ
れ
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
が
、
写
実
全
盛
期
の
対
象

追
随
に
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
と
以
後
の
時
期
は
「
人
間
的
」
な
絵
画
の

時
期
と
い
は
ば
い
へ
る
。『
白
樺
』
派
は
、
そ
の
前
の
方
の
「
人
間
的
」

絵
画
の
段
階
か
ら
、
後
の
方
の
「
人
間
的
」
絵
画
へ
の
段
階
へ
直
接
的
に

移
行
し
た
気
味
が
あ
り
は
し
な
か
つ
た
か
、
と
い
ふ
気
が
す
る
の
で
あ
る
）
（
（

。

　　

そ
し
て
、
木
下
杢
太
郎
の
評
言
に
つ
い
て
、
本
多
氏
は
、「
ち
や
う
ど
こ
の

こ
ろ
、『
再
現
』
芸
術
を
陳
腐
と
し
て
『
表
現
』
芸
術
を
主
張
す
る
画
壇
の
新

傾
向
に
対
し
て
、
岩
村
透
（
一
八
七
〇
～
一
九
一
七
）
が
警
告
を
発
し
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
美
術
は
真
の
研
究
を
先
に
し
て
『
装
飾
的
の
美
』
に
欠
け
て
ゐ
る
、
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「絵画の約束」論争

日
本
の
美
術
は
真
を
後
に
し
て
装
飾
的
に
走
り
す
ぎ
て
ゐ
る
）
（
（

」
と
い
っ
た
こ
と

を
あ
げ
て
、
岩
村
透
の
問
題
意
識
と
の
重
な
り
を
見
、
岩
村
の
「
後
期
印
象
派

の
模
倣
は
迷
惑
で
も
あ
り
、
有
害
で
も
あ
る
」
と
い
う
発
言
と
、
木
下
の
「
ゴ

ッ
ホ
や
セ
ザ
ン
ヌ
よ
り
、
マ
ネ
の
『
理フ
エ
ア
ス
タ
ン
ド解
』
を
こ
そ
す
す
め
た
い
」
と
い

う
発
言
を
類
似
の
も
の
と
考
え
、
木
下
の
懸
念
は
「
岩
村
の
憂
慮
に
ほ
ぼ
近
か

つ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

本
多
氏
は
、
日
本
で
の
西
洋
絵
画
の
受
け
止
め
方
、
摂
取
方
法
を
、
そ
の
発

展
段
階
に
し
た
が
っ
て
行
う
べ
き
も
の
と
考
え
、
そ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ま
な
い

や
り
か
た
を
「
飛
躍
」「
跨
ぎ
」
と
し
て
い
る
。
氏
は
、
そ
れ
を
「
縮
尺
の
問

題
」
と
も
い
う
。

　

し
か
し
、
本
多
氏
の
想
定
す
る
よ
う
な
発
展
段
階
を
踏
ん
で
、
十
九
世
紀
末

か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
は
展
開
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
か
ら
次
へ
と
新
し
い
流
派
が
興
り
、
そ
れ
が
次
々
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
岩
村
透
は
、
新
人
の
画
家
が
す
ぐ
に
「
後
期
印
象
派
」
の
画
風

を
真
似
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
木
下
杢
太
郎
は
マ
ネ
の

画
風
を
よ
く
学
ぶ
よ
う
に
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
ふ
た
り
と
も
自
身
の
絵
画
観

に
よ
っ
て
、
新
人
の
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
と
は
い
え
て
も
、
後
に
美
術
の

教
科
書
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
た
発
展
段
階
史
観
を
当
時
、
身
に
つ
け
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、『
白
樺
』
第
一
巻
第
八
号
（
一
九
一
〇
年
十
一
月
）
は
、
ロ
ダ
ン
特

集
号
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
彫
刻
が
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
、『
白
樺
』
第

二
巻
第
十
二
号
（
一
九
一
一
年
十
二
月
）
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ラ

ー
特
集
号
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー
（
一
八
七
二
～
一
九
四

二
）
は
、
ド
イ
ツ
の
ヴ
ォ
ル
プ
ス
・
ヴ
ェ
ー
デ
の
芸
術
家
村
で
主
に
活
動
し
た

画
家
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
白
樺
派
が
紹
介
す
る
芸
術
家
は
、
い
ず
れ
も
当

時
の
最
先
端
の
芸
術
や
、
日
本
に
は
ま
だ
な
じ
み
の
薄
い
芸
術
家
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
日
本
の
美
術
受
容
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
と
も
い

え
る
。
即
ち
、
同
時
期
に
様
々
な
種
類
の
美
術
思
潮
を
受
容
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
多
氏
の
論
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵

画
の
状
態
や
そ
の
日
本
に
お
け
る
受
容
の
様
子
を
、
ほ
と
ん
ど
無
視
し
た
も
の

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
し
て
、
木
下
杢
太
郎
は
、
は
た
し
て
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ネ
の
画
風
を
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
本
多
氏
自
身
の
解
釈
な
の
で
は
な
い
か
。

　

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
臼
井
吉
見
氏
の
「
白
樺
論
争
）
（
（

」（『
近
代
文
学
論
争
』

上
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
五
六
年
）
に
お
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
氏
は
、
こ
の

中
で
、「
主
観
」
と
「
客
観
」
を
対
立
す
る
概
念
と
し
て
用
い
、
両
者
の
対
極

性
を
強
調
し
て
い
る
。
臼
井
氏
に
よ
る
と
、「
山
脇
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
極

端
な
主
観
主
義
で
あ
り
、
自
己
陶
酔
」
で
あ
り
、「
文
明
批
評
家
と
し
て
の
木

下
の
客
観
的
帰
納
的
な
態
度
と
、
あ
く
ま
で
自
己
本
位
に
執
し
、
自
己
に
忠
実

な
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
『
人
類
の
意
志
』
に
通
ず
る
と
い
う
武
者
小
路
の
主

観
的
態
度
と
は
ど
こ
ま
で
行
つ
て
も
相
容
れ
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
。
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こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
木
下
杢
太
郎
が
山
脇
信
徳
へ
宛
て
た
反
駁
文
「
山
脇

信
徳
君
に
答
ふ
」（『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
一
号
、
一
九
一
一
年
十
一
月
）
に
見
ら

れ
る
「
貴
君
の
所
論
は
純
然
主
観
的
で
あ
っ
て
、
予
の
論
は
反
之
、
客
観
的
で

あ
る
と
言
う
の
が
大
体
の
所
で
す
）
（
（

」
と
い
う
「
主
観
」
と
「
客
観
」
を
基
本
に

考
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
臼
井
氏
の
説
で
も
見
落
と
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
、
こ
の
二
項
対
立
の
図
式
こ
そ
が
、
臼
井
氏
自
身
の
解
釈
を
絶
対
化
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
先
に
見
た
本
多
氏
と
同

様
、
臼
井
氏
も
自
身
の
解
釈
で
論
争
を
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
史
実
的
な
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
た
中
村
氏
の
論
考
）
（
（

を
適

宜
、
参
照
し
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、
木
下
・
山
脇
・
武
者
小
路
の
三
人
の
立
場
を
再
構
成
す
る
と
こ
ろ

か
ら
は
じ
め
た
い
。
彼
ら
の
立
場
を
「
芸
術
家
」「
批
評
家
」「
鑑
賞
者
」
に
区

別
し
、
以
前
拙
稿
「
一
九
一
一
年
『
絵
画
の
約
束
』
論
争　

白
樺
美
術
展
に
み

る
〈
自
己
の
為
の
芸
術
〉
を
め
ぐ
っ
て　

」（『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』
第
七
号
、

二
〇
〇
六
年
三
月
）
に
お
い
て
、
山
脇
を
「
芸
術
家
」、
木
下
を
「
批
評
家
」、

武
者
小
路
を
「
鑑
賞
者
」
と
定
義
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
、
二
項
対
立
と
さ
れ

て
き
た
山
脇
と
武
者
小
路
対
木
下
の
構
図
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
。
彼
ら
の
立
場
は
、
同
一
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
位
置
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
の
内
実

を
と
ら
え
な
お
し
て
み
よ
う
。

二
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
の
内
実　

ロ
ダ
ン
輸
入
の
意
味

　
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
）
（
（

は
、
木
下
杢
太
郎
が
「
画
界
近
事
六
・
山
脇
信
徳
氏

作
品
展
覧
会
」（『
中
央
公
論
』
第
二
六
年
六
号
、
一
九
一
一
年
六
月
）
の
中
で
、

山
脇
の
絵
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
批
評
に
端
を
発
し
て
い
る
。
木
下
は
、
山
脇

に
対
し
て
、
他
者
に
理
解
さ
せ
る
技
術
を
養
う
よ
う
求
め
、「
感
激
と
同
時
に
、

一
方
に
は
静
か
な
理
解
力
を
養
つ
て
貰
い
た
い
も
の
で
あ
る
）
（
（

」
と
指
摘
し
た
。

木
下
は
、
こ
こ
で
「
感
激
」
と
い
う
動
と
、「
静
か
な
理
解
力
」
と
い
う
静
の

調
和
が
芸
術
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
「
技
術
」
に
言
及
し
、
形

の
み
で
な
く
、
芸
術
家
の
個
性
を
生
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
彼

は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

　

私
は
元
よ
り
感
激
と
い
ふ
も
の
を
、
高
く
評
価
す
る
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
こ
の
感
激
を
自
覚
し
、
巧
み
な
る
手
練
を
以
て
、
よ
く
理
解
さ

れ
た
る
絵
画
の
約
束
の
下
に
発
表
さ
れ
た
な
ら
ば
、
更
に
い
ゝ
事
で
あ
ら

う
と
思
ふ
。
絵
画
と
い
ふ
も
の
は
、
血
圧
計
の
曲
線
と
い
ふ
や
う
な
も
の

で
は
な
く
、
一
つ
の
技
術
で
あ
る
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
外
光
の

為
め
に
キ
ラ
〳
〵
光
る
橋
の
下
の
水
面
、
橋
梁
及
び
家
屋
等
の
強
烈
な
る

印
象
に
よ
つ
て
、
画
家
の
感
情
が
激
動
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
時
、

直
ち
に
パ
レ
ツ
ト
の
色
を
秩
序
も
な
く
筆
に
と
つ
て
、
心
臓
の
亢
奮
を
筋

肉
運
動
と
し
て
画
面
に
現
は
す
な
ら
ば
、
そ
の
画
は
技
術
で
な
く
て
ス
フ
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イ
グ
モ
グ
ラ
フ
が
描
き
出
す
表
で
あ
る
。
画
と
い
ふ
も
の
は
こ
れ
以
上
だ
。

感
激
と
同
時
に
、
一
方
に
は
静
か
な
理
解
力
を
養
つ
て
貰
い
た
い
も
の
で

あ
る
）
（
（

。

　　

木
下
は
、
こ
こ
で
、
絵
画
と
は
、
技
術
以
上
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
絵
画
の
約
束
」
は
、「
理
解
力
」
を
養
う
こ
と
で
、
成
立
す
る
も
の
だ
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
山
脇
は
「
断
片
」（『
白
樺
』
第
二
巻
第
九
号
、
一
九
一
一
年
九

月
）
の
中
で
、
常
に
一
定
で
な
い
自
ら
の
芸
術
観
を
、「
昨
日
の
技
巧
は
今
日

の
技
巧
で
な
い
。
今
日
の
私
は
明
日
の
私
で
な
い
か
ら
。
消
失
と
存
在
、
破
壊

と
創
造
、
私
は
此
間
に
生
き
て
行
く
」
と
示
し
、
木
下
に
対
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　

　

御
忠
告
は
有
難
い
が
氏
の
所
謂
理
解
あ
る
絵
画
の
約
束
と
は
如
何
な
る

も
の
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
か
。
も
し
既
成
の
絵
画
よ
り
得
る
普
遍
的
な

美
の
慨
念
な
ら
ば
、
其
約
束
な
る
も
の
は
却
つ
て
画
家
の
直
覚
力
を
暗く
ら

ま

す
も
の
で
あ
つ
て
、
私
の
最
も
厭い
と

ふ
処
で
あ
る
。
私
は
筆
を
執
つ
た
時
何

等
の
約
束
を
も
予
想
し
な
い
。
寧
ろ
一
切
の
約
束
よ
り
脱
離
せ
ん
と
努
め

て
ゐ
る
。
た
と
へ
人
間
の
約
束
に
は
違
反
し
て
も
自
然
の
約
束
に
は
背
か

な
い
積
り
で
あ
る
）
（
（

。

　　

山
脇
は
、「
絵
画
の
約
束
」
を
「
既
成
の
絵
画
よ
り
得
る
普
遍
的
な
美
の
慨

念
」
と
し
て
、
一
定
の
枠
が
あ
る
も
の
と
と
ら
え
、
排
除
す
る
。

　

こ
れ
は
、
山
脇
が
木
下
の
い
う
「
技メ

チ

エ術
」
の
意
味
を
「
形
式
」
の
み
の
意
味

に
、
と
ら
え
違
え
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
。「
形
式
」
と
は
、
内
容
で
な
く

型
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
木
下
は
、
先
の
山
脇
か
ら
の
反
駁
文
に
対
し
て
、
次
に
「
山
脇
信

徳
君
に
答
ふ
」（『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
一
号
、
一
九
一
一
年
十
一
月
）
の
中
で
、

「
絵
画
の
約
束
」
が
如
何
な
る
こ
と
を
示
す
か
を
記
し
、
最
後
に
客
観
視
す
る

こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
そ
の
部
分
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

　

予
は
決
し
て
貴
君
の
所
謂
「
既
成
の
絵
画
よ
り
得
る
普
遍
的
な
美
の
概

念
」
の
み
を
以
て
「
絵
画
の
約
束
」
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
予

と
て
も
美
と
い
ふ
も
の
が
結
晶
の
や
う
に
固
ま
つ
て
居
る
も
の
と
は
思
ひ

ま
せ
ん
。
美
と
は
人
の
心
の
一
種
の
状
態
だ
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。
け
れ

ど
も
こ
の
状
態
を
惹
き
起
す
外
的
所
縁
と
し
て
芸
術
品
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
若
し
芸
術
品
が
単
に
人
心
の
変
動
が
神
経
、
筋
肉
に
現
れ
た
る
発
現

に
止
ま
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
則
ち
止
む
。
更
に
そ
れ
を
通
じ
て
他
人
に
心

（
単
に
思
想
と
は
い
は
ず
）
を
伝
達
す
る
機
関
で
あ
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
そ

こ
に
一
種
の
「
約
束
」
と
い
ふ
も
の
が
必
要
に
な
る
。
主
観
的
の
立
場
か

ら
論
ず
れ
ば
、
こ
の
約
束
は
個
人
的

0

0

0

で
可
い
こ
と
に
な
る
。
予
の
立
場
か

ら
客
観
す
る
と
、
こ
の
約
束
が
広
く
な
れ
ば
な
る
丈
外
延
的
に
価
値
が
増

す
。
と
い
つ
て
無
知
な
る
多
頭
の
怪
物
た
る
公
衆
に
、
最
大
公
約
数
的
に
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分
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
、
芸
術
が
堕
落
す
る
。
予
と
て
も
決
し
て
そ
れ
ま

で
は
言
は
ぬ
。
そ
こ
で
両
者
の
間
の
関
係
を
熟
く
理
解
し
て
、
其
間
に
処

し
て
、
一
方
に
は
十
分
自
己
の
内
的
生
命
を
発
表
し
得
、
一
方
に
は
成
る

可
く
多
く
の
鑑
賞
者
に
了
解
（
同
感
）
せ
し
む
る
事
を
得
る
方
法
が
必
要

に
な
る
。
之
を
予
は
仮
に
名
付
け
て
「
絵
画
の
約
束
」
と
言
つ
た
の
で
あ

り
ま
す
）
（（
（

。

　　

木
下
の
い
う
美
と
は
、「
人
の
心
の
一
種
の
状
態
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
評
価

す
る
方
法
と
し
て
「
絵
画
の
約
束
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
武
者
小
路
は
、
木
下
に
反
対
意
見
を
唱
え
た
「
自
己
の
為
の
芸

術
」（『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
一
号
、
一
九
一
一
年
十
一
月
）
の
中
で
、
木
下
が
個

性
を
認
め
て
い
な
い
と
述
べ
、「
公
衆
」「
俗
衆
」「
群
集
」
を
�
用
し
、
芸
術

家
に
個
性
が
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
木
下
は
、
決
し
て
個
性
を

排
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
「
調
停
者
」
と
し
て
の
立
場
に
表

れ
て
い
る
。
先
の
「
山
脇
信
徳
君
に
答
ふ
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

　

子マ
マ

は
局
外
者
と
し
て
日
本
の
文
明
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
客
観
し
、
そ
の

平
衡
を
と
る
上
に
も
、
所
謂
近
世
人
中
の
近
世
人
た
るvan

 
G
o
gh

や

C
èzan

n
e

よ
り
も
伝
習
の
調
停
者
と
言
は
れ
たM

an
et

の
理フ
エ
ア
ス
タ
ン
ド解

が
欲

し
い
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
隨
つ
て
あ
ゝ
い
ふ
風
の
結
論
に
な

つ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
後
に
「
気
分
」
な
り
「
官
能
」
な
り
が
独
立
し
て
来
た
ら
結
構

な
事
で
せ
う
）
（（
（

。

　　

木
下
は
、
こ
こ
で
、
芸
術
家
と
鑑
賞
者
の
仲
介
を
お
こ
な
う
立
場
に
立
ち
、

発
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
家
の
個
性
を
理
解
し
て
も
ら
う
鑑
賞
者
に
注

意
を
払
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
態
度
が
武
者
小
路
に
は
、「
僭
越
」
な
者

と
映
り
、
山
脇
に
は
、
自
ら
の
芸
術
を
否
定
す
る
者
と
映
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
木
下
の
真
意
は
、
最
初
か
ら
二
人
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

れ
が
、
論
争
拡
散
の
原
因
で
あ
る
。

　
「
絵
画
の
約
束
」
と
い
う
言
葉
を
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
味
に
と
ら
え

た
ま
ま
、
論
争
は
続
き
、
武
者
小
路
は
、「
杢
太
郎
君
に
（
再
び
）」（『
白
樺
』

第
三
巻
第
一
号
、
一
九
一
二
年
一
月
）
の
中
で
、
木
下
の
態
度
に
公
衆
本
位
を
見

出
し
、
そ
れ
が
芸
術
が
本
位
で
あ
る
べ
き
と
い
う
態
度
を
示
し
、
ロ
ダ
ン
（
一

八
四
〇
～
一
九
一
七
）
の
輸
入
に
関
し
て
「
社
会
的
に
早
す
ぎ
る
」
と
し
た
木

下
を
「
内
心
の
要
求
」
を
無
視
し
て
い
る
と
批
判
し
た
。

　

こ
こ
で
、
木
下
の
述
べ
る
ロ
ダ
ン
輸
入
の
批
判
に
つ
い
て
、
少
し
見
て
み
た

い
。
彼
の
こ
の
提
言
は
、
日
本
の
洋
画
事
情
を
懸
念
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
当
時
の
日
本
で
の
ロ
ダ
ン
へ
の
理
解
力
に
対
す
る
懸
念
で
あ
る
。
木
下

は
、
受
け
入
れ
可
能
な
土
壌
が
整
っ
た
後
の
受
容
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

決
し
て
拒
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
、
ロ
ダ
ン
受
容
の
輸
入
時
期
に
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関
す
る
発
言
を
し
た
の
は
、
受
け
入
れ
る
側
の
今
後
の
発
展
に
も
影
響
す
る
か

ら
で
あ
る
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
、
木
下
は
「
公
衆
と
予
と
（
三
度
び
無
車
に
与
ふ
）」（『
白

樺
』
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
一
二
年
二
月
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

　

予
がR

o
d
in

論
に
一
種
の
軽
き
諷
刺
『
実
際R

o
d
in

の
輸
入
は
少
し

早
過
ぎ
る
。』
と
書
い
た
の
を
貴
君
は
予
の
公
衆
本
位
に
な
る
が
為
め
の

論
説
と
見
做
し
譏
謗
せ
ら
れ
て
居
ら
れ
る
。
予
は
貴
君
の
真
正
直
な
る
、

屡
微
妙
な
る
修
辞
法
を
看
過
し
誤
解
す
る
事
あ
る
を
嗤
ふ
。
予
が
あ
れ
を

書
い
た
頃
は　
　

今
も
尚
然
り
で
あ
る
が　
　

日
本
の
中
老
の
階
級
は
実

にP
o
litism

u
s

を
中
心
と
し
て
蠢
動
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
個
人
の
放
釈

な
ど
云
ふ
問
題
は
殆
ど
顧
ら
れ
な
い
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
主
義
の

亜
流
と
し
て
排
斥
せ
ら
れ
た
。
さ
う
い
ふ
所
で
あ
のR

o
d
in

が
は
い
つ

て
来
る
と
い
ふ
事
を
絵
画
的
客
観
し
、
且
皮
肉
に
批
評
し
た
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　　

木
下
の
ロ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
、
ロ
ダ
ン
特
集
号
（『
白
樺
』
第
一
巻
第
八
号
、

一
九
一
〇
年
十
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
写
真
版
のR

O
D
IN

と
そ
の
聯
想
」

に
載
せ
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
木
下
は
日
本
の
受
け
入
れ
土
壌
に
疑
問
を
呈

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
公
衆
本
位
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

武
者
小
路
は
、
木
下
の
「
軽
き
諷
刺
」
を
言
葉
通
り
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
、
木

下
の
真
意
を
理
解
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
彼
の
発
言
を
単
な
る
個
性
の
否
定
と

し
か
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
ロ
ダ
ン
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
ロ
ダ
ン
特
集
号
で
あ
る
『
白
樺
』
第
一
巻
第
八
号
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
斎
藤
与
里
の
「
ロ
ダ
ン
に
就
い
て
起
る
感
想
」
を
引
用
し
よ
う
。

　

ロ
ダ
ン
は
哲
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
詩
人
で
あ
る
。
人
生
の
何
者
た
る
を

考
へ
る
と
同
時
に
、
芸
術
の
何
者
た
る
を
考
へ
た
人
てマ
マ

あ
る
。
而
し
て
其

れ
等
の
解
釈
的
自
信
が
、
や
が
て
作
物
の
生
命
と
な
つ
た
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　　

こ
こ
で
、
斎
藤
は
ロ
ダ
ン
を
「
詩
人
」
に
た
と
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
新
海
竹
太
郎
も
、
ロ
ダ
ン
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。『
白
樺
』
第
一
巻
第
八
号
（
一
九
一
〇
年
十
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
新
海
竹

太
郎
の
「
ロ
ダ
ン
様
」
の
中
で
、「
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
は
文
学
的
と
か
詩
的
と
か

云
は
れ
て
ゐ
る
）
（（
（

」
点
を
指
摘
し
、
同
号
で
は
森
田
亀
之
助
も
「
ロ
ダ
ン
の
芸

術
」
の
中
で
、「
所
謂
、
普
通
の
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ス
ト
や
リ
マ

マ

ア
ス
ト
の
作
で
は
な

い
。
一
層
深
い
、
神
秘
な
処
が
あ
つ
て
、
寧
ろ
、
象シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

徴
主
義
の
作
で
あ
る
）
（（
（

」
と
、

ロ
ダ
ン
の
作
品
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
ロ
ダ
ン
は
、「
詩
人
」
の
要
素
を
持
つ
芸
術
家
と
し
て

受
容
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
当
時
、
日
本
で
受
容
さ
れ
て
い
た

「
象
徴
主
義
」
の
一
部
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
武
者
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小
路
や
木
下
の
ロ
ダ
ン
受
容
の
環
境
が
、
お
の
ず
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
象
徴
主
義
（
サ
ン
ボ
リ
ズ
ム
）」
は
、
十
九
世
紀
末
を
中
心
に
フ
ラ
ン
ス
で

広
が
っ
た
美
術
概
念
で
あ
り
、
芸
術
運
動
で
あ
る
。

　

当
時
の
ロ
ダ
ン
受
容
に
つ
い
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
武
者
小
路
の
ロ
ダ
ン
受
容

に
つ
い
て
も
見
て
み
た
い
。
再
び
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
に
戻
ろ
う
。

　

武
者
小
路
は
、
木
下
の
真
意
を
無
理
解
な
ま
ま
に
議
論
を
進
め
る
。
彼
は
、

「
杢
太
郎
君
に
（
三
度
び
）」（『
白
樺
』
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
一
二
年
二
月
）
の

中
で
、
木
下
の
「
時
代
の
要
求
」
の
矛
盾
を
「
君
の
御
言
葉
に
よ
る
と
時
代
の

要
求
と
云
ふ
も
の
は
千
人
ゐ
れ
ば
千
あ
る
は
づ
に
な
る
わ
け
で
す
。
時
代
の
要

求
と
時
代
の
要
求
と
が
衝
突
し
た
時
君
は
ど
う
な
さ
り
ま
す
）
（（
（

」
と
指
摘
し
、

「
絵
画
の
約
束
」
に
関
し
て
、「
少
く
も
全
智
全
能
で
な
い
一
個
人
が
『
絵
画
の

約
束
』
と
云
ふ
物
指
し
を
も
つ
て
生
き
た
個
性
な
る
芸
術
家
の
作
品
を
批
評
す

る
の
は
潜
越
な
話
で
は
な
い
で
し
や
う
か
」
と
、
芸
術
家
の
要
求
に
対
す
る
批

評
家
の
無
理
解
を
批
判
す
る
。「
絵
画
の
約
束
」
の
不
必
要
性
を
述
べ
る
と
と

も
に
、
木
下
の
姿
勢
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
武
者

小
路
の
主
張
は
、
全
て
の
芸
術
を
理
解
し
て
初
め
て
、
芸
術
家
を
批
評
す
る
権

利
が
発
生
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
個
人
と
い
う
人
間
に
は
限
界

が
あ
る
こ
と
も
、
明
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
で
あ
る
木
下
が

批
評
す
る
の
は
、
僭
越
に
あ
た
る
と
武
者
小
路
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
武
者
小
路
が
ロ
ダ
ン
や
ゴ
ッ
ホ
を
崇
拝
す
る
如
く
、
真
の
芸
術
家

は
、
そ
れ
以
外
の
者
と
は
別
の
世
界
に
位
置
す
る
い
わ
ゆ
る
、「
天
才
」
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
為
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
天
才
」
は
、
武
者
小
路
の
芸

術
家
像
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
芸
術
家
像
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
さ

に
時
代
の
芸
術
家
像
と
し
て
の
ロ
ダ
ン
で
あ
り
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ー
ゲ

ラ
ー
な
ど
で
あ
っ
た
。
武
者
小
路
は
、
彼
ら
の
作
品
を
通
し
て
芸
術
家
と
し
て

の
生
き
方
を
見
、
そ
こ
か
ら
「
生
」
を
感
じ
、
彼
ら
を
崇
拝
し
て
い
た
。
こ
う

い
っ
た
武
者
小
路
の
考
え
方
は
、
ま
さ
に
「
天
才
主
義
」
と
で
も
い
え
よ
う
。

特
に
、『
白
樺
』
第
一
巻
第
八
号
の
ロ
ダ
ン
特
集
号
に
は
、「
ロ
ダ
ン
と
人
生
）
（（
（

」

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
武
者
小
路
の
芸
術
家
に
対
す
る
考
え
が
、
こ
こ

に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

　

　

自
分
は
ロ
ダ
ン
を
光
栄
あ
る
勝
利
者
と
し
て
崇
拝
す
る
も
の
で
は
な
い
。

光
栄
あ
る
勝
利
者
た
る
資
格
を
優
に
持
つ
て
居
る
人
と
し
て
崇
拝
す
る
も

の
で
あ
る
。
否
寧
ろ
自
分
の
最
も
大
な
る
共
鳴
者
、
合
奏
者
と
し
て
崇
拝

す
る
も
の
で
あ
る
。
弱
き
自
分
は
ロ
ダ
ン
に
よ
つ
て
最
大
な
る
味
方
を
得

た
。
さ
れ
ば
自
分
に
と
つ
て
ロ
ダ
ン
は
力
で
あ
り
、
希
望
で
あ
る
。

　
（
中
略
）
自
分
は
、
真
に
生
き
、
真
に
個
性
を
発
揮
し
、
自
然
の
命
ず

る
ま
ゝ
に
生
き
、
さ
う
し
て
遂
に
自
然
と
合
奏
す
る
こ
と
を
得
た
人
と
し

て
ロ
ダ
ン
を
崇
拝
す
る
。
又
自
己
の
味
つ
た
真
生
命
を
さ
な
が
ら
に
他
人

に
伝
へ
得
る
大
芸
術
家
と
し
て
讃
美
す
る
。

　

か
く
て
又
自
分
は
吾
人
を
自
然
と
合
奏
し
得
る
や
う
に
導
い
て
く
れ
る

宗
教
家
と
し
て
ロ
ダ
ン
に
感
謝
す
る
。



339

「絵画の約束」論争

　

ロ
ダ
ン
は
自
我
の
内
に
人
生
を
味
ひ
、
自
然
を
味
ひ
得
た
人
で
あ
る
。

人
生
と
自
然
と
を
調
和
さ
し
た
人
で
あ
る
。
ロ
ダ
ン
を
見
よ
、
人
間
の
権

威
、
自
我
の
権
威
の
為
に
戦
ひ
、
勝
利
を
得
た
る
人
は
之
こ
の
人
な
り
。

　　

武
者
小
路
は
、
ロ
ダ
ン
が
自
分
に
と
っ
て
、
共
鳴
者
で
あ
る
点
に
芸
術
家
と

し
て
の
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。
即
ち
、
彼
は
、「
宗
教
家
」
と
し
て
の
ロ
ダ

ン
、「
自
然
を
味
ひ
得
た
」
ロ
ダ
ン
と
い
う
、
自
ら
が
共
鳴
す
る
事
柄
を
見
出

し
、
そ
れ
を
「
天
才
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
崇
拝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
先
に
述
べ
た
「
天
才
主
義
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
武
者
小
路
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
か
ら
の

影
響
も
受
け
て
い
る
。
当
時
の
白
樺
派
が
好
ん
だ
ド
イ
ツ
芸
術
は
、
い
わ
ゆ
る

世
紀
末
象
徴
主
義
で
あ
り
、
マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
ン
ガ
ー
（
一
八
五
七
～
一
九
二

〇
）、
ビ
ア
ズ
レ
ー
（
一
八
七
二
～
一
八
九
八
）
や
ム
ン
ク
（
一
八
六
三
～
一
九
四

四
）
ら
で
あ
っ
て
、
当
時
、
彼
ら
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
画
家
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
た
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー
も
ま
た
、

当
時
に
お
い
て
は
、
世
紀
末
象
徴
主
義
の
仲
間
に
入
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
）
（（
（

で
触
れ
て
い
る
。
武
者
小
路
が
、
彼
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
た

こ
と
は
、
こ
こ
に
も
ひ
と
つ
の
イ
ズ
ム
が
垣
間
見
ら
れ
る
重
要
な
要
素
で
あ
る

と
い
え
る
。

　

次
に
、
先
に
見
た
ロ
ダ
ン
輸
入
に
関
し
て
、
武
者
小
路
と
木
下
の
主
観
と
客

観
の
問
題
を
見
て
み
よ
う
。
木
下
の
客
観
に
つ
い
て
、
武
者
小
路
は
、「『
自
己

の
為
』
及
び
其
他
に
つ
い
て　

『
公
衆
と
予
と
』
を
見
て
杢
太
郎
君
に
」（『
白

樺
』
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
一
二
年
二
月
）
の
中
で
、「
自
己
は
不
可
解
な
も
の

で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、「
私
に
は
『
自
己
』
と
云
ふ
も
の
を
私
以
上
に
知

つ
て
ゐ
る
人
は
『
自
己
本
位
』
に
な
る
べ
き
は
づ
の
や
う
に
思
つ
て
）
（（
（

」
い
る
と

述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
私
は
ま
だ
今
の
人
間
が
眞
の
客
観
を
す
る
こ
と
が

出
來
る
と
は
思
へ
ま
せ
ん
）
（（
（

」
と
、
客
観
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
木
下
の

態
度
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
自
己
と
い
う
も
の
の
内
に
、
個
人
か
ら
物
如
と
し

て
の
慾
望
を
出
来
る
だ
け
調
和
さ
せ
、
そ
の
調
和
さ
れ
た
欲
望
を
、
出
来
る
だ

け
満
た
す
よ
う
に
指
摘
す
る
。
即
ち
、
武
者
小
路
は
、
木
下
の
主
張
す
る
客
観

性
を
、
芸
術
家
の
自
己
を
抑
圧
す
る
も
の
だ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

木
下
の
真
意
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

と
予
測
さ
れ
る
ロ
ダ
ン
の
受
容
に
対
す
る
懸
念
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
決
し
て

武
者
小
路
の
言
う
よ
う
な
、
芸
術
家
の
自
己
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
木
下
は
芸
術
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
土
壌
を
整
え
る
こ
と

に
苦
心
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
そ
の
こ
と
は
、
先
の
「
公
衆
と
予
と

（
三
度
び
無
車
に
与
ふ
）」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
絵
画

の
約
束
」
論
争
は
、
初
期
段
階
で
「
絵
画
の
約
束
」
と
い
う
言
葉
が
、
芸
術
家

の
創
造
性
を
束
縛
す
る
も
の
と
し
て
取
り
違
え
ら
れ
た
た
め
に
誤
解
が
生
じ
、

や
が
て
、
木
下
と
武
者
小
路
の
議
論
が
主
と
な
り
、
山
脇
と
は
最
初
に
や
り
取

り
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
別
の
議
論
へ
移
行
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
脇
と
木
下
の
当
初
の
や
り
取
り
の
論
点
は
、
表
現
方
法
の
相
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違
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
が
、
両
者
の
考
え
る
絵
画
は
、
他
人
と
共

鳴
す
る
表
現
方
法
に
お
い
て
、
実
は
、
共
通
し
て
い
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
、

木
下
が
「
無
車
に
与
ふ
」（『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
二
号
、
一
九
一
一
年
十
二
月
）

の
中
で
、
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

　
「
絵
画
の
約
束
」
と
いマ

言マ

葉
の
う
ち
に
も
、
人
間
と
し
て
感
覚
の
共
通
、

方
処
の
認
識
の
共
通
、
更
に
細
く
入
り
て
は
時
の
精
神
文
明
の
共
通
と
い

ふ
や
う
な
諸
要
素
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　　

こ
こ
で
、
木
下
は
、
他
人
と
共
鳴
す
る
方
法
を
「
約
束
」
と
呼
ん
で
い
る
。

即
ち
、
木
下
が
定
義
し
よ
う
と
し
た
「
絵
画
の
約
束
」
と
は
、
芸
術
家
の
個
性

を
鑑
賞
者
が
共
有
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
に
、

木
下
の
こ
の
考
え
の
背
景
に
は
、
感
情
移
入
美
学
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

感
情
移
入
美
学
は
、
十
九
世
紀
後
半
に
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
ら
に
よ

っ
て
問
題
に
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
心
理
学
者
で
あ
る
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス

（
一
八
五
一
～
一
九
一
四
）
が
唱
え
た
自
我
を
対
象
の
内
部
に
移
入
す
る
こ
と
で
、

自
然
や
他
者
を
認
識
す
る
と
い
う
説
を
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
（
一
八
四

八
～
一
九
三
〇
）
が
芸
術
の
鑑
賞
に
援
用
し
、
鑑
賞
者
が
作
品
に
感
情
を
移
入

す
る
こ
と
で
成
立
す
る
と
す
る
概
念
で
あ
る
。

　

木
下
は
も
と
も
と
、
ド
イ
ツ
に
造
詣
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。
次
に
そ
の
点

に
つ
い
て
、
彼
の
芸
術
観
と
合
わ
せ
て
見
て
み
た
い
の
だ
が
、
そ
の
前
に
「
絵

画
の
約
束
」
論
争
が
起
こ
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
も
う
一
つ
注
目

し
た
い
「
美
術
批
評
論
争
」
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

三
、
美
術
批
評
論
争
と
河
野
桐
谷
の
批
評

　
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
と
同
様
の
美
術
論
争
に
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

し
か
し
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
論
争
で
、
本
質
的
に
内
実
が
似
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
も
の
に
、「
美
術
批
評
論
争
」
が
あ
る
。

　
「
美
術
批
評
論
争
」
と
は
、
草
創
期
の
美
術
批
評
を
明
治
期
か
ら
大
正
、
昭

和
に
か
け
て
の
い
く
つ
か
の
論
争
を
総
称
し
た
用
語
で
あ
り
、
美
術
批
評
の
価

値
観
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
と
関
わ
り

の
あ
る
も
の
が
、
河
野
桐
谷
（
一
八
七
九
～
一
九
四
四
）
と
石
井
柏
亭
（
一
八
八

二
～
一
九
五
八
）
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
論
争
）
（（
（

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
〇
九

年
七
月
四
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
、
河
野
が
「
絵
画
の
主
観
的
要
素
」
を
発
表

し
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
。
河
野
の
主
張
は
、
芸
術
の
標
準
が
「
製
作
時
に
於

け
る
画
家
の
主
観
的
要
素
、
感
情
的
成
分
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
に

対
し
、
石
井
は
「
資
格
な
き
美
術
評
家
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
九
年
七
月
十
一

日
）
の
中
で
、
河
野
の
「
主
観
的
要
素
」
に
反
論
、
対
立
概
念
と
し
て
の
客
観

性
を
持
ち
出
し
、
応
戦
し
た
こ
と
か
ら
論
争
が
始
ま
る
。
次
に
、
河
野
桐
谷

「
逆
上
せ
る
画
家
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
九
年
七
月
十
八
日
）、
石
井
柏
亭

「『
逆
上
せ
る
画
家
』
を
読
ん
だ
感
想
」（『
方
寸
』
一
九
〇
九
年
八
月
）、
河
野
桐
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谷
「
時
評　

八
月
の
美
術
界
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
九
年
九
月
）、
河
野
桐

谷
「
展
覧
会
に
対
す
る
諸
批
評
家
の
態
度
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
九
年
十
二

月
）、
石
井
柏
亭
「
書
簡
文
」（『
方
寸
』
一
九
一
〇
年
五
月
）
と
続
く
の
だ
が
、

終
結
は
、
や
は
り
こ
ち
ら
も
雲
散
霧
消
の
う
ち
に
終
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
似
た
内
容
の
論
争
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
時

代
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て
一
九
〇
〇
～
一

九
一
〇
年
前
後
は
、
絵
画
の
価
値
基
準
が
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
美
術
界
・
文
壇
全
体
が
、
海
外
の
絵

画
を
一
気
に
吸
収
し
始
め
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
即
ち
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
広
ま

っ
た
「
象
徴
主
義
」
や
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
広
ま
っ
た
ユ
ー
ゲ
ン

ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
芸
術
運
動
の
影
響
で
あ
る
。

　

ユ
ー
ゲ
ン
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ラ
ー
や
ク

リ
ム
ト
）
（（
（

（
一
八
六
二
～
一
九
一
八
）
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
用
品
や
建

築
・
絵
画
な
ど
各
方
面
へ
広
ま
っ
て
い
く
運
動
全
般
の
こ
と
で
あ
る
。

　

当
時
、
日
本
の
洋
画
界
は
、
よ
う
や
く
出
発
し
始
め
た
草
創
期
で
あ
り
、
フ

ラ
ン
ス
の
印
象
主
義
の
影
響
を
受
け
た
黒
田
清
輝
（
一
八
六
六
～
一
九
二
四
）

な
ど
、
当
時
、
重
鎮
の
画
家
で
さ
え
も
、
西
洋
の
画
法
に
倣
っ
て
い
た
。
そ
の

彼
ら
に
、
時
代
は
、
多
く
の
表
現
方
法
を
一
気
に
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
喜

ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
画
家
の
画
法
が
混
迷
す
る
こ
と
を
も
意
味

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
必
然
的
に
当
時
の
画
家
達
は
、
一
定
の
主
義
を
獲
得
す

る
前
に
、
様
々
な
イ
ズ
ム
に
触
れ
、
先
に
自
ら
の
イ
ズ
ム
を
模
索
す
る
と
い
う

現
実
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
画
家
の
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
美
術
批
評
家
の
間
に
も
広
ま
っ
た
。

そ
の
好
例
が
、
河
野
桐
谷
で
あ
る
。

　

河
野
桐
谷
は
、
一
九
〇
五
年
、
早
稲
田
大
学
哲
学
科
卒
業
後
、
渡
米
し
、
帰

国
後
に
『
早
稲
田
文
学
』
や
『
読
売
新
聞
』
に
美
術
批
評
を
書
い
て
い
た
若
手

の
美
術
批
評
家
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
一
〇
年
に
、
白
樺
派
の
流
れ
を
く
む
正

宗
得
三
郎
に
対
し
て
、「
五
月
の
美
術
界
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
五
十
五
号
、
一

九
一
〇
年
六
月
）
（（
（

）
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
正
宗
君
の
絵
は
、
自
分
と

は
随
分
親
し
い
も
の
だ
が
、
兎
に
角
氏
かマ
マ

光
と
色
の
本
位
で
飽
迄
進
ん
で
行
く

覚
悟
は
多
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、（
中
略
）
氏
は
自
然
に
立
脚
し
た
色
彩
的
空
想

家
だ
、　

云
ふ
迄
も
な
く
、
此
傾
向
を
行
け
る
所
ま
で
進
ま
せ
る
の
が
、
氏
に

取
つ
て
も
画
界
に
取
つ
て
も
一
の
義
務
で
あ
る
」
と
、
評
価
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
同
年
十
一
月
の
『
早
稲
田
文
学
』
六
十
号
の
「
公
設
展
覧
会
評
」
の
中
で

は
、
菱
田
春
草
（
一
八
七
四
～
一
九
一
一
）
の
「
黒
い
猫
」
が
、「
会
場
を
通
じ

て
タ
ツ
タ
一
つ
私
を
動
し
た
那マ
マ

の
前
に
立
つ
た
時
、
キ
ツ
ト
睨
ん
だ
猫
の
眼
は
、

人
生
の
秘
密
を
見
破
ら
ん
と
す
る
、
及
び
難
い
人
間
の
努
力
の
表
徴
に
見
え
て

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
私
は
不思
は
ず思

ハ
ラ
〳
〵
と
涙
が
出
た
、（
中
略
）
私
の
要
求

す
る
絵
は
斯
の
様
な
も
の
で
あ
る
）
（（
（

」
と
い
い
、
次
に
、
当
時
の
画
家
と
批
評
家

に
対
す
る
不
満
、
及
び
そ
の
理
由
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
二
年
後
の
一
九
一
二

年
八
月
に
は
、『
現
代
の
洋
画
』
五
号
に
発
表
さ
れ
た
「
画
界
雑
観
）
（（
（

」
の
一
文

で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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自
己
の
人
格
を
其
儘
露む
き

出
し
て
自
然
の
人
生
の
真
中
に
一
直
線
に
突
込

ん
で
行
く
の
が
近
代
人
の
態
度
で
あ
る
、
仮
り
に
古
来
の
芸
術
を
研
究
し

て
基
礎
の
上
に
自
己
を
樹
立
す
る
と
し
て
も
、
夫
は
只
技
巧
上
の
参
考
位

に
な
る
許
り
で
枝
葉
に
属
す
る
業
で
あ
る
。
ト
テ
モ
人
格
の
反
映
と
し
て

の
芸
術
で
な
い
。

　　

つ
ま
り
、
河
野
の
主
張
す
る
芸
術
家
像
は
、「
近
代
人
の
態
度
」
を
持
つ
も

の
で
あ
り
、「
人
格
の
反
映
」
す
る
芸
術
を
表
現
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
ま
た
、
こ
の
す
ぐ
後
に
「
全
く
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
絵
画
を
取
り

扱
ふ
程
強
固
な
自
信
の
あ
る
画
家
が
欲
し
い
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

画
家
の
姿
勢
に
対
す
る
彼
の
要
求
を
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
河
野
は
、

絵
画
に
芸
術
家
の
人
格
が
反
映
さ
れ
る
芸
術
を
求
め
て
い
る
。

　

そ
の
河
野
が
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
得
た
も
の
は
、
日
本
と
同
様
に

影
響
を
受
け
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

帰
国
後
に
執
筆
し
た
文
章
の
中
で
、
画
家
の
内
面
を
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
し

た
武
者
小
路
や
高
村
光
太
郎
と
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。

そ
の
好
例
と
し
て
、
先
の
「
美
術
批
評
論
争
」
で
の
石
井
柏
亭
と
の
や
り
取
り

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
点
を
述
べ
る
た
め
、

も
う
少
し
詳
し
く
論
争
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

　
「
美
術
批
評
論
争
」
に
お
け
る
河
野
と
石
井
の
や
り
取
り
の
中
で
、
石
井
が

河
野
に
対
し
て
発
言
し
て
い
る
「
資
格
な
き
美
術
評
家
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
、

石
井
は
、
河
野
の
批
評
が
素
人
批
評
で
あ
る
点
を
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、
日
本

の
美
術
受
容
の
状
態
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

　

今
大
急
ぎ
で
新
ら
し
い
文
明
を
輸
入
し
つ
ゝ
ゐ
る
現
在
の
日
本
の
苦
し

い
状
態
や
ら
、
日
本
の
現
社
会
の
有
様
、
日
本
の
美
術
家
の
生
活
状
態
な

ど
を
一
通
り
弁
へ
て
か
ら
取
掛
ら
な
け
れ
ば
、
到
底
満
足
な
効
果
は
得
ら

れ
ま
い
。
河
野
君
な
ど
は
僕
等
が
各
自
に
ど
う
云
ふ
画
を
描
か
う
と
し
て

居
る
と
云
ふ
其
着
眼
点
が
、
は
つ
き
り
解
つ
て
居
る
か
ど
う
か
頗
る
疑
は

し
い
。
近
代
の
絵
画
は
随
分
多
岐
で
ゐ
る
し
、
そ
れ
に
我
々
日
本
人
に
は

日
本
美
術
の
遺
伝
も
多
少
加
は
つ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
一
寸
複
雑
に
な
つ

て
居
る
）
（（
（

。

　　

こ
こ
か
ら
、
石
井
が
日
本
の
美
術
受
容
の
現
状
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
が
、
彼
の
考
え
は
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
の
木
下
杢
太
郎
と
似
た
よ
う

な
主
張
で
あ
る
こ
と
も
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
石
井
の
批
判
す
る
河
野
が
木
下

の
批
判
す
る
武
者
小
路
で
あ
る
こ
と
も
、
お
の
ず
と
連
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、「
美
術
批
評
論
争
」
は
、
石
井
と
河
野
の
相
容
れ
な
い
意
見
の
ぶ

つ
か
り
合
い
に
終
始
し
、
和
解
の
な
い
ま
ま
、
終
了
す
る
。
そ
の
後
、
相
手
が

変
わ
り
、
ま
た
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
が
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
論
争
の
問
題
点
は
、「
美
術
批
評
論
争
」
で
石
井
が
、
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「絵画の約束」論争

「
絵
画
の
約
束
」
論
争
で
は
木
下
が
指
摘
し
た
西
洋
美
術
移
入
に
際
し
た
日
本

の
美
術
界
の
受
容
土
壌
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
木
下
の
指
摘
す
る

「
ロ
ダ
ン
輸
入
」
の
問
題
、
即
ち
、
日
本
の
未
発
達
土
壌
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
見
る
た
め
、
木
下
の
芸
術
観
を
考
察
し
よ
う
。

四
、「
感
情
移
入
美
学
と
の
関
わ
り
」　

木
下
の
芸
術
観

　

木
下
杢
太
郎
は
、
親
の
勧
め
か
ら
、
中
学
で
独
逸
語
を
教
え
る
独
逸
協
会
中

学
校
に
入
学
す
る
が
、
そ
の
頃
、
画
家
を
目
指
し
て
い
た
。
彼
は
、
芸
術
に
深

く
心
酔
し
、
水
彩
画
の
腕
も
あ
り
、
木
下
は
、
本
気
で
芸
術
の
道
を
歩
む
こ
と

を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
親
の
意
向
と
、
画
家
と
し
て
の
将
来
に
対
す
る
不

安
か
ら
医
者
の
道
を
選
び
、
中
学
に
入
学
し
た
。
彼
は
、
中
学
入
学
後
、
画
家

の
道
を
断
た
れ
た
反
動
か
ら
急
激
に
文
学
へ
傾
倒
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
高
校

に
入
学
し
た
翌
年
、
一
九
〇
四
年
一
月
九
日
の
日
記
）
（（
（

に
は
「
汽
車
の
う
ち
ひ
そ

か
に
（
ニ
ー
チ
ェ
と
二
詩
人
）
を
よ
む
、
実
に
か
く
の
如
く
む
ば
人
生
意
義
あ

り
」
と
あ
る
。
木
下
の
詩
人
へ
の
傾
倒
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、

彼
は
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
（
一
八
六
五
～
一
九
四
五
）
ら
の
詩
人
と
出
会

い
、
や
が
て
詩
の
世
界
と
密
着
し
て
い
く
。
一
方
で
、
石
井
柏
亭
ら
と
「
パ
ン

の
会
）
（（
（

」
を
結
成
し
、
画
家
や
詩
人
ら
と
交
友
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
「
パ
ン
の
会
」
は
、
ド
イ
ツ
の
感
情
移
入
美
学
の
流
れ
か
ら
き
た
「
気
分
情

調
」
を
主
と
し
た
集
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
の
が
雑
誌

『
屋
上
庭
園
』
だ
ろ
う
。

　
『
屋
上
庭
園
』
は
、
一
九
〇
九
年
十
月
に
創
刊
さ
れ
、
一
九
一
〇
年
二
月
に

第
二
号
が
発
行
さ
れ
た
後
、
終
刊
と
な
る
短
命
の
雑
誌
で
あ
る
。
同
人
は
、

「
パ
ン
の
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
り
、
北
原
白
秋
、
長
田
秀
雄
（
一
八

八
五
～
一
九
四
九
）、
木
下
杢
太
郎
ら
が
集
っ
て
い
た
。
こ
の
メ
ン
バ
ー
構
成
か

ら
も
詩
と
の
か
か
わ
り
が
大
き
い
雑
誌
で
あ
る
と
知
れ
る
。
当
時
の
彼
の
芸
術

傾
向
を
知
る
も
の
と
し
て
、『
屋
上
庭
園
』
第
二
号
の
「
異
国
情
調
）
（（
（

」
が
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
詩
と
も
散
文
と
も
と
れ
る
形
式
の
も
の
で
、
ま
さ
し
く

「
気
分
情
調
」
を
示
唆
す
る
作
品
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
感
情
移
入
美
学
は
、
木
下
だ
け
に
見
ら
れ
た
影
響
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、「
パ
ン
の
会
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
、
当
時
の
若
者
に
よ
る
新
し
い
芸
術
を
模
索
す
る
大
き
な
流
れ
で

あ
る
。
明
治
中
期
に
生
ま
れ
た
彼
ら
は
、
新
し
い
空
気
に
触
れ
な
が
ら
、
同
時

に
旧
世
代
の
教
育
を
受
け
て
育
つ
。
新
旧
の
感
覚
を
既
に
土
壌
と
し
て
持
っ
て

い
た
こ
と
が
、
他
者
理
解
、
ひ
い
て
は
、
従
来
、
木
下
と
対
立
関
係
に
あ
る
と

思
わ
れ
て
き
た
武
者
小
路
の
述
べ
る
他
者
と
の
共
鳴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
合

奏
」
に
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
即
ち
、
武
者
小
路
の
い
う
「
天
才
主

義
」
や
自
己
の
内
部
に
芸
術
を
取
り
込
む
行
為
そ
の
も
の
が
、
感
情
移
入
美
学

の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
の
中
に
潜
む

「
生
」
と
人
間
の
心
的
力
動
性
の
融
合
こ
そ
が
、
リ
ッ
プ
ス
の
唱
え
た
感
情
移

入
美
学
で
あ
り
、
彼
ら
も
ま
た
リ
ッ
プ
ス
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
。
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そ
し
て
、
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
実
は
、
三
人
は
同
じ
土
壌
に
い
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
目
指
す
到
達
点
の
相
違
か
ら
、
互
い
の
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
だ

け
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
土
壌
と
は
、
当
時

の
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
感
情
移
入
美
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
詩

の
影
響
を
も
受
け
て
い
た
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
。

　　

四
⎜
一
、
武
者
小
路
実
篤
の
芸
術
観

　

と
こ
ろ
で
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
の
主
要
人
物
で
あ
る
武
者
小
路
の
芸
術

観
は
、
当
時
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

論
争
に
お
い
て
、
武
者
小
路
は
「
自
己
の
為
の
芸
術
）
（（
（

」
の
中
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　

　

自
己
を
ま
げ
て
も
時
代
の
要
求
に
応
じ
や
う
と
す
る
人
は
個
性
と
人
格

を
無
視
し
た
人
で
あ
る
。
魂
の
な
い
人
で
あ
る
。
さ
う
云
ふ
人
の
か
く
も

の
は
形
式
は
い
ゝ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
人
の
心
に
は
ふ
れ
な
い
。
浅

薄
な
芸
術
き
り
出
来
な
い
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
一
言
で
云
へ
ば
さ
う
破

廉
耻
（
？
）
に
な
る
と
稍
々
も
す
る
と
社
会
や
、
人
類
や
、
群
集
の
奴
隷

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

自
分
は
芸
術
家
が
群
集
の
趣
味
に
自
己
を
あ
は
せ
や
う
と
し
た
ら
確
か

に
堕
落
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
い
く
ら
先
き
ば
し
り
を
し
て
も
い
ゝ
、
自
己

に
正
直
で
あ
れ
ば
い
ゝ
。
い
ゝ
処
で
は
な
い
す
べ
て
の
芸
術
家
は
さ
う
で

あ
る
べ
き
は
づ
だ
。

　　

芸
術
家
に
最
も
大
切
な
の
は
、「
自
己
に
正
直
」
で
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
。

こ
れ
が
、
武
者
小
路
の
芸
術
家
に
対
す
る
考
え
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
彼
の
芸
術
の
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
、

「
詩
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

武
者
小
路
は
、
生
涯
の
創
作
活
動
を
通
じ
て
、「
詩
」
を
多
く
書
い
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
の
「
詩
」
は
、
き
ち
ん
と
し
た
「
詩
」
の
形
体
を
持
た
な
い
も
の

が
多
く
、「
散
文
」
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
初
期
か
ら
既
に
そ
の
傾

向
が
あ
り
、『
荒
野
』（
警
醒
社
書
店
、
一
九
〇
八
年
）
に
は
、「
女
」（
一
九
〇
六

年
十
一
月
執
筆
）、「
男
波
」（
一
九
〇
七
年
二
月
執
筆
）、「
机
に
よ
り
て
」（
一
九

〇
七
年
十
月
執
筆
）、「
人
道
の
偉
人
」（
一
九
〇
七
年
十
二
月
執
筆
）、「
我
が
天

使
」（
一
九
〇
八
年
一
月
執
筆
）、「
平
和
の
人
」（
一
九
〇
八
年
一
月
執
筆
）、「
恋

の
悲
劇
」（
一
九
〇
八
年
一
月
執
筆
）
な
ど
の
「
新
体
詩
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
部
を
引
用
し
よ
う
。
次
の
詩
は
「
恋
の
悲
劇
」
で
あ
る
。

　

我
は
汝
を
愛
す
、

汝
は
我
を
愛
す
。

汝
は
彼
を
愛
せ
ず
、

彼
は
汝
を
愛
せ
ず
。
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し
か
も
汝
は
彼
と
夫
婦
と
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。（
四
十
一
年
一
月
）
（（
（

）

　　
「
新
体
詩
」
は
、
一
八
九
七
年
前
後
に
隆
盛
を
極
め
た
詩
の
形
式
で
、
森
�

外
（
一
八
六
二
～
一
九
二
二
）
の
『
於
母
影
』（
一
八
八
九
年
）
や
島
崎
藤
村
（
一

八
七
二
～
一
九
四
三
）
の
『
若
菜
集
』（
一
八
九
七
年
）、
土
井
晩
翠
（
一
八
七
一

～
一
九
五
二
）
の
『
天
地
有
情
』（
一
八
九
九
年
）
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
藤

村
の
浪
漫
的
詩
風
が
、
明
星
派
の
若
き
詩
人
た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
与
謝
野
鉄

幹
（
一
八
七
三
～
一
九
三
五
）、
与
謝
野
晶
子
（
一
八
七
八
～
一
九
四
二
）、
高
村

光
太
郎
、
吉
井
勇
、
北
原
白
秋
（
一
八
八
五
～
一
九
四
二
）
ら
に
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
新
体
詩
」
の
後
の
系
譜
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、「
象
徴
詩
」
で

あ
る
。
一
九
〇
五
年
に
、
上
田
敏
に
よ
っ
て
『
海
潮
音
』
が
出
版
さ
れ
る
。
こ

れ
が
「
象
徴
詩
」
の
概
念
を
明
確
化
し
た
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
上
田
敏
は
、

前
年
一
月
の
『
明
星
』
に
お
い
て
、
エ
ミ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ハ
ー
レ
ン
（
一
八
五

五
～
一
九
一
六
）
の
「
鷲
の
歌
」
を
「
象
徴
詩
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
彼
の
流
れ
に
あ
る
詩
人
が
、
北
原
白
秋
や
三
木
露
風
（
一
八
八
九
～
一

九
六
五
）、
蒲
原
有
明
（
一
八
七
六
～
一
九
五
二
）、
木
下
杢
太
郎
ら
で
あ
っ
た
。

先
に
見
た
武
者
小
路
の
「
新
体
詩
」
は
、
当
時
の
彼
の
「
詩
」
の
影
響
を
見
る

上
で
、
興
味
深
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
武
者
小
路
は
、
詩
と
は
少
し
異
な
る
「
散
文
」
や
「
新
体

詩
」
を
初
期
の
創
作
活
動
に
お
い
て
お
こ
な
っ
て
い
た
。

　

当
時
、
武
者
小
路
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
（
一
八
二
八
～
一
九
一
〇
）
に
深
く
傾

倒
し
、
彼
の
書
物
か
ら
社
会
の
道
徳
思
想
を
学
ん
で
い
た
。
一
九
〇
七
年
六
月

七
日
に
は
、「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
を
一
週
間
の
予
定
で
読
み
始
め
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
日
記
に
は
そ
の
後
も
た
び
た
び
、「
新
体

詩
」
と
も
「
散
文
」
と
も
つ
か
ぬ
、
ま
さ
に
「
口
語
自
由
詩
）
（（
（

」
の
よ
う
な
文
章

が
出
て
く
る
。

　

一
九
〇
六
年
六
月
十
五
日
に
武
者
小
路
は
、「
僕
は
、
ト
翁
や
カ
ア
ラ
イ
ル

の
云
ふ
宗
教
家
に
な
ら
う
」
と
考
え
、
一
九
〇
六
年
六
月
十
六
日
に
は
、
五
時

に
起
床
し
、「
ハ
イ
ネ
の
『
新
し
き
詩
』
を
持
つ
て
堀
端
に
行
き
開
い
た
処
を

読
」
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
〇
八
年
四
月
十
七
日
に
は
、「
ベ
ツ
ク
リ
ン

の
顔
を
見
て
か
ら
、
急
に
元
気
に
な
つ
た
」「
エ
マ
ア
ソ
ン
や
カ
ア
ラ
イ
ル
の

事
を
思
ふ
と
微
笑
れ
る
」
と
、
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ル
ノ
ル
ト
・
ベ
ッ
ク
リ
ン
（
一
八
二
七
～
一
九
〇
一
）
は
、
ス
イ
ス
出
身

の
「
象
徴
主
義
」
の
画
家
で
、
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
（
一
七
九
五
～
一
八
八

一
）
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
イ
ギ
リ
ス
人
歴
史
家
・
思
想
家
・
評
論

家
で
あ
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
文
学
に
傾
倒
し
、
ゲ
ー
テ
（
一
七
四
九
～
一
八
三
二
）、

シ
ラ
ー
（
一
七
五
九
～
一
八
〇
五
）
の
作
品
研
究
や
翻
訳
を
手
掛
け
、
詩
人
・

文
学
者
と
し
て
も
名
高
い
。
ラ
ル
フ
・
ワ
ル
ド
・
エ
マ
ー
ソ
ン
（
一
八
〇
三
～

一
八
八
二
）
も
思
想
家
で
あ
り
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
（
一
七
九
七
～
一
八

五
六
）
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
ド
イ
ツ
の
「
ロ
マ
ン
主
義
」
詩
人
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
武
者
小
路
の
関
心
が
初
期
か
ら
芸
術
と
同
様
、
詩
や

思
想
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
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ま
た
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
一
九
〇
八
年
四
月
二
十
二
日
の
日
記
に

は
、「
マ
イ
エ
ル
・
ベ
レ
フ
ェ
イ
の
『
現
代
の
宗
教
』
の
『
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ

ツ
ヘ
ル
』
の
所
読
み
終
り
『
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
』
の
処
を
読
み
始
む
。
面
白
し
、

心
地
よ
し
」
と
あ
り
、
同
日
の
夕
飯
後
、
志
賀
直
哉
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
帰
っ

て
く
る
と
、
ま
た
マ
イ
ヤ
ー
・
グ
レ
ー
フ
ェ
（
一
八
六
七
～
一
九
三
五
）
の
『
現

代
の
宗
教
』
の
続
き
を
読
み
、「
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
も
マ
イ
エ
ル
も
豪
い
と
思

つ
た
。
中
で
も
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
を
豪
い
と
思
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

マ
イ
ヤ
ー
・
グ
レ
ー
フ
ェ
は
、
木
下
杢
太
郎
が
、
思
想
に
お
い
て
傾
倒
し
て

い
た
人
物
で
あ
る
。
武
者
小
路
は
、
翌
日
も
、
彼
の
本
を
読
み
、
メ
ー
テ
ル
ラ

ン
ク
（
一
八
六
二
～
一
九
四
九
）
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

見
て
も
、
武
者
小
路
と
木
下
の
思
想
形
成
の
共
通
性
が
解
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
モ
ー
リ
ス
・
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
は
、
武
者
小
路
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
の

次
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
人
物
で
、
ベ
ル
ギ
ー
の
代
表
的
な
「
象
徴
主
義
」

詩
人
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
武
者
小
路
の
芸
術
観
が
詩
に
あ
り
、「
象
徴
主
義
」
の
影
響

も
受
け
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
こ
の
点
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
論
争
時
の
彼
ら
の
芸
術
観
に
つ
い
て
、
見

て
み
た
い
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
論
争
で
焦
点
と
な
る
山
脇
の
絵
画
に
つ
い
て
、

見
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

　

四
⎜
二
、
新
し
い
芸
術
家
の
意
味
⎜
詩
と
「
純
粋
性
」

　
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
山
脇
信
徳
の
絵
を
見
た

木
下
杢
太
郎
が
、「
画
界
近
事
六
・
山
脇
信
徳
氏
作
品
展
覧
会
」
の
中
で
、
山

脇
の
絵
に
つ
い
て
、
絵
を
他
者
に
理
解
さ
せ
る
技
術
を
養
う
よ
う
求
め
、「
感

激
と
同
時
に
、
一
方
に
は
静
か
な
理
解
力
を
養
つ
て
貰
い
た
い
も
の
で
あ
る
」

と
意
見
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
次
に
山
脇
は
、「
断

片
」
で
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

　

　

私
の
絵
に
潤
ひ
の
乏
し
い
の
は
此
冷
酷
な
写
実
の
為
め
で
あ
る
こ
と
も

自
分
に
解
つ
て
ゐ
る
。
唯
第
一
の
変
化
の
時
、
自
然
の
中
に
力
や
生
命
や

輝
き
を
感
じ
て
一
種
の
パ
ツ
シ
ヨ
ン
に
熱
し
た
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
冷

静
な
写
実
の
追
求
は
凝
結
せ
る
技
術
の
破
壊
を
促
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い

ひ
た
い
。
然
し
私
は
今
直
ぐ
に
土
手
の
絵
の
様
な
二
度
目
の
変
化
に
は
移

ら
な
い
積
り
で
あ
る
。
私
に
は
未
だ
瞬
間
的
気
分
を
極
度
ま
で
突
詰
め
て

見
る
余
裕
と
慾
望
が
あ
る
か
ら
）
（（
（

。

　　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
瞬
間
」
と
い
う
山
脇
の
言
葉
で
あ
る
。「
瞬

間
」
は
山
脇
に
と
っ
て
、
絵
画
に
表
現
さ
れ
る
唯
一
無
二
の
絶
対
的
存
在
で
あ

る
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
山
脇
の
「
瞬
間
」
は
、「
光
と
色
と
を
感
ず

る
時
、
時9

も
処9

も
な
い
。
時
も
な
け
れ
ば
、
線
も
な
い
。
物
質
も
な
い
。
唯
だ

色
と
光
が
震
い
動
く
の
だ
。
詩
だ
、
音
楽
だ
、
気
息
だ
）
（（
（

」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
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彼
に
と
っ
て
の
「
詩
」
と
「
音
楽
」
で
あ
る
。「
詩
」
や
「
音
楽
」
は
、
山
脇

の
象
徴
的
な
思
想
を
最
も
よ
く
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
と
は
、

彼
の
「
無
形
画
）
（（
（

」
に
到
達
す
る
ま
で
に
見
ら
れ
る
「
リ
ズ
ム
」
に
あ
る
。「
無

形
画
」
は
、
当
時
山
脇
が
挑
戦
し
て
い
た
新
し
い
表
現
方
法
で
あ
り
、「
未
来

主
義
」
の
記
号
的
な
絵
画
へ
も
通
じ
る
画
家
の
内
面
を
表
現
し
た
山
脇
独
自
の

絵
画
で
あ
る
。
山
脇
に
と
っ
て
、
音
楽
の
よ
う
な
「
リ
ズ
ム
」
を
奏
で
る
「
瞬

間
」
が
、「
無
形
画
」
を
形
作
る
時
間
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
山
脇
は
、
自

ら
の
「
象
徴
」
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
包
括
的
な
意
味
で
、

「
象
徴
主
義
」
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
え
る
。
昨
今
の
研
究
）
（（
（

で
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
「
象
徴
主
義
」
が
台
頭
し
て
き
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
時
代
背
景
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
の
影
響
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
武
者
小
路
に
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
論
争
の
も
う
一
人
の
人
物
、
木
下
杢
太
郎
も
ま
た
、「
象

徴
主
義
」
の
充
分
な
下
地
を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
も
先
に
述
べ
た
。
こ

こ
か
ら
、
当
時
の
武
者
小
路
と
、
山
脇
、
木
下
の
共
通
項
は
、「
詩
」
に
あ
り
、

「
象
徴
主
義
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
、
こ
の
点
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
当
時
の
「
象
徴
」
ひ
い
て
は
、

「
象
徴
主
義
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
山
脇
の
「
瞬
間
」
と
い
う
言
葉
を
例

に
見
て
い
き
た
い
。

　

　

四
⎜
三
、
山
脇
と
新
し
い
芸
術
「
象
徴
主
義
」
⎜
絵
画
と
文
学
の
交
流

　

山
脇
の
「
瞬
間
」
は
、
ア
ス
ト
ン
（
一
八
四
一
～
一
九
一
一
）
の
象
徴
技
法

さ
な
が
ら
、「
詩
」
を
中
心
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
他
に
「
音
楽
」
も
彼

に
と
っ
て
、
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
山
脇

の
中
で
「
リ
ズ
ム
」
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
詩
」
と
「
音
楽
」

は
、
彼
の
中
の
「
象
徴
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
き
く
考
え
れ
ば
、「
象
徴
主

義
」
と
い
う
イ
ズ
ム
で
、
当
時
の
日
本
に
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
日
本
で
「
象
徴
主
義
」
が
受
容
さ
れ
て
か
ら
十
年
ほ
ど
経
っ
て
い
た

が
、
そ
の
性
質
上
、
共
通
の
認
識
を
持
つ
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、

「
印
象
主
義
」、
さ
ら
に
「
表
現
主
義
」「
未
来
主
義
」
な
ど
の
新
興
芸
術
も
流

入
し
、
こ
れ
ら
と
絡
み
合
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
る
と
、
一
定
の
定
義
付
け
が

難
し
い
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
絵
画
と
文
学
の
「
象
徴
主
義
」
に
対
す
る
認
識
に
も
隔
た
り
が
あ
っ

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
文
学
に
お
い
て
は
、
一
八
八
六
年
九
月
十
八
日
の
新

聞
『
フ
ィ
ガ
ロ
・
リ
テ
レ
ー
ル
』
に
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
の
ジ
ャ
ン
・
モ
レ
ア
ス

（
一
八
五
六
～
一
九
一
〇
）
が
、「
象
徴
主
義
宣
言
」
を
発
表
し
た
こ
と
に
由
来

す
る
「
象
徴
主
義
」
の
影
響
が
、
既
に
こ
の
時
代
の
日
本
に
も
訪
れ
て
い
た
。

山
脇
の
「
象
徴
主
義
」
を
示
す
も
の
と
し
て
、
絵
画
と
と
も
に
文
学
的
な
影
響

が
強
く
認
め
ら
れ
る
た
め
、
日
本
の
文
壇
の
「
象
徴
主
義
」
の
流
れ
を
見
て
み

た
い
。

　

日
本
の
文
壇
で
も
、「
象
徴
主
義
」
に
関
し
て
は
、
早
く
か
ら
関
心
が
寄
せ
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ら
れ
、
相
馬
御
風
（
一
八
八
三
～
一
九
五
〇
）
に
よ
る
「
芸
術
の
生
活
化
」
が

掲
載
さ
れ
た
『
早
稲
田
文
学
』
第
八
十
二
号
（
一
九
一
二
年
九
月
）
に
は
、
中

村
星
湖
（
一
八
八
四
～
一
九
七
四
）
の
「
岩
野
泡
鳴
氏
に
答
ふ
（
余
が
象
徴
主
義

及
び
描
写
論
に
就
い
て
）」
が
載
っ
て
い
る
。
中
村
星
湖
は
、
こ
こ
で
象
徴
主

義
・
描
写
論
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
田
山
花
袋
（
一
八
七
一
～
一
九
三
〇
）

も
『
蒲
団
』
の
翌
月
、「
象
徴
派
」（
一
九
〇
七
年
十
一
月
、
所
収
『
イ
ン
キ
壺
』

一
九
〇
九
年
）
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
主
義
が
「
純
客
観
」
に
出
発
し
つ
つ
、

近
代
人
の
神
経
過
敏
さ
ゆ
え
に
、「
主
観
的
傾
向
」
を
ま
し
て
、「
空
想
、
深
秘
、

象
徴
」
へ
向
か
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
森
�
外
の
『
審
美
新

説
』（
一
九
〇
〇
年
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
審
美
新
説
』
は
、
ド
イ
ツ
の
感
情
移
入
美
学
提
唱
者
で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
ス
・

フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
『
美
学
上
の
時
事
問
題
』（
一
八
九
五
年
）
を
抄
訳
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
�
外
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

　

後
自
然
主
義
は
そ
の
自
然
に
煩
渇
し
自
然
に
朶
頤
す
る
情
愈
〻
深
く
、

直
ち
に
進
み
て
そ
の
深
秘
な
る
内イ
ン
チ
ミ
テ
エ
ト性

を
暴
露
せ
ん
こ
と
を
期
す
る
な

り
）
（（
（

。

　　

さ
ら
に
、
近
代
人
の
「
神
経
質
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
、「
現
実
の
感
覚
」

よ
り
、「
空
想
的
な
感
覚
」
を
重
ん
じ
、
象
徴
主
義
を
さ
か
ん
に
し
て
い
る
と

い
う
。

　

な
お
、
先
に
述
べ
た
田
山
花
袋
は
そ
の
後
、「
描
写
雑
論
」（『
早
稲
田
文
学
』

第
四
十
七
号
、
一
九
〇
九
年
十
月
）
に
お
い
て
、『
田
舎
教
師
』
で
描
写
を
試
み

た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
審
美
新
説
』
か
ら
も
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ

の
時
期
に
は
す
で
に
、
日
本
で
「
象
徴
主
義
」
が
定
着
し
て
い
た
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　

鈴
木
貞
美
氏
は
、『
わ
び
・
さ
び
・
幽
玄
』（
水
声
社
、
二
〇
〇
六
年
）
の
中

で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

　

イ
プ
セ
ン
や
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
ら
、
自
然
主
義
に
出
発

し
た
劇
作
家
や
小
説
家
た
ち
も
、
一
九
世
紀
末
に
は
自
然
の
深
部
や
生
物

の
本
能
の
も
つ
神
秘
な
ど
に
関
心
を
向
け
て
、
神
秘
主
義
の
傾
向
を
強
め
、

象
徴
主
義
に
傾
い
て
ゆ
く
。

　

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
、
感
情
移
入
美
学
を
唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ヨ

ハ
ネ
ス
・
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
は
、
こ
の
傾
向
を
と
ら
え
て
、『
美
学
上
の
時

事
問
題
』（
一
八
九
五
年
）
で
、
美
術
に
お
け
る
ク
リ
ン
ガ
ー
ら
の
象
徴
表

現
と
並
べ
て
論
じ
、「
自
然
主
義
」
の
変
種
と
見
な
し
て
、「
後
自
然
主

義
」（N

ach
n
atu

ralism
u
s

）
と
呼
ん
だ
。
明
治
中
期
に
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美

学
を
紹
介
し
、
応
用
し
た
森
�
外
に
よ
っ
て
『
審
美
新
説
』（
一
九
〇
〇

年
）
と
し
て
、
そ
の
大
略
は
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
「
自
然
主
義
」
は
、
か
な
り
の
ひ
ろ
が
り
を
も
ち
、
内
部
に
対
立

を
は
ら
む
多
義
的
な
概
念
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
多
様
さ
は
日
本
に
も
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「絵画の約束」論争

伝
え
ら
れ
て
い
た
）
（（
（

。

　　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
文
壇
で
絵
画
の
「
象
徴
主
義
」
が
受
容
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
当
時
は
、
文
学
に
お
い
て
の
「
自
然
主
義
」
全
盛
期
と
言
わ
れ
て
い
る
。

白
樺
派
文
学
者
な
ど
も
反
自
然
主
義
文
学
と
い
わ
れ
る
が
、
当
時
の
文
壇
に
お

け
る
絵
画
認
識
と
し
て
、「
自
然
主
義
」
と
「
象
徴
主
義
」
に
接
点
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
実
は
、
後
期
「
自
然
主
義
」
の
内
実
表
現
の
多
く
が
、
広
義
の
意

味
で
「
象
徴
主
義
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
芸
術
家
の
内
面
を
作
品
に
反
映
さ

せ
る
方
法
つ
ま
り
、「
象
徴
」
に
お
い
て
い
え
る
。「
象
徴
」
と
は
、
シ
ン
ボ
ル

で
あ
り
、
何
か
を
比
喩
し
て
、
そ
の
形
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

当
時
の
芸
術
家
全
般
に
共
通
す
る
表
現
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
、
表
現
方
法
に
相

違
は
あ
る
に
せ
よ
、
文
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
高
踏
派
、
余
裕
派
、
耽
美
派
、
三

田
文
学
の
一
派
、
ス
バ
ル
一
派
、
そ
し
て
白
樺
派
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
反
自

然
主
義
文
学
」
と
さ
れ
る
彼
ら
と
、「
自
然
主
義
文
学
」
の
牙
城
で
あ
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
き
た
『
早
稲
田
文
学
』
の
芸
術
に
関
す
る
文
章
に
は
、
相
似
す

る
部
分
が
多
々
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
述
べ
た
「
象
徴
主

義
」
と
い
う
共
通
概
念
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
人
脈
か
ら
も

う
か
が
わ
れ
る
。

　

木
下
杢
太
郎
は
、
高
村
光
太
郎
（
一
八
八
三
～
一
九
五
六
）
も
加
わ
っ
て
い

た
「
パ
ン
の
会
」
を
結
成
し
、『
ス
バ
ル
』
や
『
中
央
公
論
』『
三
田
文
学
』

『
朱ザ
ン
ボ
ア欒
』『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
も
文
章
を
載
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
美
術
批
評
論

争
）
（（
（

」
で
河
野
桐
谷
と
、「
生
の
芸
術
論
争
）
（（
（

」
で
高
村
光
太
郎
と
議
論
す
る
石
井

柏
亭
は
、
太
平
洋
画
会
に
参
加
し
、
前
述
の
木
下
杢
太
郎
ら
と
の
「
パ
ン
の

会
」
に
お
け
る
活
動
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、『
明
星
』
に
挿
絵
を
描
い
た
り
、

有
島
壬
生
馬
（
一
八
八
二
～
一
九
七
四
）
と
二
科
会
を
結
成
し
て
い
る
。
ま
た
、

『
方
寸
』
創
刊
な
ど
も
お
こ
な
う
な
ど
、
芸
術
、
特
に
絵
画
に
関
し
て
い
え
ば
、

反
対
の
立
場
に
い
る
と
思
わ
れ
て
き
た
人
々
に
も
多
く
の
接
点
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
文
壇
と
画
壇
の
融
合
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
当
時
の
日
本
の
「
象
徴
主

義
」
の
内
情
に
つ
い
て
、
蒲
原
有
明
が
、『
独
絃
哀
歌
』『
春
鳥
集
』『
有
明

集
』
な
ど
を
発
表
し
た
。
彼
は
、「
象
徴
主
義
」
詩
人
で
あ
る
。
蒲
原
は
、
こ

れ
ら
が
台
頭
し
て
く
る
時
期
の
こ
と
に
つ
い
て
「
象
徴
主
義
の
移
入
に
就
て
」

（『
近
代
作
家
研
究
叢
書
六
十
六　

飛
雲
抄
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
）

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　

象
徴
詩
派
の
概
要
が
ほ
ん
の
面
影
ば
か
り
少
し
づ
つ
伝
へ
ら
れ
て
来
た

こ
と
は
、
敏
感
な
極
く
少
数
の
若
い
頭
脳
に
却
て
思
ひ
が
け
ぬ
好
奇
心
と

異
常
な
る
幻
象
と
を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
わ
た
く
し
は
そ
の

頃
上
田
さ
ん
や
森
さ
ん
の
文
章
が
急
に
読
み
た
く
な
つ
て
、「
帝
国
文

学
」「
め
ざ
ま
し
草
」
の
既
刊
号
を
手
に
入
れ
た
い
ば
か
り
に
、
古
本
屋

の
店
頭
を
熱
心
に
捜
し
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
。
新
芸
術
に
対
し
て
目
を
醒

ま
し
か
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
象
徴
の
玄
旨
は
、
こ
れ
を
会
得
す
る
に
困
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難
を
お
ぼ
え
た
が
、
わ
た
く
し
は
何
よ
り
も
先
づ
幼
稚
な
る
旧
芸
術
観
を

棄
て
ゝ
よ
い
日
の
迫
つ
て
き
て
ゐ
る
の
を
感
じ
て
ゐ
た
。
第
一
に
気
が
つ

く
の
は
感
覚
的
手
段
の
問
題
で
あ
る
。
次
に
は
所
謂
デ
カ
ダ
ン
ス
の
状
態

で
あ
る
）
（（
（

。

　
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
象
徴
」
と
い
う
概
念
が
、「
若
い
頭
脳
」
に
「
好
奇

心
」
と
「
異
常
な
る
幻
象
」
を
喚
起
す
る
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
理

解
で
き
る
。
即
ち
、「
象
徴
主
義
」
が
、
当
時
の
先
端
の
芸
術
で
あ
っ
た
こ
と

と
、「
旧
芸
術
観
を
棄
て
」
よ
う
と
し
て
い
る
蒲
原
有
明
の
姿
が
浮
か
び
上
が

る
。
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
の
は
「
岩
野
泡
鳴
氏
か
ら
そ
の
翻
訳
に
か
ゝ
る
シ

モ
ン
ズ
の
『
表
象
派
文
学
運
動
』
の
寄
贈
を
受
け
て
ゐ
た
）
（（
（

」
頃
で
あ
る
か
ら
、

ち
ょ
う
ど
一
九
〇
〇
年
前
後
で
あ
る
。

　

蒲
原
は
同
書
の
中
で
、「
象
徴
主
義
」
に
つ
い
て
、「
象
徴
主
義
は
感
覚
の
総

合
整
調
、
即
ち
幻
想
の
意
識
的
創
造
を
内
容
と
す
る
も
の
と
云
つ
て
よ
い
の
で

あ
ら
う
）
（（
（

」
と
述
べ
た
上
で
、

　

　

象
徴
主
義
と
い
ふ
も
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
主
義
と
同
じ
く
、
そ
の
依

つ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
意
識
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
名
目
の
発
生
を
見
た
も

の
で
あ
る
。
然
る
に
主
義
を
立
て
ゝ
、
こ
れ
を
そ
の
意
識
下
に
置
く
と
き
、

諸
の
主
義
の
中
で
象
徴
主
義
ほ
ど
憐
む
べ
き
も
の
は
な
い
。
や
ゝ
も
す
れ

ば
象
徴
の
大
用
は
失
は
れ
が
ち
と
な
る
。
局
限
さ
れ
た
境
域
の
中
で
は
詩

人
の
幻
想
は
飛
翔
す
る
こ
と
す
ら
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
翼
を
も
が
れ
た
鵠
と

な
る
こ
と
を
好
ま
な
い
に
し
て
も
、
将
又
詩
人
み
づ
か
ら
主
義
を
立
つ
る

こ
と
を
敢
て
し
な
か
つ
た
に
し
て
も
、
自
意
識
の
進
む
と
こ
ろ
、
自
縄
自

縛
に
陥
る
傾
向
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
は
宿
命
的
と
い
つ
て
も
よ
い
の
で
あ

る
）
（（
（

。

　
と
、
行
く
先
の
自
縄
自
縛
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
注
目
し
た
い
こ
と
に
、

こ
れ
と
同
じ
「
自
縄
自
縛
」
状
態
が
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
中
で
の
山
脇
に
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
山
脇
が
、
志
賀
直
哉
（
一
八
八
三
～
一
九

七
一
）
に
指
摘
）
（（
（

さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
瞬
間
」
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、「
瞬
間
」
を
求
め
る
あ
ま
り
、「
自
縄
自
縛
」
に

陥
り
、
自
ら
の
表
現
内
容
を
構
成
し
て
、
提
示
す
る
こ
と
に
苦
戦
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
山
脇
の
「
象
徴
主
義
」
の
影
響
に
つ
い
て
分
か
り
や
す

い
の
は
、
詩
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
五
月
四
日
の
山
脇

の
日
記
）
（（
（

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

文
学
に
は
小
説
と
詩
と
の
区
別
が
あ
る
の
に
、
絵
画
に
は
何
ぜ
そ
れ
に
相

当
す
る
区
別
が
な
マ
マい

だ
ろ
う
。
俺
の
絵
画
上
の
立
場
は
正
し
く
此
の
詩
と

同
じ
範
囲
に
あ
る
の
だ
。
色
と
光
に
よ
っ
て
起
る
内
心
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
、

ム
ー
ド
を
描
く
の
だ
。
普
通
有
り
の
侭
に
形
や
線
や
物
質
の
色
を
描
く
画

は
丁
度
文
学
の
中
の
散
文
に
相
当
す
る
。
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と
、「
散
文
」
と
自
ら
の
絵
画
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き

は
、
彼
の
こ
の
言
葉
に
あ
る
。「
散
文
」
は
、
正
確
に
は
「
詩
」
と
は
異
な
り
、

定
型
を
持
た
な
い
文
章
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
詩
」
は
、
定
型
の

韻
律
を
ふ
む
も
の
で
、
両
者
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
山
脇

は
、
ど
う
や
ら
こ
れ
を
「
詩
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
五
月
十
八
日
の

「
マ
ラ
ル
メ
」
の
記
述
）
（（
（

か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
マ
ラ
ル
メ
（
一
八
四
二
～
一
八
九
八
）
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ

ン
ス
の
「
象
徴
主
義
」
詩
人
で
あ
る
。
山
脇
は
他
に
、
同
日
、「
夜
、
図
書
館

シ
モ
ン
ズ
の
セ
ブ
ン
ア
ー
ツ
を
読
）
（（
（

」
ん
で
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
ホ
イ
ッ
ス
ラ

ー
に
つ
い
て
の
記
述
も
見
ら
れ
、
五
月
二
十
九
日
に
は
、「
キ
イ
ツ
の
詩
集
」

を
見
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
ロ
マ
ン
主
義
」
に
も
触
れ
て
い
る
。

彼
は
、
こ
の
よ
う
に
詩
人
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
身
の
絵
画
に
反

映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
山
脇
が
様
々
な
イ

ズ
ム
の
詩
人
か
ら
影
響
を
受
け
、「
散
文
」
で
は
な
く
、「
散
文
詩
」
を
絵
画
に

表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
論
争
で
の
山
脇
の
「
断
片
」
に
は
、「
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
」「
ノ
ク
タ

ー
ン
」「
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
」「
リ
ズ
ム
」
な
ど
の
、
明
ら
か
に
音
楽
用
語
と
思

わ
れ
る
言
葉
が
�
出
し
て
お
り
、
同
月
十
八
日
に
は
、「
無
形
画
」
の
記
述
が

見
ら
れ
る
。「
無
形
画
」
と
記
し
た
山
脇
は
、
形
を
持
た
な
い
、
音
楽
の
よ
う

な
絵
画
を
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
思
案
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
う

か
が
わ
れ
る
。
山
脇
が
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
詩
」
と
「
音
楽
」
の
影

響
を
受
け
て
、
そ
れ
を
絵
画
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
解
さ
れ
よ

う
。
こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
は
、「
リ
ズ
ム
」
と
「
音
楽
」
と
い
う
言
葉
と

「
詩
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
絵
画
で
の
「
象
徴
主
義
」
を
暗
に

示
唆
し
て
い
る
。
文
学
的
な
影
響
を
受
け
た
山
脇
は
、
絵
画
に
そ
の
手
法
を
援

用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
時
に
彼
の
絵
画
の
追
究
は
、「
画
家
の
純
粋
性
」
と
も
か
か
わ
っ

て
い
た
。「
詩
」
は
、
詩
人
に
と
っ
て
純
粋
な
も
の
で
あ
り
、「
詩
」
が
「
純
粋

性
」
を
伴
う
も
の
で
あ
る
点
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
脇
の
絵

画
追
究
の
到
達
点
は
、「
純
粋
性
」
に
よ
る
「
詩
」
と
「
音
楽
」
の
獲
得
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
絵
画
に
お
け
る
日
本
の
「
象
徴
主
義
」
の
萌
芽
は
、
こ
の
時

す
で
に
芽
生
え
て
い
た
。

　　

四

�

四
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
で
の
山
脇
の
絵
画

　

次
に
、
同
時
代
の
思
潮
で
あ
る
「
象
徴
主
義
」
を
媒
介
と
し
た
彼
ら
の
イ
ズ

ム
の
焦
点
で
あ
る
山
脇
信
徳
の
絵
画
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。

　

山
脇
は
、
新
進
気
鋭
の
天
才
画
家
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、「
生

の
芸
術
論
争
」
に
お
い
て
物
議
を
醸
し
た
「
停
車
場
の
朝
」
は
、
一
九
〇
九
年

に
第
三
回
文
展
に
出
品
さ
れ
、
東
京
美
術
学
校
の
買
い
上
げ
作
品
と
な
る
。
当

時
、
山
脇
の
絵
画
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
（
一
八
八
七
～
一
九
七
九
）
や
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高
村
光
太
郎
な
ど
が
、
彼
の
絵
に
対
す
る
姿
勢
を
評
価
し
て
お
り
、
注
目
を
集

め
て
い
た
。
山
脇
は
こ
の
頃
、
当
時
、
主
流
で
あ
っ
た
印
象
主
義
的
絵
画
の
模

倣
の
よ
う
な
自
身
の
絵
画
か
ら
脱
却
を
は
か
る
た
め
、
作
品
に
挑
ん
で
い
た
。

　

彼
は
「
断
片
」
の
中
で
、「
瞬
間
」
に
こ
だ
わ
り
、
書
き
あ
が
っ
た
も
の
は
、

画
家
と
は
別
次
元
に
あ
り
、
体
系
化
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。

　

画
家
が
最
も
自
己
の
存
在
を
意
識
す
る
の
は
描
き
つ
ゝ
あ
る
時
で
あ
る
。

描
き
上
げ
た
時
、
も
う
其
画
は
画
家
に
と
つ
て
極
め
て
縁
が
遠
い
。
画
家

は
既
に
新
た
な
る
自
己
で
あ
る
か
ら
）
（（
（

。

　　

ま
た
、「
技
術
を
得
ん
と
欲
せ
ば
技
術
を
破
壊
せ
よ
）
（（
（

」
と
述
べ
、
自
ら
が
創

作
し
、
破
壊
す
る
者
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
山
脇

に
と
っ
て
、
芸
術
と
は
自
己
と
の
�
藤
で
あ
り
、
自
己
の
絵
を
解
放
す
る
こ
と

で
、
新
し
い
芸
術
に
到
達
す
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
他
者
へ
の
理
解

を
考
え
る
余
裕
は
、
彼
に
は
無
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
単
な
る
「
模
写
」

と
見
て
い
た
当
時
の
絵
画
か
ら
の
脱
出
を
試
み
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
自
身
の

「
写
実
」
を
超
え
る
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
の
課
題
で
あ
っ
た
。
彼
が
、
こ
と

さ
ら
「
エ
キ
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
叫
ぶ
の
は
そ
の
た
め
で
、
自
分
な
り
の

「
生
の
創
造
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
脇
が
使
用
す
る

「
エ
キ
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
、
先
の
日
記
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
詩
と
同
等
の

も
の
、
即
ち
「
象
徴
」
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
顕
著
な
の
は
、
同
じ
く
「
断
片
」
の
冒
頭
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
写
実
の
追
求
は
物
象
の
崩
壊
を
来
し
、
崩
壊
は
動
揺
と
な
り
、
錯
乱
と
な
つ

て
、
画
家
は
次
第
に
時
間
の
観
念
に
囚
は
れ
、
絵
画
は
益
々
瞬
間
的
の
も
の
と

な
る
）
（（
（

」
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、「
瞬
間
的
気
分
」
の
表
現
を
追
求
し
、「
物
象

の
形
体
を
リ
ズ
ム
に
よ
つ
て
破
壊
せ
ん
と
努
め
た
」「
そ
し
て
最
後
に
無
形
画

の
境
に
入
つ
て
縹
渺
た
る
象
徴
的
気
分
に
生
き
ん
と
あ
せ
つ
た
）
（（
（

」
と
い
う
部
分

で
あ
る
。
そ
の
後
、
彼
は
自
ら
の
絵
が
「
総
合
と
固
定
に
逆
戻
り
」
を
は
じ
め

た
こ
と
に
自
身
で
も
驚
く
。
山
脇
は
そ
れ
を
、
写
実
以
外
に
何
も
知
ら
な
い
自

分
の
「
写
実
の
追
求
よ
り
起
る
余
儀
な
き
過
程
」
で
あ
る
と
、
と
ら
え
た
。
さ

ら
に
彼
は
、「
西
洋
画
や
日
本
画
を
何
時
ま
で
も
生
か
さ
ん
と
思
へ
ば
先
づ
絵

画
を
葬
れ
」「
技
術
を
得
ん
と
欲
せ
ば
技
術
を
破
壊
せ
よ
）
（（
（

」
と
述
べ
、「
写
実
」

の
「
技
術
」
を
「
破
壊
」
す
る
こ
と
で
、
絵
画
の
「
創
造
」
が
生
ま
れ
る
と
信

じ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
「
破
壊
」
と
「
創
造
」
に
よ
り
、「
瞬
間
的
気
分
」

を
導
き
出
し
た
。
山
脇
に
よ
る
と
、「
一
つ
の
技
巧
は
一
枚
の
絵
に
尽
き
る
。

同
一
技
巧
の
器
械
的
反
復
は
私
達
の
堪
ゆ
る
処
で
な
い
」「
消
失
と
存
在
、
破

壊
と
創
造
、
私
は
此
間
に
生
き
て
行
く
）
（（
（

」
に
表
現
さ
れ
る
、
そ
れ
ら
の
「
間
」

に
存
在
す
る
の
が
求
め
る
絵
画
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
次
の
「
瞬
間
」
に
は
推
移

す
る
「
無
形
画
」
で
あ
る
。
一
見
、
山
脇
の
主
張
し
た
「
瞬
間
」
は
、「
象

徴
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
実
際
、
彼
の
中
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。

「
象
徴
主
義
」
は
、
田
中
王
堂
）
（（
（

（
一
八
六
七
～
一
九
三
二
）
の
述
べ
る
よ
う
に
、

「
瞬
間
の
中
に
永
久
を
見
る
」「
瞬
間
を
以
て
永
久
を
捉
ら
へ
る
）
（（
（

」
も
の
で
あ
る
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が
、
画
家
は
、
そ
れ
を
絵
画
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

山
脇
の
絵
画
に
は
、
そ
の
表
現
が
欠
け
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
重
点
を
置

い
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「
描
き
つ
つ
あ
る
時
」
で
あ
り
、
そ
の
「
瞬
間
」

に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

山
脇
の
さ
す
「
瞬
間
」
の
意
味
は
、
表
現
す
る
も
の
を
純
粋
に
と
ら
え
、
そ

れ
を
「
象
徴
」
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
例
と
し
て
、「
詩
」
と

「
音
楽
」
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
「
瞬
間
」
の
美
、
つ
ま
り
、
純
粋
な
美

を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
、
論
争
で
述
べ
て
い
た
「
瞬
間
」
と
は
、
ま

さ
に
そ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
山
脇
の
「
純
粋
性
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
山
脇
は
、
絵
画

に
お
け
る
「
純
粋
性
」
を
追
求
し
た
画
家
で
あ
る
。
彼
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
「
詩
」「
リ
ズ
ム
」「
瞬
間
」
と
い
っ
た
用
語
を
日
記
に
残
し
、「
絵
画
の
約

束
」
論
争
で
も
�
繁
に
使
用
し
て
い
る
。

　

山
脇
は
、
画
家
に
と
っ
て
の
芸
術
が
、
他
者
を
介
さ
な
い
自
己
と
の
闘
い
で

あ
る
点
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
彼
の
芸
術
が
一
種
の
「
純
粋

性
」
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
。
即
ち
、
山
脇
は
、
日
記
に
も
あ
っ
た

よ
う
に
、「
リ
ズ
ム
」
や
「
瞬
間
」
と
い
っ
た
身
体
性
を
と
ら
え
る
こ
と
で
、

絵
画
に
お
け
る
「
詩
」
を
目
指
し
て
お
り
、
詩
人
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
画
家
と
し
て
の
絵
画
に
お
け
る
「
純
粋
性
」
の
追
求
に
他

な
ら
な
い
。
山
脇
の
「
純
粋
性
」
の
追
求
は
、「
詩
」
を
軸
と
し
た
た
め
に
、

一
見
、
統
一
性
の
な
い
形
象
に
見
え
、
木
下
や
石
井
ら
に
と
っ
て
は
、
理
解
し

が
た
い
も
の
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
木
下
が
指
摘
し
た
か
っ
た
点
は
、
ま
さ
に

そ
の
点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
等
は
山
脇
の
「
純
粋
性
」
の
追
求
を
読
み
取

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
山
脇
の
述
べ
る
「
リ
ズ
ム
」
や
「
瞬

間
」
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
詩
」
と
の
関
連
を
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た

た
め
に
、「
象
徴
主
義
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。

彼
等
は
、
一
心
に
鑑
賞
者
の
理
解
を
求
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
が

鑑
賞
者
と
し
て
の
理
解
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
木
下
や
石
井
だ
け
で
は
な
く
、
山

脇
や
武
者
小
路
も
同
様
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
等
は
「
純
粋
性
」
の
追
求

を
お
こ
な
う
あ
ま
り
、
自
ら
の
主
張
に
目
を
奪
わ
れ
、
木
下
ら
の
主
張
を
不
純

な
考
え
と
し
て
し
か
と
ら
え
き
れ
ず
、
時
代
的
な
風
潮
と
受
容
す
る
土
壌
に
つ

い
て
の
考
え
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

両
者
は
、
お
互
い
の
重
要
な
主
張
を
見
落
と
し
た
ま
ま
、
論
争
を
進
め
て
し

ま
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
脇
の
述
べ
る
「
瞬
間
」
は
、「
印
象
主
義
）
（（
（

」
の
画
家
が
よ
く

使
用
す
る
言
葉
で
、
彼
等
は
こ
の
「
瞬
間
」
を
と
ら
え
て
描
く
「
タ
イ
ム
リ

ー
・
ス
ケ
ッ
チ
」
の
方
法
を
独
自
に
獲
得
し
よ
う
と
模
索
し
て
い
た
。
山
脇
も

述
べ
る
「
光
」
や
「
色
彩
」
を
描
く
筆
遣
い
を
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
彼
の

「
瞬
間
」
と
異
な
る
点
は
、
ス
ケ
ッ
チ
風
で
あ
っ
た
ル
ノ
ワ
ー
ル
な
ど
の
よ
う

に
自
然
と
一
体
化
す
る
絵
画
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
山
脇
は
、「
瞬
間
」
を
つ

か
む
と
い
う
同
様
の
も
の
を
目
指
し
な
が
ら
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
等
と
は
異
な
る
記
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号
的
・
機
械
的
な
表
現
を
模
索
し
た
。
そ
の
材
料
と
な
る
の
が
、「
詩
」
や

「
音
楽
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
彼
の
「
瞬
間
」
は
、
先
に
見
た
芸
術
家
と
し
て
の
絵
画
の
「
純
粋

性
」
の
追
求
に
よ
り
、「
象
徴
主
義
」
に
行
き
つ
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
脇
の
絵
画
観
・
芸
術
観
は
、
先
に
見
て
き
た
武
者
小
路
と
も

共
通
す
る
。
拙
稿
）
（（
（

で
、
武
者
小
路
の
初
期
芸
術
家
像
に
関
す
る
彼
の
「
個
性
」

に
つ
い
て
指
摘
し
た
際
、
彼
の
「
個
性
」
は
、「『
全
力
を
尽
く
す
』
こ
と
に
よ

っ
て
、『
内
の
力
に
強
い
ら
れ
て
す
ゝ
む
』
と
表
れ
る
『
完
全
し
た
美
』
を
持

つ
『
有
機
体
的
な
美
の
表
現
』
で
あ
る
」
と
言
及
し
た
。
こ
の
「
有
機
体
」
と
、

山
脇
の
い
う
「
瞬
間
」
は
、
推
移
す
る
と
い
う
面
で
、
同
じ
内
容
を
意
味
す
る
。

こ
こ
に
、
両
者
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
先
に
指
摘

し
た
山
脇
の
文
学
的
影
響
と
同
じ
よ
う
に
、
武
者
小
路
に
も
絵
画
的
影
響
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
多
く
の
画
家
か
ら
影
響
を
受

け
て
お
り
、
初
期
に
お
い
て
は
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
（
一
八
四
八
～
一
九
〇
三
）
や
ル

ド
ン
（
一
八
四
〇
～
一
九
一
六
）
を
好
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
解
さ
れ
る
。
周
知

の
と
お
り
、
こ
の
二
人
は
、「
象
徴
主
義
」
の
画
家
で
あ
る
。
当
時
、
日
本
に

お
い
て
「
象
徴
主
義
」
は
、
先
の
蒲
原
有
明
の
述
べ
る
よ
う
に
、
先
端
の
芸
術

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
印
象
主
義
」
は
、
そ
れ
以
前
の
古
い
芸
術
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
印
象
主
義
」
を
古
い
も
の
と
見
る
傾
向
は
、
山
脇
の
中
に
も
あ
っ
た
。
彼

は
、
後
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
、
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
（
一
八
六
九
～
一
九
五

四
）
に
会
い
、
印
象
派
の
色
彩
感
覚
か
ら
抜
け
出
す
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

自
身
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
い
う
山
脇
は
、「
断
片
」
の
中
で
も
、
そ

の
追
求
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
志
賀
が
感
じ
た
よ
う
な
、

過
剰
な
偏
り
が
見
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山
脇
の
追
求
は
、
自
分
自
身

の
絵
画
の
破
壊
と
創
造
を
同
時
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
瞬
間
」

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
山
脇
の
「
瞬
間
」
は
、「
詩
」
や
「
リ
ズ
ム
」
に
見
ら

れ
る
「
純
粋
性
」
を
象
徴
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
象
徴
主

義
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
山
脇
の
目
指
し
た
絵
画
に
お
け
る
芸
術
の
到
達
点
は
、「
純
粋

性
」
で
あ
る
。「
芸
術
の
純
粋
性
」、
こ
れ
は
、
武
者
小
路
が
画
家
、
芸
術
家
全

般
に
求
め
た
姿
勢
で
あ
り
、
新
し
い
時
代
の
芸
術
家
に
表
れ
た
ひ
と
つ
の
傾
向

で
あ
っ
た
。

　　

四
⎜
五
、
感
情
移
入
美
学
の
影
響

　
　
　
　
　

⎜
「
主
客
合
一
」
に
お
け
る
純
粋
性
と
「
象
徴
主
義
」

　

と
こ
ろ
で
、
山
脇
の
純
粋
性
の
追
求
は
、
あ
る
概
念
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
そ

れ
は
、
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
が
『
善
の
研
究
』（
弘
道
舘
、

一
九
一
一
年
）
に
お
い
て
、
意
識
の
本
質
と
し
て
提
唱
し
た
「
主
客
未
分
」
に

お
け
る
「
純
粋
経
験
」
で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　

純
粋
経
験
の
範
囲
は
自
ら
注
意
の
範
囲
と
一
致
し
て
く
る
。
併
し
余
は
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此
の
範
囲
は
必
ず
し
も
一
注
意
の
下
に
か
ぎ
ら
ぬ
と
思
ふ
。
我
々
は
少
し

の
思
想
も
交
へ
ず
、
主
客
未
分
の
状
態
に
注
意
を
転
じ
て
行
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
一
生
懸
命
に
断
岸
を
挙
る
場
合
の
如
き
、
音
楽

家
が
熟
練
し
た
曲
を
奏
す
る
時
の
如
き
、
全
く
知
覚
の
連
続
（p

ercep
tu
-

al 
train

）
と
い
つ
て
も
よ
い
（S

to
u
t,  M

an
u
al  o

f 
P
sych

o
lo
gy,  p

252

）。

（
中
略
）
之
を
瞬
間
的
知
覚
と
比
較
す
る
に
、
注
意
の
推
移
、
時
間
の
長

短
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
直
接
に
し
て
主
客
合
一
の
点
に
於
て
は
少
し
の
差
別

も
な
い
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　　

こ
れ
は
、
芸
術
家
の
創
作
時
に
お
け
る
意
識
の
状
態
を
示
す
一
心
不
乱
の
状

態
の
こ
と
で
あ
り
、
山
脇
が
主
張
す
る
「
瞬
間
」
に
通
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
山

脇
の
い
う
「
瞬
間
」
と
は
、「
断
片
」
に
お
い
て
、「
一
枚
の
絵
は
一
呼
吸
の
も

と
に
動
か
ね
ば
な
ら
ん
。
要
す
る
に
リ
ズ
ム
の
統
一
で
あ
る
）
（（
（

」
と
述
べ
た
よ
う

に
、「
瞬
間
」
の
集
合
体
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
画
家
の
「
主

客
未
分
」
の
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
重
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
が
、
山
脇
の

「
無
形
画
」
で
あ
っ
た
。

　

山
脇
の
言
う
「
瞬
間
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
破
壊
」
と
「
創
造
」

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
彼
の
中
で
の
「
象
徴
」
と
し
て

存
在
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
西
田
の
「
主
客
未
分
」
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
武
者
小
路
に
お
い

て
も
、
後
の
「
主
客
合
一
」
の
概
念
）
（（
（

が
垣
間
見
え
る
。

　
「
主
客
合
一
」
と
は
、
主
観
を
消
し
て
、
人
類
や
自
然
な
ど
の
客
体
と
合
一

し
た
状
態
を
指
す
。

　

こ
れ
は
、
印
象
や
感
覚
を
重
視
す
る
価
値
観
で
も
あ
り
、
同
時
代
の
文
壇
で

は
、
正
岡
子
規
（
一
八
六
七
～
一
九
〇
二
）
ら
の
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
も
顕
著
で

あ
る
。
初
期
の
例
と
し
て
、
相
馬
御
風
（
一
八
八
三
～
一
九
五
〇
）
の
「
文
芸

上
主
客
両
体
の
融
会
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
二
十
三
号
、
一
九
〇
七
年
十
月
）
が

あ
げ
ら
れ
る
。
相
馬
は
、「
主
客
両
体
の
融
合
境
の
自
覚
」
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　

自
己
の
中
に
分
離
せ
る
二
個
の
心
的
活
動
が
刹
那
的
に
融
会
し
た
る
心
境

を
以
て
我
に
於
け
る
自
然
主
義
の
境
地
と
観
れ
ば
、
客
観
の
事
象
に
我
を

托
し
、「
我
が
生
命
と
な
つ
た
る
自
然
」
の
活
現
す
る
を
正
に
其
の
絶
対

境
と
観
る
べ
き
で
あ
る
）
（（
（

。

　　

さ
ら
に
当
時
、
島
村
抱
月
（
一
八
七
一
～
一
九
一
八
）
が
『
文
芸
上
の
自
然

主
義
』（
一
九
〇
八
年
）
に
お
い
て
、「
物
我
融
会
」
を
唱
え
た
こ
と
か
ら
も
解

さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ま
さ
に
一
つ
の
時
代
を
象
徴
す
る
問
題
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
論
争
時
の
芸
術
観
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
武
者
小
路
が

芸
術
に
お
い
て
「
内
容
と
技
巧
の
一
致
」（「
ゴ
オ
ホ
の
一
面
」『
白
樺
』
第
三
巻

第
十
一
号
、
一
九
一
二
年
十
一
月
）
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ

の
点
か
ら
、
両
者
の
融
合
が
武
者
小
路
の
求
め
る
芸
術
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
さ
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れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
な
が
る
の
が
、
木
下
の
い
う
「
調
停
役
」
な
の

で
あ
る
。

　

木
下
が
目
指
し
て
い
た
「
調
停
役
」
は
、
ド
イ
ツ
の
批
評
家
ユ
リ
ウ
ス
・
マ

イ
ヤ
ー
＝
グ
レ
ー
フ
ェ
の
『
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
』（
一
九
一
〇
年
）
か
ら
「
伝

習
の
調
停
者
マ
ネ
」
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
美
術
批
評
家
に

傾
倒
し
、
そ
の
著
書
『
近
代
芸
術
発
展
史
』（
一
九
〇
四
年
）
で
学
ん
だ
。
彼
が

述
べ
る
「
調
停
役
」
と
は
、「
公
衆
」
と
「
芸
術
家
」
の
理
解
を
深
め
る
人
の

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
が
目
指
し
て
い
た
「
調
停
役
」
は
、「
芸
術
家
」
と

「
鑑
賞
者
」
の
融
合
を
達
成
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
三
人
が

芸
術
に
求
め
た
も
の
は
、
実
は
、
融
合
と
い
う
意
味
で
「
主
客
未
分
」
か
ら

「
主
客
合
一
」
へ
と
連
な
る
同
じ
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ

り
、
そ
の
好
例
と
し
て
、
次
に
あ
げ
る
阿
部
次
郎
（
一
八
八
三
～
一
九
五
九
）

の
「
内
生
活
真
写
の
文
学
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
一
年
八
月
二
十
九
日
）

を
見
て
み
た
い
。

　

作
者
と
即
き
過
ぎ
て
ゐ
る
と
云
ふ
の
に
は
大
体
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。
第

一
は
前
に
云
つ
た
様
に
作
者
と
作
物
と
が
即
い
た
り
離
れ
た
り
迂
路
々
々

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
（
中
略
）
第
二
に
は
読
者
の
態
度
が
出
来
て
ゐ
な
い

為
に
作
者
と
即
い
て
見
え
る
場
合
が
あ
る
（
中
略
）
第
三
に
は
作
者
が
自

己
の
内
生
活
を
描
出
す
る
に
急
な
為
に
読
者
の
眼
に
訴
へ
耳
に
訴
へ
る
に

都
合
の
よ
い
様
な
様
々
の
格
好
を
拵
へ
て
呉
ぬ
場
合
で
あ
る
。

　　

作
品
の
作
者
と
の
距
離
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
の
文
章
は
、
文
壇
に
お
い
て

も
美
術
界
に
お
い
て
も
ど
の
立
場
で
も
当
て
は
ま
る
。
特
に
、「
主
観
」
と

「
客
観
」
に
分
け
ら
れ
た
認
識
が
流
布
し
て
い
た
時
代
の
阿
部
の
指
摘
は
、「
主

客
合
一
」
に
通
じ
る
認
識
論
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
主

観
」
と
「
客
観
」
に
完
全
に
は
分
け
ら
れ
な
い
両
者
に
ま
た
が
る
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
の
存
在
が
、
彼
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
阿
部
の
論
は
、「
絵

画
の
約
束
」
論
争
の
中
核
を
な
す
精
神
と
同
様
の
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　

阿
部
の
指
摘
に
つ
い
て
、
鈴
木
貞
美
氏
は
、「
和
辻
哲
郎
の
哲
学
観
、
生
命

観
、
芸
術
観　

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
を
め
ぐ
っ
て
）
（（
（

」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言

及
し
て
い
る
。

　

阿
部
次
郎
「
内
生
活
直
写
の
文
学
」
に
は
、
明
治
末
期
、
武
者
小
路
実
篤
、

木
下
杢
太
郎
ら
の
あ
い
だ
に
展
開
さ
れ
た
、
絵
画
表
現
と
そ
の
評
価
基
準

を
め
ぐ
る
「
絵
画
の
約
束
論
争
」、
制
作
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
享
受
者
を
措
定
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
論

議
の
さ
な
か
に
、
武
者
小
路
実
篤
の
い
う
「
自
己
の
た
め
に
描
く
」
を
応

援
す
る
か
の
よ
う
な
一
節
も
見
え
て
い
る
。

　　

氏
の
指
摘
通
り
、
阿
部
の
「
内
生
活
直
写
の
文
学
」
は
、
時
代
背
景
を
考
え
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れ
ば
、
当
然
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
そ
の
「
内
生
活
直
写
の
文
学
」
に
つ
い
て
「
様
式
の
不
徹
底
」
を
謳

っ
た
石
坂
養
平
（
一
八
八
五
～
一
九
六
九
）
の
「
文
芸
の
内
化
）
（（
（

」
に
も
注
目
し

た
い
。
石
坂
は
、
こ
の
中
で
阿
部
と
自
分
と
の
間
に
、「
主
観
を
尊
重
す
る
点

に
於
て
呼
吸
の
通
ふ
も
の
が
あ
る
ら
し
い
」
と
述
べ
、
共
通
性
を
示
唆
し
て
い

る
。
こ
こ
に
阿
部
の
反
響
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
同
じ
頃
、
伊
藤
尚
に
よ
る
「
リ
ツ
プ
ス
論
」
が
、
一
九
一
一
年
十
一

月
の
『
早
稲
田
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
主
な
内

容
は
、
人
間
の
意
識
が
「
知
・
情
・
意
」
に
分
か
れ
て
お
ら
ず
、
統
一
さ
れ
て

い
る
「
直
接
的
な
経
験
」
と
、「
感ア
ン
フ
ユ
ー
ル
ン
グ
テ
オ
リ
ー

情
遊
離
説
」
に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、「
主
客
合
一
」
に
よ
る
「
純
粋
経
験
」
の
「
自ゼ
ル
プ
ス
ト
オ
ブ
エ
ク
テ
イ
フ
ア
チ
オ
ン

己

客

観

化
」
に
関

し
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
争
の
当
事
者
で
あ
る
武
者
小
路
は
、
こ
の

流
れ
を
確
実
に
�
ん
で
い
る
。
彼
だ
け
で
は
な
く
、『
白
樺
』
か
ら
影
響
を
受

け
た
山
脇
信
徳
、
斎
藤
与
里
（
一
八
八
五
～
一
九
五
九
）、
正
宗
得
三
郎
（
一
八

八
三
～
一
九
六
二
）
な
ど
、
当
時
の
芸
術
家
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
思
想
に
包
括

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
哲
学
界
に
お
い
て
は
、
西
田
幾
多
郎
を
筆
頭
に
、
若

手
の
思
想
家
達
の
間
に
も
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
、
伊
藤
の
こ
の
論
文
か
ら
解

さ
れ
る
。
リ
ッ
プ
ス
の
影
響
が
垣
間
見
ら
れ
る
文
章
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
武
者
小
路
の
よ
う
に
、「
自ゼ
ル
プ
ス
ト
オ
ブ
エ
ク
テ
イ
フ
ア
チ
オ
ン

己

客

観

化
」
を
自
任
し
て
い

た
人
間
は
、
案
外
少
な
い
。
そ
れ
は
、『
現
代
の
洋
画
』
第
十
一
号
（
一
九
一

四
年
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
大
森
商
二
「
川
上
涼
花
様　

高
村
光
太
郎
様
」
の

「
私
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
『
芸
術
は
自
己
を
透
せ
る
太
陽
の
再
現
で
あ
る
』

と
申
し
ま
す
。
他
の
言
葉
で
言
へ
ば
芸
術
の
絶
対
鏡
は
太
陽
で
あ
る
、
と
言
ひ

ま
す
。
故
に
芸
術
の
極
致
は
只
一
点
で
あ
り
ま
す
。
も
う
少
し
徹
底
的
に
言
へ

ば
太
陽
そ
の
も
の
が
芸
術
で
あ
つ
て
、
外
に
芸
術
と
言
ふ
も
の
は
御
座
い
ま
せ

ん
）
（（
（

」
と
い
う
主
張
を
見
る
と
、
自
ず
と
見
え
て
く
る
。
彼
等
は
、「
純
粋
経

験
」
で
留
ま
っ
て
お
り
、「
自ゼ
ル
プ
ス
ト
オ
ブ
エ
ク
テ
イ
フ
ア
チ
オ
ン

己

客

観

化
」
に
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
。

「
絵
画
の
約
束
」
論
争
で
の
山
脇
も
、
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
興
味
深
い

こ
と
に
、
論
争
の
も
う
一
人
の
主
要
人
物
で
あ
っ
た
木
下
杢
太
郎
も
、
リ
ッ
プ

ス
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
、『
白
樺
』
第
一
巻
第
八
号
（
一
九
一
〇

年
十
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
写
真
版
のR

O
D
IN

と
そ
の
聯
想
」
に
見
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
先
に
記
し
た
ロ
ダ
ン
に
関
す
る
木
下
の
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の

中
で
、
彼
は
、
ロ
ダ
ン
の
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
「
大
理
石
、
乃
至
鑄
銅
か
ら

芸
術
的
内
容
［L

ip
p
s

の
所
謂 Id

eelles 
Ich

］
を
全
然
追
ひ
出
さ
う
と
も
思

は
な
い
。
故
に
芸
術
的
内
容
と
し
て
の
今
のP

assio
n

を
も
閑
却
し
な
い
の
で

あ
る
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
少
し
前
の
一
九
〇
四
年
五
月
二
十
二
日
の
日

記
）
（（
（

に
は
、「
燈
下
ゼ
ル
プ
ス
ト
エ
ル
ツ
ィ
ー
フ
ン
グ
を
学
ぶ
」
と
記
し
て
お
り
、

こ
れ
は
、「S

elb
sterfah

ru
n
g

」
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
が
、
早
い
時

期
に
「
自
己
体
験
」
や
「
自
己
理
解
」
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た
こ
と
が
解
さ
れ

る
。
こ
の
点
に
は
、
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
、「
主
観
」
と
「
客
観
」
の
融
化
は
、
や
が
て
「
主
客
合
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一
」
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
定
着
し
、
認
識
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　　

四

�

六
、「
印
象
主
義
」
か
ら
「
象
徴
主
義
」
へ

　

次
に
、
山
脇
の
絵
画
の
移
行
を
見
る
た
め
に
、
美
術
と
と
も
に
当
時
の
日
本

の
文
壇
に
お
け
る
「
印
象
主
義
」
を
中
心
に
「
象
徴
主
義
」「
表
現
主
義
」「
未

来
主
義
」
の
関
連
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
ま
ず
は
、「
印
象
主
義
」
に
つ
い

て
述
べ
た
一
文
で
あ
る
。
田
中
王
堂
の
「
印
象
主
義
よ
り
象
徴
主
義
へ
」（『
読

売
新
聞
』
一
九
一
一
年
六
月
十
八
日
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

主
観
が
あ
る
瞬
間
に
感
得
す
る
経
験
の
中
に
、
生
活
の
価
値
を
発
見
し
よ

う
と
す
る
の
が
印
象
主
義
の
主
張
で
あ
る
。
か
ゝ
る
経
験
が
生
活
の
価
値

を
構
成
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
認
容
す
る
に
あ
な
が
ち
反
対
は
し
な
い
が
、

斯
か
る
経
験
が
其
れ
の
暗
示
す
る
一
層
大
な
る
経
験
と
合
は
せ
ら
れ
た
時

に
、
始
め
て
其
の
経
験
の
価
値
が
完
成
さ
れ
る
と
見
る
の
が
象
徴
主
義
の

主
張
で
あ
る
。

　　

田
中
王
堂
は
、「
印
象
主
義
」
を
論
じ
た
上
で
、「
印
象
主
義
」
か
ら
「
象
徴

主
義
」
へ
移
行
す
る
必
然
性
が
あ
り
、「
瞬
間
的
の
経
験
に
唯
一
の
価
値
を
置

き
な
が
ら
、
或
る
工
夫
に
よ
つ
て
、
一
つ
の
欲
望
と
他
の
欲
望
と
の
間
」
に
関

係
性
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、「
永
遠
の
立
場
よ
り
、
却
つ
て
個
々
の
経
験
の
価

値
を
保
存
す
る
」
と
述
べ
た
。
即
ち
、
彼
は
、「
瞬
間
の
経
験
」
に
価
値
が
あ

り
、
そ
れ
は
「
永
遠
」
よ
り
も
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

他
に
、「
印
象
主
義
」
と
「
象
徴
主
義
」
の
関
係
の
緊
密
性
が
読
み
取
れ
る

も
の
と
し
て
は
、
服
部
嘉
香
（
一
八
八
六
～
一
九
七
五
）
の
「
詩
壇
雑
感

（
上
）」（『
読
売
新
聞
』
日
曜
附
録
、
一
九
〇
八
年
十
一
月
一
日
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

服
部
は
、
こ
こ
で
「
印
象
主
義
」
の
流
入
に
関
す
る
経
緯
と
、「
象
徴
主
義
」

の
作
品
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
週
間
後
の
「
詩
壇
雑
感

（
下
）」（『
読
売
新
聞
』
日
曜
附
録
、
一
九
〇
八
年
十
一
月
八
日
）
に
お
い
て
も

「
藤
村
氏
の
象
徴
主
義
は
一
種
の
『
解
釈
』
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
島
崎
藤
村
（
一
八
七
二
～
一
九
四
三
）
を
「
象
徴
主
義
」
と
認

識
し
て
い
る
記
述
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
、「
印

象
主
義
」
と
「
象
徴
主
義
」
が
流
布
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

同
文
中
に
は
、
小
川
未
明
（
一
八
八
二
～
一
九
六
一
）
に
関
す
る
文
章
も
あ
り
、

服
部
は
、
小
川
未
明
が
「
空
想
主
義
よ
り
神
秘
主
義
に
移
つ
て
ゐ
た
」
と
記
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
印
象
主
義
」

か
ら
「
象
徴
主
義
」
へ
移
行
し
た
時
代
は
、
同
時
に
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た

「
神
秘
主
義
）
（（
（

」
や
、
先
に
あ
げ
た
「
表
現
主
義
）
（（
（

」
等
が
、
文
壇
で
台
頭
し
て
き

た
時
代
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
前
後
の
文
芸
の
潮
流
は
、
非

常
に
交
錯
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
）
（（
（

。

　

一
方
、
美
術
界
で
も
、
同
様
の
現
象
を
示
す
よ
う
に
、
高
村
光
太
郎
が
「
絵

画
界
の
現
状
を
論
ず　

木
曜
便
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
七
十
二
号
、
一
九
一
一
年

十
一
月
）
（（
（

）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「絵画の約束」論争

　

巴
里
や
倫
敦
の
画
界
が
、
い
く
ら
混
乱
し
た
時
で
も
今
日
の
日
本
の
画
界

ほ
ど
不
思
議
な
状
態
に
陥
つ
た
事
は
あ
り
ま
す
ま
い
。（
中
略
）
今
日
の

私
の
国
の
芸
術
上
の
混
乱
は
二
三
本
の
線
が
ぐ
る
〴
〵
と
拗
れ
合
つ
て
居

る
の
で
す
。
し
か
し
、
此
は
元
来
二
三
本
の
線
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

理
解
力
の
程
度
の
差
違
に
水
と
空
気
と
ほ
ど
粗
密
の
懸
隔
が
芸
術
家
間
に

も
あ
り
、
鑑
賞
者
間
に
も
あ
る
に
因
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
其
が

真
の
革
命
と
い
ふ
程
の
意
味
の
あ
る
事
で
は
な
く
て
、
た
だ
の
騒
擾
に
近

い
も
の
で
あ
る
事
は
、
少
し
事
実
の
真
相
を
察
し
た
人
の
認
め
得
る
所
で

あ
り
ま
す
。
本
当
の
維
新
は
此
か
ら
で
す
。

　　

こ
の
文
章
は
、
丁
度
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
が
、
中
盤
に
差
し
掛
か
っ
た
頃

に
書
か
れ
て
い
る
。
芸
術
上
の
問
題
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
た
光
太
郎
は
、
時

代
を
冷
静
に
と
ら
え
る
眼
を
持
っ
て
い
た
）
（（
（

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
先
に
見
た
「
印
象
主
義
」
は
、
片
上
天
弦
に
よ

っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
服
部
嘉
香
の
「
詩
壇
雑
感
（
上
）」（『
読

売
新
聞
』
日
曜
附
録
、
一
九
〇
八
年
十
一
月
一
日
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
象
徴
主
義
」
以
前
に
近
代
日
本
で
、
広
く
流
布
し
て
い
た
主
義
で
あ
る
。
論

争
で
、「
象
徴
主
義
」
の
傾
向
が
散
見
さ
れ
た
山
脇
も
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争

で
話
題
に
な
っ
た
「
停
車
場
の
朝
」（
一
九
〇
九
年
）
は
、
第
三
回
文
展
出
品
時

に
、
高
村
光
太
郎
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
か
ら
「
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
派
モ
ネ

な
ど
の
傍
へ
か
か
っ
て
も
恥
ず
か
し
く
あ
る
ま
い
と
思
い
ま
す
」（『
方
寸
』
一

九
〇
九
年
十
二
月
号
）
と
評
価
さ
れ
て
い
た
。
リ
ー
チ
は
こ
こ
で
、
山
脇
の
絵

を
印
象
派
的
で
あ
る
と
言
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
芸
術
家
と
並
べ
ら
れ

る
ほ
ど
の
絵
だ
と
例
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
脇
の
絵
が
新
し
い
芸
術
の

一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
一
〇
年
前
後
は
、「
印
象
主
義
」
と
他
に
、
先
に
見
た
「
象
徴
主
義
」

や
「
表
現
主
義
」
も
受
容
さ
れ
、「
未
来
主
義
）
（（
（

」
も
入
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

「
象
徴
主
義
」
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
へ
入
り
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
様
々
な
イ
ズ
ム
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
岸
田

劉
生
・
斎
藤
与
里
な
ど
の
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
に
見
ら
れ
る
『
白
樺
』
周
辺
の
画
家

の
人
格
主
義
に
集
約
さ
れ
る
芸
術
家
像
が
、
成
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
時
代
で
あ

っ
た
。

　

人
格
主
義
）
（（
（

は
、
白
樺
派
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
、
画
家
や
作
家
な
ど
の

作
品
か
ら
、
画
家
・
作
家
本
人
の
人
生
を
背
景
と
し
て
読
み
取
り
、
そ
れ
ら
を

含
め
た
上
で
、
作
品
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ど
の
よ
う
な
主
義
に

属
す
る
も
の
で
も
「
人
格
」
主
義
と
い
う
一
つ
の
主
義
に
取
り
込
む
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
し
か
、
多
様
な
芸
術

の
在
り
方
を
受
容
す
る
す
べ
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
好
例
と
し
て
、

稲
賀
繁
美
氏
の
指
摘
に
あ
る
柳
宗
悦
（
一
八
八
九
～
一
九
六
一
）
の
「
革
命
の

画
家
」（『
白
樺
』
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
一
二
年
一
月
）
執
筆
の
手
助
け
に
な
っ

た
と
い
う
ル
イ
ス
・
ハ
イ
ン
ド
（
一
八
六
二
～
一
九
二
七
）
の
『T

H
E
 
P
O
S
T
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IM
P
R
E
S
S
IO

N
IS
T
S

』（
一
九
一
一
年
）
に
見
ら
れ
る
「
再
現
（
レ
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
）」
と
「
表
現
（
エ
キ
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
）」
の
課
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。

氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
お
そ
ろ
し
く
乱
暴
な
二
分
法
）
（（
（

」
で
あ
る
二
項
対

立
は
、
一
つ
の
主
義
に
取
り
込
む
こ
と
で
し
か
対
処
で
き
な
か
っ
た
白
樺
派
と

周
辺
画
家
と
同
様
、
苦
肉
の
策
と
し
て
と
ら
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
こ

れ
ま
で
も
使
用
さ
れ
て
き
た
対
立
概
念
と
し
て
の
二
項
対
立
に
よ
っ
て
、
決
着

で
き
な
い
問
題
が
、
あ
た
か
も
決
着
し
た
か
の
よ
う
に
映
る
の
で
あ
る
。
様
々

な
主
義
が
交
錯
し
て
い
た
時
代
に
お
け
る
人
々
の
処
理
の
方
法
は
、
そ
れ
ら
に

埋
も
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
一
つ
の
も
の
に
取
り
込
む
か
、
二
つ
に
分
け

る
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
で
し
か
、
そ
の
処
理
を
し
切
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
革
命
の
画
家
」
は
、
柳
に
よ
る
と
「
後
印
象
派
」
に
つ
い
て
の
紹

介
文
と
さ
れ
て
い
る
が
、
全
文
を
通
し
て
、
そ
こ
に
は
人
格
主
義
の
精
神
が
み

な
ぎ
っ
て
お
り
、「
最
も
真
摯
な
る
唯
一
の
芸
術
と
は
『
自
己
の
為
』
の
芸
術

で
あ
る
。（
中
略
）
芸
術
が
芸
術
家
自
ら
に
於
て
最
も
偉
大
な
る
時
に
の
み
、

そ
は
普
遍
的
価
値
と
久
遠
の
権
威
と
を
齎
す
の
で
あ
る
。
か
く
て
人
生
に
対
す

る
固
執
性
の
強
烈
な
時
、
そ
の
芸
術
は
最
も
威
力
あ
る
芸
術
で
あ
る
）
（（
（

」
と
、
武

者
小
路
と
同
様
の
意
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
注

目
す
べ
き
は
、「
後
印
象
派
の
画
家
」
と
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
（
一
八
三
九
～
一
九

〇
六
）
と
ゴ
ッ
ホ
（
一
八
五
三
～
一
八
九
〇
）、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
（
一
八
四
八
～
一
九

〇
三
）、
マ
テ
ィ
ス
を
紹
介
し
な
が
ら
、
彼
等
を
「
表
現
画
家
（E

xp
ressio

n
-

ist

）
の
名
こ
そ
彼
等
を
表
は
す
可
き
應
は
し
い
文
字
で
あ
る
」
と
、
指
摘
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
加
え
て
、
ゴ
ッ
ホ
の
自
殺
に
関
し
て
の
箇
所
で
は
、
彼
の
死

は
、
彼
に
と
っ
て
「
唯
一
の
自
然
な
る
道
」
で
あ
り
、「
ゴ
オ
ホ
の
生
涯
そ
の

も
の
こ
そ
は
吾
等
に
与
へ
ら
れ
た
る
永
劫
の
シ
ム
ボ
ル
で
あ
る
」
と
、「
象シ
ン
ボ
ル徴
」

と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
る
な
ど
、「
後
印
象
派
」
の
中
に
、「
表
現
主
義
」
と

「
象
徴
主
義
」
が
混
在
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
武
者
小
路
と
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る
点
で
、
興
味
深
い
河
野
桐

谷
も
、「
最
近
の
画
界
の
一
瞥
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
八
十
三
号
、
一
九
一
二
年

十
月
）
に
お
い
て
、『
白
樺
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
し
、
ル
イ
ス
・
ハ

イ
ン
ド
の
「『
後
期
印
象
主
義
』
中
の
用
語
」
と
し
て
「
表
現
的
（exp

res-

sive

）」「
再
現
的
（R

ep
resen

tatio
n

）」
を
用
い
、
前
者
を
「
後
期
印
象
派
」
に
、

後
者
を
旧
派
に
分
け
て
い
る
。
彼
は
、
あ
く
ま
で
大
雑
把
な
分
類
で
あ
る
と
断

っ
て
い
る
が
、「
最
も
簡
明
に
此
主
義
の
主
張
を
明
ら
か
に
し
た
点
が
頗
る
注

目
に
値
す
る
）
（（
（

」
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、『
白

樺
』
を
媒
体
に
、
こ
れ
ら
の
主
張
が
若
者
達
の
間
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
印
象
主
義
」
と
「
象
徴
主
義
」「
表
現
主
義
」
の
台
頭
と
と
も

に
、
も
う
一
つ
「
未
来
主
義
」
も
こ
の
こ
ろ
注
目
さ
れ
て
き
た
イ
ズ
ム
の
一
つ

で
あ
る
。
そ
の
後
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
隆
盛
を
極
め
る
。
一
九
〇
〇
年
前

後
か
ら
、
日
本
の
芸
術
は
、
多
く
の
主
義
が
入
り
乱
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
当

時
の
芸
術
家
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
吸
収
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
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難
く
な
い
だ
ろ
う
。

五
、「
生
の
芸
術
論
争
」
と
琅
玕
洞　

高
村
光
太
郎
の
芸
術
観

　

先
に
見
た
「
美
術
批
評
論
争
」
と
同
様
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
と
相
似
す

る
内
容
を
扱
っ
た
論
争
に
、「
生
の
芸
術
論
争
」（
一
九
〇
九
年
～
一
九
一
四

年
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
で
当
事
者
と
な
っ
た
山
脇
信

徳
の
「
停
車
場
の
朝
」（
図
１
）
を
め
ぐ
っ
て
、
数
年
に
わ
た
っ
て
、
主
に
高

村
光
太
郎
と
石
井
柏
亭
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
で
あ
る
。
途
中
か
ら
本
間
久

雄
（
一
八
八
六
～
一
九
八
一
）
が
加
わ
る
が
、
こ
の
論
争
は
、
印
象
や
感
覚
を

重
視
す
る
高
村
光
太
郎
の
「
生
の
芸
術
」
に
対
し
て
、
美
術
界
全
体
を
俯
瞰
す

る
必
要
を
提
唱
す
る
石
井
柏
亭
と
の
や
り
と
り
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中

で
高
村
光
太
郎
は
、
山
脇
の
絵
画
に
つ
い
て
、「
文
部
省
美
術
展
覧
会
合
評
」

（『
早
稲
田
文
学
』
四
十
八
号
、
一
九
〇
九
年
十
一
月
）
に
お
い
て
、「
忠
実
な
る
研

究
の
態
度
を
殊
に
心
地
よ
く
感
じ
）
（（
（

」
て
お
り
、「A

B
 H

O
C

 E
T

 A
B

 H
A
C

」

（『
ス
バ
ル
』
第
二
号
、
一
九
一
〇
年
二
月
）の
中
で
、「
僕
が
此
の
絵
を
好
い
た
の

は
、
印
象
派
だ
の
、
近
代
的
だ
の
、
と
い
ふ
考
へ
か
ら
好
い
た
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
僕
は
此
の
絵
がB

U
L
L

 D
O
G

の
様
に
、
喰
ひ
つ
い
た
ら
離
さ
ぬ
様

な
執
拗
の
努
力
を
以
つ
て
自
然
に
獅
嚙
み
つ
い
て
、
ど
う
や
ら
か
う
や
ら
、
自

然
か
ら
見
得
た
作
家
の
或
る
感
じ
を
出
し
得
た
所
に
惚
れ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
僕
が
此
の
絵
を
好
い
た
の
は
絵
そ
の
も
の
の
価
値
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

そ
の
誠
実
の
努
力
の
あ
と
で
あ
る
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
思
想
が
「
緑
色
の

太
陽
」（『
ス
バ
ル
』
第
二

号
、
一
九
一
〇
年
四
月
）

に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
「
緑
色
の
太
陽
」
で
の

光
太
郎
の
主
張
は
、
自
ら

の
目
で
見
る
色
こ
そ
が
、

そ
の
芸
術
家
に
と
っ
て
の

内
発
し
た
自
ら
の
色
で
あ

り
、
そ
れ
が
他
か
ら
見
て
、

緑
で
も
赤
で
も
、
本
人
に

異
な
る
色
に
見
え
れ
ば
、

そ
の
色
を
重
視
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
、

石
井
柏
亭
か
ら
す
れ
ば
、

図１　山脇信徳《停車場の朝》（（0（年、第三回文展（焼失）（『日展史１・文展
編１』（（（0年より）

「
主
観
的
」
な
色
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
光
太
郎
が
問
題
と
し
て
い

る
の
は
、
主
観
か
客
観
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
色
彩
に
つ
い
て
、
自
ら
の

見
た
色
を
表
現
す
る
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
と
同
様
の
芸
術
に
お
け
る
画
家
の

「
純
粋
性
」
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
緑
色
の
太
陽
」
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
先
の
河
野
桐
谷
や
武
者
小

路
と
も
相
通
じ
る
芸
術
観
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
詩
的
体
験
の
側
面
で
見

る
と
、
木
下
杢
太
郎
と
山
脇
信
徳
に
、
よ
り
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
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だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
石
井
は
、
光
太
郎
の
「
緑
色
の
太
陽
」
が
掲
載
さ
れ
る
少
し
前
、

光
太
郎
の
主
張
に
対
し
て
、『
方
寸
』
第
四
巻
第
二
号
（
一
九
一
〇
年
二
月
）
の

「
方
寸
書
架
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　

巻
頭
所
載
の
高
村
光
太
郎
氏
が
『A

B
 H

O
C

 E
T

 A
B

 H
A
C

』
は
、

氏
が
同
誌
前
号
に
於
け
る
『
第
三
回
文
部
省
展
覧
会
の
最
後
の
一
瞥
』
の

続
篇
と
も
見
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
た
ゞ
そ
れ
が
彫
刻
出
品
の
殆
全
部
を

鋭
利
な
る
刀
を
以
て
裁
断
し
尽
し
た
に
反
し
、
こ
れ
は
僅
に
洋
画
出
品
の

一
部
の
形
貌
を
捉
へ
来
つ
て
自
個
の
所
感
を
発
表
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
ぬ
。

　

兎
に
角
『
停
車
場
の
朝
』
と
云
ふ
様
な
つ
ま
ら
ぬ
画
（
予
の
見
地
よ
り

す
れ
ば
）
が
、
こ
れ
程
念
入
にA

P
P
R
E
C
IA

T
E

さ
れ
る
機
会
を
得
た

と
云
ふ
こ
と
は
、
作
者
山
脇
信
徳
氏
の
幸
運
と
曰
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
中
略
）

　

予
が
彼
画
に
対
し
て
有
つ
反
感
の
一
つ
は
『
乙
に
西
洋
臭
く
し
た
な
』

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
予
の
此
頃
の
芸
術
上
の
主
義
は
『
光
本

位
』
と
云
ふ
こ
と
か
ら
少
し
く
遠
ざ
か
つ
て
居
る
。
従
つ
て
単
に
『
天
の

光
り
』
を
出
さ
う
と
し
た
努
力
に
対
し
て
は
格
別
の
尊
敬
を
払
は
な
い
様

に
な
つ
て
居
る
。
其
代
り
に
予
はR

E
A
L
IS
T
IC

 S
T
A
N
D
P
O
IN

T

か

ら
、
地
方
色
を
尊
ぶ
こ
と
は
他
人
に
譲
ら
な
い
積
で
あ
る
。

　

其
地
方
色
と
云
ふ
側
か
ら
見
る
時
は
、
上
野
の
『
停
車
場
の
朝
』
は
殆

零ゼ
ロ

で
あ
る
）
（（
（

。

　

　

こ
の
よ
う
に
、
石
井
は
、
光
太
郎
が
評
価
し
た
山
脇
の
絵
を
、
西
洋
臭
い

「
つ
ま
ら
ぬ
画
」
と
し
て
、
不
満
を
も
ら
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
光
太
郎
の
意

見
に
異
議
を
申
し
立
て
る
た
め
に
「
生
の
芸
術
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
た

石
井
と
そ
の
意
見
に
賛
同
し
た
本
間
久
雄
が
介
入
し
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争

同
様
、
半
ば
感
情
論
へ
移
行
し
て
し
ま
う
。

　

ま
た
、
光
太
郎
は
絵
画
だ
け
で
な
く
、
彫
刻
に
関
し
て
も
「
第
三
回
文
部
省

展
覧
会
の
最
後
の
一
瞥
」（『
ス
バ
ル
』
第
二
年
第
一
号
、
一
九
一
〇
年
一
月
）
の

中
で
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
搆

　　

芸
術
は
文
句
無
し
に
直じ

接か

に
感
じ
て
来
な
く
て
は
面
白
く
な
い
。
彫
刻

な
ら
彫
刻
の
技
巧
、T

O
U
C
H
E

と
か
、

　
　
　
　
　
マ
マ搆コ

ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン造

と
か
、
表
面
の
触

感
と
か
、
色
感
覚
の
調
和
と
か
が
直
ぐ
に
或
る
感
じ
を
人
に
与
へ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
技
巧
と
図
題
と
を
人
に
別
々
に
考
へ
さ
せ
る
様
で
は
下
ら

な
い
）
（（
（

。

　　

こ
の
よ
う
に
彼
は
、
絵
画
・
彫
刻
と
い
う
垣
根
を
越
え
た
芸
術
観
を
持
っ
て

い
た
。

　

そ
し
て
、
彼
の
芸
術
観
と
同
様
、
特
に
興
味
深
い
の
は
、
同
時
期
に
時
代
的

な
傾
向
の
認
め
ら
れ
る
琅
玕
洞
と
い
う
画
廊
を
経
営
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
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琅
玕
洞
は
、
一
九
一
〇
年
四
月
十
五
日
、
神
田
淡
路
町
一
丁
目
に
開
店
し
た
。

こ
こ
で
は
、
主
に
新
進
気
鋭
の
若
手
洋
画
家
の
作
品
を
展
示
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
正
宗
得
三
郎
、
柳
敬
助
（
一
八
八
一
～
一
九
二
三
）、
斎
藤
与
里
、
浜
田
葆し
げ

光み
つ

（
一
八
八
六
～
一
九
四
七
）、
南
薫
造
（
一
八
八
三
～
一
九
五
〇
）、
山
脇
信
徳

で
あ
る
。
岸
田
劉
生
（
一
八
九
一
～
一
九
二
九
）
も
一
九
一
二
年
四
月
に
個
展

を
お
こ
な
う
が
、
そ
の
頃
、
既
に
光
太
郎
は
、
経
営
を
大
槻
弐つ
ぐ

雄お

に
引
き
継
い

で
い
た
。

　

高
村
光
太
郎
が
経
営
し
て
い
た
約
一
年
の
間
に
、
琅
玕
洞
で
個
展
を
お
こ
な

っ
た
若
手
の
画
家
に
は
、
あ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
彼
等
は
、
い
ず
れ
も
『
白

樺
』
を
愛
読
し
、
ま
た
、
白
樺
派
同
人
か
ら
好
ま
れ
た
作
風
の
画
家
達
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
南
薫
造
の
滞
欧
記
念
展
覧
会
は
、
有
島
壬
生
馬

と
と
も
に
、『
白
樺
』
の
誌
面
上
で
も
紹
介
）
（（
（

さ
れ
、
論
争
で
当
事
者
と
な
っ
た

山
脇
や
、
他
に
斎
藤
与
里
、
正
宗
得
三
郎
の
作
品
も
展
示
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、

自
ら
が
尊
敬
の
念
や
興
味
を
持
つ
人
間
の
人
生
を
、
表
現
上
、
作
品
に
反
映
さ

せ
る
思
想
を
持
ち
、
自
ら
の
芸
術
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
若
者
達
で
あ
っ

た
。

　
「
琅
玕
洞
」
に
展
示
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
思
想
が
反
映
さ
れ
た
絵
画
の
傾
向

を
中
心
に
、
山
脇
の
絵
画
を
見
る
と
、「
自
己
の
芸
術
」
を
構
築
す
る
と
い
う
、

共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
絵
は
、
先
に
見
た
高
村
光
太
郎
の

芸
術
家
像
と
も
共
通
す
る
。
即
ち
、
当
時
の
琅
玕
洞
は
、
画
家
の
新
し
い
絵
画

概
念
の
発
信
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。「
生
の
芸
術
」
論
争
か
ら

「
絵
画
の
約
束
」
論
争
へ
の
芸
術
家
像
は
、
実
は
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
画
家
・
作
家
、
彫
刻
家
の
垣
根
を
越
え
た
共
通
の
芸
術
観
が
存
在

し
て
い
た
。
共
通
の
芸
術
観
と
は
、
先
に
述
べ
た
作
品
に
自
ら
の
象
徴
を
反
映

さ
せ
る
表
現
方
法
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
河
野
桐
谷
と
石
井
柏
亭
の
論
争
は
、
河
野
の
主
張
と
武
者
小
路
・

高
村
光
太
郎
の
主
張
が
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
石
井
柏
亭
が
こ
の
後
に
高

村
光
太
郎
と
「
生
の
芸
術
」
論
争
で
議
論
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
石
井
柏
亭
を

尊
敬
す
る
木
下
杢
太
郎
が
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
で
、
美
術
界
を
俯
瞰
す
る

態
度
を
取
る
石
井
と
同
様
の
主
張
を
し
、
武
者
小
路
と
相
容
れ
な
い
こ
と
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
一
連
の
論
争
は
、
一
つ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

も
っ
と
言
え
ば
、
三
つ
の
論
争
の
本
質
は
似
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
論
者
が
変

化
し
た
に
と
ど
ま
り
、
論
議
の
内
容
は
似
た
も
の
が
解
決
さ
れ
ず
に
残
り
、
相

手
を
替
え
て
再
び
お
こ
な
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
山
脇
の
『
停
車
場
の
朝
』
を
介
し
て
、「
絵
画
の
約
束
」
論

争
と
、「
美
術
批
評
論
争
」「
生
の
芸
術
論
争
」
は
、
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
つ
な
が
り
は
、「
詩
」
や
「
音
楽
」
と
い
う
「
象
徴
主

義
」
の
要
素
と
し
て
も
関
連
し
て
い
た
。

　
「
生
の
芸
術
論
争
」
で
も
、
永
井
荷
風
外
数
人
「
一
夕
話
」（『
ス
バ
ル
』
一
九

〇
九
年
十
一
月
号
）
の
中
で
、
永
井
荷
風
が
、
山
脇
の
『
停
車
場
の
朝
』
に
つ

い
て
「
色
の
間
か
ら
音
楽
を
聞
く
事
が
出
来
た
。
感
情
の
あ
る
好
い
画
で
あ

る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
高
村
光
太
郎
は
、「
生
の
芸
術
論
争
」
の
最
中
、「
文
展
第
二
部
に

連
関
す
る
雑
感
（
下
）」（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
一
九
一
三
年
十
一
月
十
四
日
）
の

中
で
、
象
徴
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

私
は
此
の
世
の
中
を
直
ぐ
象
徴
と
見
る
。
形
骸
を
直
ぐ
魂
と
感
じ
る
。
形

骸
が
現
存
す
る
其
の
自
然
の
力
、
こ
れ
は
直
ち
に
自
然
の
魂
で
あ
る
。

（
中
略
）
私
が
目
し
て
立
派
な
象
徴
的
芸
術
と
す
る
絵
画
、
彫
刻
、
詩
歌
、

音
楽
の
作
品
は
決
し
て
自
然
の
形
骸
を
蔑
ろ
に
し
、
自
然
の
レ
エ
エ
ル
に

ひ
し
ひ
し
と
押
し
迫
ら
ず
、
た
だ
所
謂
サ
ム
ボ
ル
に
よ
つ
て
気
分
を
表
現

し
、
人
生
観
を
織
り
出
し
、
感
動
を
暗
示
す
る
者
で
は
無
い
。
血
と
肉
か

ら
出
来
上
つ
た
、
生
な
、

生
ラ
ヽ
ヰ
イ

そ
の
も
の
で
あ
る
。

　　

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
三
つ
の
論
争
に
関
わ
っ
た
人
物
は
、
皆
、「
象

徴
主
義
」
と
い
う
一
つ
の
主
義
で
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
解
さ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

と
こ
ろ
で
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
美
術
批
評
家
、
ロ
ジ
ャ
ー
・

フ
ラ
イ
（
一
八
六
六
～
一
九
三
四）

（（
（

）
が
、
一
九
二
四
年
に
発
表
し
た
『
芸
術
家

と
心
理
分
析
』
で
は
、
芸
術
家
の
美
を
表
現
す
る
欲
求
と
、
鑑
賞
者
と
の
心
の

共
鳴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
心
理
分
析
を
援
用
し
た
も
の

だ
が
、
こ
れ
に
先
駆
け
て
、
一
九
一
一
年
に
日
本
に
お
い
て
「
絵
画
の
約
束
」

論
争
で
、「
芸
術
家
」
と
「
鑑
賞
者
」
の
交
流
が
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

注
目
に
値
す
る
。
絵
画
の
表
現
や
鑑
賞
の
仕
方
の
全
体
が
問
題
と
な
っ
て
当
然

の
時
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
は
、
必
然
的
に
起
こ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
当
時
の
新
し
い
要
素
と

し
て
流
布
し
だ
し
た
「
象
徴
主
義
」
で
あ
り
、「
表
現
主
義
」「
未
来
主
義
」
と

い
っ
た
表
現
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
、
イ

タ
リ
ア
の
芸
術
運
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
自
然
発
生
的
に
起

こ
っ
た
論
争
が
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
で
あ
り
、「
美
術
批
評
論
争
」
や
「
生

の
芸
術
論
争
」
で
あ
っ
た
。

　

美
術
批
評
論
争
の
河
野
桐
谷
・
生
の
芸
術
論
争
の
高
村
光
太
郎
・「
絵
画
の

約
束
」
論
争
の
武
者
小
路
は
、
皆
、
一
様
に
内
発
性
を
重
視
し
て
お
り
、
美
術

批
評
論
争
・
生
の
芸
術
論
争
の
石
井
柏
亭
・「
絵
画
の
約
束
」
論
争
の
木
下
杢

太
郎
は
、
同
じ
流
れ
を
く
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
求
め
る
芸
術
は
、
先

行
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
二
項
対
立
な
ど
で
な
く
、
一
つ
の
同
じ
流
れ
に
属

す
る
も
の
、
即
ち
、「
象
徴
主
義
」
に
至
る
過
渡
期
の
芸
術
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
表
現
は
、「
象
徴
主
義
」
と
い
う
上
位
概
念
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
、

一
つ
の
主
義
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

二
項
対
立
は
、
後
年
の
論
者
が
創
り
上
げ
た
見
方
に
過
ぎ
ず
、
当
時
の
芸
術

思
潮
の
本
質
は
、
様
々
な
イ
ズ
ム
の
複
合
で
あ
り
、
そ
の
全
体
に
満
ち
て
い
る

の
が
「
象
徴
主
義
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
要
素
と
し
て
、
木
下
の
言
及
し
た
ロ
ダ

ン
輸
入
の
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
が
当
時
の
日
本
に
お
け
る
ロ
ダ
ン
受
容
の
在
り
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「絵画の約束」論争

方
を
示
す
指
摘
と
し
て
、
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
に

お
け
る
様
々
な
イ
ズ
ム
の
受
容
が
、「
絵
画
の
約
束
」
論
争
や
「
美
術
批
評
論

争
」「
生
の
芸
術
論
争
」
で
話
題
に
な
っ
た
芸
術
観
の
あ
り
方
を
象
徴
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
日
本
の
ロ
ダ
ン
受
容
が
「
象
徴
主
義
」
を
内
包
し
て
い
た
こ
と

が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
多
く
の
イ
ズ
ム
の
絡
ま
り

あ
い
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
が
、
画
家
の
純
粋
性
で

あ
り
、
感
情
移
入
美
学
で
あ
っ
た
の
だ
。
芸
術
家
と
鑑
賞
者
が
絵
画
に
込
め
ら

れ
た
画
家
の
「
純
粋
性
」
を
共
有
す
る
と
い
う
新
た
な
交
流
方
法
が
現
れ
た
の

も
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
主
観
」
や
「
客
観
」
あ
る
い
は
、
新
旧
の
二
項
対
立
で
は
、
解

明
で
き
な
い
時
代
の
大
き
な
共
通
性
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
共
通
性
と
は
、

「
象
徴
主
義
」
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
芸
術
の
新
し
い

評
価
基
準
の
幕
開
け
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
一
九
一
〇
年
前
後
が
、
日
本
で
の
絵

画
の
評
価
基
準
に
お
け
る
転
換
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

本
多
秋
五
『「
白
樺
」
派
の
文
学
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
四

年
、
五
六
頁

（
２
）　

前
掲
、
五
八
頁
。
な
お
、
ル
ビ
は
、
原
文
に
な
ら
っ
て
い
る
。
以
下
同
様
。

（
３
）　

臼
井
吉
見
「
白
樺
論
争
」『
近
代
文
学
論
争
』
上
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九

五
六
年
、
一
一
五
～
一
六
四
頁

（
４
）　

木
下
杢
太
郎
「
山
脇
信
徳
君
に
答
ふ
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
一
号
、
一

九
一
一
年
十
一
月
、
四
九
頁

（
５
）　

中
村
義
一
「『
白
樺
』
近
代
主
義
の
争
点　
『
絵
画
の
約
束
』
論
争
」（『
続

日
本
近
代
美
術
論
争
史
』
精
興
社
、
一
九
八
二
年
、
七
九
～
一
〇
三
頁
）

（
６
）　
「
絵
画
の
約
束
」
論
争
の
経
緯

　

・
木
下
杢
太
郎
「
画
界
近
事
六
・
山
脇
信
徳
氏
作
品
展
覧
会
」『
中
央
公
論
』

第
二
六
年
六
号
、
一
九
一
一
年
六
月

　

・
山
脇
信
徳
「
断
片
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
九
号
、
同
年
九
月

　

・
木
下
杢
太
郎
「
山
脇
信
徳
君
に
答
ふ
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
一
号
、
同
年

十
一
月

　

・
武
者
小
路
実
篤
「
自
己
の
為
の
芸
術
」『
白
樺
』
前
掲
号

　

・
木
下
杢
太
郎
「
無
車
に
与
ふ
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
二
号
、
同
年
十
二
月

　

・
武
者
小
路
実
篤
「
杢
太
郎
君
に
」『
白
樺
』
前
掲
号

　

・
山
脇
信
徳
「
木
下
杢
太
郎
君
に
」『
白
樺
』
前
掲
号

　

・
木
下
杢
太
郎
「
御
返
事
二
通　

再
び
無
車
に
与
ふ
・
再
び
山
脇
信
徳
君
に
答

ふ
」『
白
樺
』
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
一
二
年
一
月

　

・
武
者
小
路
実
篤
「
杢
太
郎
君
に
（
再
び
）」『
白
樺
』
前
掲
号

　

・
木
下
杢
太
郎
「
公
衆
と
予
と
（
三
度
び
無
車
に
与
ふ
）」『
白
樺
』
第
三
巻
第

二
号
、
同
年
二
月

　

・
武
者
小
路
実
篤
「
杢
太
郎
君
に
（
三
度
び
）」『
白
樺
』
前
掲
号

　

・
武
者
小
路
実
篤
「『
自
己
の
為
』
及
び
其
他
に
つ
い
て　

『
公
衆
と
予
と
』

を
見
て
杢
太
郎
君
に
」『
白
樺
』
前
掲
号

　

・
山
脇
信
徳
「
木
下
杢
太
郎
君
に
」『
白
樺
』
前
掲
号

（
７
）　

木
下
杢
太
郎
「
画
界
近
事
六
・
山
脇
信
徳
氏
作
品
展
覧
会
」『
中
央
公
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論
』
第
二
六
年
六
号
、
一
九
一
一
年
六
月
、
一
四
四
頁

（
８
）　

前
掲
、
一
四
四
頁

（
９
）　

山
脇
信
徳
「
断
片
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
九
号
、
一
九
一
一
年
九
月
、
一

一
〇
頁

（
（（
）　

木
下
杢
太
郎
「
山
脇
信
徳
君
に
答
ふ
」（『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
一
号
、
一

九
一
一
年
十
一
月
、
五
〇
頁

（
（（
）　

前
掲
、
五
三
頁

（
（（
）　

木
下
杢
太
郎
「
公
衆
と
予
と
（
三
度
び
無
車
に
与
ふ
）」『
白
樺
』
第
三
巻

第
二
号
、
一
九
一
二
年
二
月
、
八
一
・
八
二
頁

（
（（
）　

斎
藤
与
里
「
ロ
ダ
ン
に
就
い
て
起
る
感
想
」『
白
樺
』
第
一
巻
第
八
号
、

一
九
一
〇
年
十
一
月
、
二
九
頁

（
（（
）　

新
海
竹
太
郎
「
ロ
ダ
ン
様
」『
白
樺
』
前
掲
号
、
八
六
頁

（
（（
）　

森
田
亀
之
助
「
ロ
ダ
ン
の
芸
術
」『
白
樺
』
前
掲
号
、
一
三
四
頁

（
（（
）　

武
者
小
路
実
篤
「
杢
太
郎
君
に
（
三
度
び
）」『
白
樺
』
第
三
巻
第
二
号
、

一
九
一
二
年
二
月
、
八
八
頁

（
（（
）　

武
者
小
路
実
篤
「
ロ
ダ
ン
と
人
生
」『
白
樺
』
第
一
巻
第
八
号
、
一
九
一

〇
年
十
一
月
、
七
二
・
七
八
頁

（
（（
）　
「
一
九
一
一
年
『
絵
画
の
約
束
』
論
争　

白
樺
美
術
展
に
み
る
〈
自
己
の

為
の
芸
術
〉
を
め
ぐ
っ
て　

」『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
六

年
三
月
、
一
七
～
三
三
頁

（
（（
）　

武
者
小
路
実
篤
「『
自
己
の
為
』
及
び
其
他
に
つ
い
て　
『
公
衆
と
予
と
』

を
見
て
杢
太
郎
君
に
」『
白
樺
』
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
一
二
年
二
月
、
九
五

頁

（
（（
）　

前
掲
、
九
八
頁

（
（（
）　
「
無
車
に
与
ふ
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
二
号
、
一
九
一
一
年
十
二
月
、
七

二
頁

（
（（
）　
「
美
術
批
評
論
争
」
の
経
緯

　

・
河
野
桐
谷
「
絵
画
の
主
観
的
要
素
」『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
九
年
七
月
四
日

　

・
石
井
柏
亭
「
資
格
な
き
美
術
評
家
」『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
九
年
七
月
十
一

日

　

・
河
野
桐
谷
「
逆
上
せ
る
画
家
」『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
九
年
七
月
十
八
日

　

・
石
井
柏
亭
「『
逆
上
せ
る
画
家
』
を
読
ん
だ
感
想
」『
方
寸
』
一
九
〇
九
年
八

月

　

・
河
野
桐
谷
「
時
評　

八
月
の
美
術
界
」『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
九
年
九
月

　

・
河
野
桐
谷
「
展
覧
会
に
対
す
る
諸
批
評
家
の
態
度
」『
早
稲
田
文
学
』
一
九

〇
九
年
十
二
月

　

・
石
井
柏
亭
「
書
簡
文
」『
方
寸
』
一
九
一
〇
年
五
月

　
　

以
上
は
、
中
村
義
一
氏
の
『
日
本
近
代
美
術
論
争
史
』（
求
龍
堂
、
一
九
八

一
年
、
二
三
三
～
二
六
二
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
（（
）　

グ
ス
タ
フ
・
ク
リ
ム
ト
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
代
表
す
る
ユ
ー
ゲ
ン
ト
・

シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
の
芸
術
家
で
あ
る
。

（
（（
）　

河
野
桐
谷
「
五
月
の
美
術
界
」『
早
稲
田
文
学
』
第
五
十
五
号
、
一
九
一

〇
年
六
月
、
九
九
頁

（
（（
）　

菱
田
春
草
「
公
設
展
覧
会
評
」『
早
稲
田
文
学
』
六
十
号
、
一
九
一
〇
年

十
一
月
、
三
頁

（
（（
）　

河
野
桐
谷
「
画
界
雑
観
」『
現
代
の
洋
画
』
五
号
、
一
九
一
二
年
八
月
、

三
頁

（
（（
）　

前
掲
、
三
頁
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（
（（
）　

石
井
柏
亭
「
資
格
な
き
美
術
評
家
」『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
九
年
七
月
十

一
日

（
（（
）　
『
木
下
杢
太
郎
日
記
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
四
三
頁

（
（（
）　

パ
ン
（P

A
N

）
の
会
は
、
石
井
柏
亭
、
山
本
鼎
、
倉
田
白
羊
、
木
下
杢

太
郎
、
北
原
白
秋
ら
が
結
成
し
た
芸
術
家
と
文
学
者
の
会
で
あ
る
。
一
九
〇
八

年
十
二
月
に
第
一
回
の
会
合
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
マ
イ
ヤ
ー
・
グ
レ
ー
フ
ェ

の
「P

A
N

」
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、「
パ
ン
の
�
宴
」
が
、
彼
ら
の
会

合
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
こ
で
の
ア
ル
ノ
ル
ト
・

ベ
ッ
ク
リ
ン
ら
、
ド
イ
ツ
の
世
紀
末
象
徴
主
義
と
の
関
わ
り
も
、
当
時
の
彼
ら

の
芸
術
傾
向
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

（
（（
）　
「
異
国
情
調
」
は
、『
屋
上
庭
園
』
第
二
号
（
一
九
一
〇
年
二
月
、
二
頁
）

に
掲
載
さ
れ
た
詩
七
編
の
総
題
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
で
「
気
分
情
調
」
と

と
ら
え
ら
れ
る
「
日
本
在
留
の
欧
羅
巴
人
」
の
一
部
分
を
引
用
し
よ
う
。「
東

京
に
於
け
る
年
若
き
欧ヨ
オ
ロ
ツ
パ
じ
ん

羅
巴
人　

日に

本ほ
んM

ム
ス
メ

u
s'm

e, 
G

ゲ
イ
シ
ヤ
ガ
ア
ル

eish
a-girl,  

夜よ
る

の
三し
や

味み

線せ
ん

、

J

ジ
ヤ
パ
ニ
イ
ス

ap
an

ese S

サ
ア
ケ

ak
e,　

提
灯
、
喜
多
川
歌
麿
、
日
光
、
鳥
居
、S

am
u
rai, Y

o
sh
i-

w
ara-O

iran

」

（
（（
）　

武
者
小
路
実
篤
「
自
己
の
為
の
芸
術
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
十
一
号
、
一

九
一
一
年
十
一
月
、
一
四
一
頁

（
（（
）　

武
者
小
路
実
篤
「
恋
の
悲
劇
」『
荒
野
』
警
醒
社
書
店
、
一
九
〇
八
年
、

二
五
七
頁

（
（（
）　

口
語
自
由
詩
は
、
音
の
数
や
文
字
数
に
一
定
の
型
が
な
く
、
音
韻
を
踏
ま

な
く
て
も
よ
い
詩
で
、
口
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）　

山
脇
信
徳
「
断
片
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
九
号
、
一
九
一
一
年
九
月
、
一

〇
九
・
一
一
〇
頁

（
（（
）　

河
村
章
代
「
資
料
紹
介　

山
脇
信
徳
の
美
校
時
代
日
記
」（『
高
知
県
立
美

術
館
研
究
紀
要
』
第
二
集
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
三
八
頁
）

（
（（
）　

山
脇
の
「
無
形
画
」
に
つ
い
て
は
、
河
村
章
代
氏
「
山
脇
信
徳
の
『
無
形

画
』」（『
高
知
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
三
集
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
二
三

～
二
八
頁
）
に
詳
し
い
。

（
（（
）　

木
股
知
史
「
イ
メ
ー
ジ
と
心
の
深
み
へ　

近
代
日
本
の
象
徴
主
義
を
再
考

す
る
」
木
股
知
史
編
『
近
代
日
本
の
象
徴
主
義
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
四
年
、

七
～
一
九
頁
、
鈴
木
貞
美
「『
芸
術
』
概
念
の
形
成
、
象
徴
美
学
の
誕
生　
『
わ

び
』『
さ
び
』『
幽
玄
』
前
史
」
鈴
木
貞
美
・
岩
井
茂
樹
編
『
わ
び
・
さ
び
・
幽

玄　

「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
道
程
』
水
声
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
四
六
頁

（
（（
）　
『
�
外
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
一
二
一
頁

（
（（
）　

鈴
木
貞
美
・
岩
井
茂
樹
編　

前
掲
書
、
一
〇
二
頁

（
（（
）　

中
村
義
一
氏
の
「
美
術
批
評
の
指
導
力　

美
術
批
評
論
争
」（『
日
本
近
代

美
術
論
争
史
』
求
龍
堂
、
一
九
八
一
年
、
二
三
三
～
二
六
二
頁
）
に
詳
し
い
。

（
（（
）　
「
生
の
芸
術
論
争
」
の
経
緯

　

・
左
憂
生
「
文
部
省
美
術
展
覧
会
合
評
」『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
九
年
十
一

月
号

　

・
永
井
荷
風
外
数
人
「
一
夕
話
」『
ス
バ
ル
』
一
九
〇
九
年
十
一
月
号

　

・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
『
方
寸
』
一
九
〇
九
年
十
二
月
号

　

・
森
田
恒
友
「
批
評
の
批
評
」『
方
寸
』
前
掲

　

・
高
村
光
太
郎
「A

B
 H

O
C

 E
T

 A
B

 H
A
C

」『
ス
バ
ル
』
一
九
一
〇
年
二
月

号

　

・
石
井
柏
亭
「
方
寸
書
架
」『
方
寸
』
一
九
一
〇
年
二
月
号

　

・
高
村
光
太
郎
「
緑
色
の
太
陽
」『
ス
バ
ル
』
一
九
一
〇
年
四
月
号
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・
石
井
柏
亭
「
生
の
芸
術
の
主
張
に
対
す
る
反
感
」『
太
陽
』
一
九
一
四
年
一

月
号

　

・
本
間
久
雄
「
柏
亭
氏
の
所
論
に
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
四
年
一
月
二
十
五

日
日
曜
附
録

　

・
高
村
光
太
郎
「
言
ひ
た
い
事
を
言
ふ
―
柏
亭
、
久
雄
両
氏
の
所
論
に
関
し

て
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
四
年
二
月
二
十
二
日
・
三
月
一
日

　

・
石
井
柏
亭
「
再
び
『
生
の
芸
術
』
に
就
て
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
四
年
三

月
八
日

　

・
本
間
久
雄
「
自
己
補
足
と
し
て
の
文
芸
批
評
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
四
年

三
月
九
日

　
　

以
上
は
、
中
村
義
一
氏
の
『
日
本
近
代
美
術
論
争
史
』（
求
龍
堂
、
一
九
八

一
年
、
一
五
一
～
一
七
四
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
（（
）　

蒲
原
有
明
「
象
徴
主
義
の
移
入
に
就
て
」『
近
代
作
家
研
究
叢
書
六
十
六

　

飛
雲
抄
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
、
一
二
四
・
一
二
五
頁

（
（（
）　

前
掲
に
同
じ

（
（（
）　

前
掲
、
一
二
六
頁

（
（（
）　

前
掲
、
一
二
八
頁

（
（（
）　

志
賀
は
、
当
時
の
山
脇
に
つ
い
て
、「
そ
の
考
へ
に
囚
は
れ
、
度
が
過
ぎ

て
ゐ
た
や
う
に
私
に
は
思
は
れ
た
」（「
山
脇
信
徳
」『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
七

巻
、
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店
、
五
五
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）　

山
脇
信
徳
の
一
九
一
〇
年
の
日
記
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
資
料
紹
介
の
形

で
、
河
村
章
代
氏
（「
資
料
紹
介　

山
脇
信
徳
の
美
校
時
代
日
記
」『
高
知
県
立

美
術
館
研
究
紀
要
』
第
二
集
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
三
八
頁
）
が
翻
刻
さ
れ
て

い
る
も
の
の
み
で
あ
る
。

（
（（
）　
「
マ
ラ
ル
メ
」
の
記
述
は
、
同
前
。

（
（（
）　

河
村
章
代
「
資
料
紹
介　

山
脇
信
徳
の
美
校
時
代
日
記
」『
高
知
県
立
美

術
館
研
究
紀
要
』
第
二
集
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
四
七
頁

（
（（
）　

山
脇
信
徳
「
断
片
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
九
号
、
一
九
一
一
年
九
月
、
一

〇
六
頁

（
（（
）　

前
掲
、
一
〇
八
頁

（
（（
）　

前
掲
、
一
〇
四
頁

（
（（
）　

前
掲
に
同
じ

（
（（
）　

前
掲
、
一
〇
七
頁

（
（（
）　

前
掲
、
一
〇
七
頁

（
（（
）　

田
中
王
堂
は
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
教
授
を
つ
と
め
た
哲
学
者
・
評
論
家
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
基
礎
と
し
た
。

（
（（
）　

田
中
王
堂
「
象
徴
主
義
の
生
活
」『
吾
が
非
哲
学
』
敬
文
館
、
一
九
一
三

年
、
一
一
六
頁

（
（（
）　

西
欧
美
術
に
お
け
る
「
印
象
主
義
」
は
、
自
然
の
世
界
を
自
ら
の
感
覚
に

忠
実
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
「
自
然
主
義
」
的
な
絵
画
で
あ
る
。「
自
然
主

義
」
は
、「
写
実
主
義
」
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
イ
ズ
ム
が
新
し
く
起
こ
る
背
景
に
は
、
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
含
ま
れ
て

形
成
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
前

後
、
日
本
に
お
け
る
美
術
と
文
学
の
変
革
期
を
迎
え
る
前
、
即
ち
、
日
本
に

「
印
象
主
義
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
前
、
フ
ラ
ン
ス
は
パ
リ
で
一
八
八
六
年
、
第

八
回
印
象
派
展
覧
会
が
開
か
れ
た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
印
象
派
の
最
後
の
展
覧

会
で
、
美
術
史
上
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。「
印
象
派
展
覧
会
」
は
、
一
八
七

四
年
か
ら
は
じ
ま
り
、
こ
の
間
、
モ
ネ
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
シ
ス
レ
ー
（
一
八
三
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九
～
一
八
九
九
）
な
ど
が
中
心
と
な
り
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
一
八
八
六
年
で

最
期
を
迎
え
、
実
質
的
に
「
印
象
主
義
」
の
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
日

本
で
は
、
お
よ
そ
二
十
年
後
に
、「
印
象
主
義
」
は
同
じ
く
終
焉
を
迎
え
る
の

で
あ
っ
た
。

（
（（
）　

吉
本
弥
生
「
武
者
小
路
実
篤
の
初
期
に
お
け
る
『
画
家
』
へ
の
憧
憬　

『
自
己
』
を
視
座
と
し
て
」『
有
島
武
郎
研
究
』
第
十
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、

五
〇
頁
）

（
（（
）　

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』（
弘
道
舘
、
一
九
一
一
年
、
四
・
五
頁
）

　
　

な
お
、「
純
粋
経
験
」
に
つ
い
て
、
西
田
幾
多
郎
は
、
同
書
（
一
・
二
頁
）

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
経
験
す
る
と
い
ふ
の
は
事
実
其
儘
に

知
る
の
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
ゝ
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ

る
。
純
粋
と
い
ふ
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
つ
て
居
る
者
も
其
實
は
何
等
か
の

思
想
を
交
へ
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
へ
な
い
、
真
に
経
験
其
儘
の

状
態
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
之
が
外

物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、
我
が
之
を
感
じ
て
居
る
と
か
い
ふ
や
う
な
考
の
な
い

の
み
な
ら
ず
、
此
色
、
此
音
は
何
で
あ
る
と
い
ふ
判
断
す
ら
加
は
ら
な
い
前
を

い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
。
自
己
の
意

識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
時
、
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
其
対
象

と
が
全
く
合
一
し
て
居
る
。
こ
れ
が
経
験
の
最
醇
な
る
者
で
あ
る
」。
そ
し
て
、

彼
は
、
同
書
に
お
い
て
、「
純
粋
経
験
と
は
意
志
の
要
求
と
現
実
と
の
間
に
少

し
の
間

も
な
く
、
其
最
も
自
由
に
し
て
、
活
発
な
る
状
態
で
あ
る
」
と
述

べ
る
。

（
（（
）　

山
脇
信
徳
「
断
片
」『
白
樺
』
第
二
巻
第
九
号
、
一
九
一
一
年
九
月
、
一

〇
六
頁

（
（（
）　

鈴
木
貞
美
氏
は
、「『
芸
術
』
概
念
の
形
成
、
象
徴
美
学
の
誕
生　

『
わ

び
』『
さ
び
』『
幽
玄
』
前
史
」（
鈴
木
貞
美
・
岩
井
茂
樹
編
『
わ
び
・
さ
び
・

幽
玄　

「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
道
程
』
水
声
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇

八
・
一
〇
九
頁
）
の
中
で
、
武
者
小
路
実
篤
に
見
ら
れ
る
「
主
客
合
一
」
に
つ

い
て
、「『
自
己
の
為
』
及
び
其
他
に
つ
い
て　

『
公
衆
と
予
と
』
を
見
て
杢
太

郎
君
に
」（
一
九
一
二
年
）
を
あ
げ
、「
こ
こ
に
は
、
主
観
を
消
し
て
、『
自
然

と
合
一
』
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
大
き
な
客
観
に
到
達
し
う
る
と
い

う
西
田
幾
多
郎
が
論
じ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
武

者
小
路
実
篤
は
自
分
が
直
観
で
つ
か
ん
だ
客
観
的
真
理
を
述
べ
れ
ば
よ
い
、
と

い
う
方
向
を
と
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
描
写
論
に
関
心
を
向
け
な
か
っ
た
。
が
、

こ
の
と
き
す
で
に
、『
主
客
合
一
』
や
『
自
然
と
の
合
一
』
と
と
も
に
、『
感

覚
』
や
『
印
象
』
が
重
視
さ
れ
る
季
節
が
訪
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）　

相
馬
御
風
「
文
芸
上
主
客
両
体
の
融
会
」『
早
稲
田
文
学
』
第
二
十
三
号
、

一
九
〇
七
年
十
月
、
一
〇
頁

（
（（
）　
『
日
本
研
究
』
第
三
十
八
集
、
二
〇
〇
八
年
九
月
、
三
四
二
頁

（
（（
）　

石
坂
養
平
「
文
芸
の
内
化
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
十
五
巻
第
八
号
、
一
九

一
二
年
五
月
、
五
九
頁
）
に
は
、「
阿
部
次
郎

4

4

4

4

氏
が
幾
度
か
力
説
さ
れ
た
所
謂

内
生
活
直
写
の
文
学
の
主
旨
に
は
私
も
同
感
で
あ
る
。（
中
略
）
文
芸
の
内
化

と
内
生
活
直
写
の
文
学
と
は
、
在
来
の
自
然
主
義
的
主
張
に
比
べ
て
深
奥
な
主

観
を
尊
重
す
る
点
に
於
て
呼
吸
の
通
ふ
も
の
が
あ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。」
と

記
し
て
あ
る
。

（
（（
）　

大
森
商
二
「
川
上
涼
花
様　

高
村
光
太
郎
様
」『
現
代
の
洋
画
』
第
十
一

号
、
一
九
一
四
年
二
月
、
一
五
頁

（
（（
）　

木
下
杢
太
郎
「
写
真
版
のR

O
D
IN

と
そ
の
聯
想
」『
白
樺
』
第
一
巻
第
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八
号
、
一
九
一
〇
年
十
一
月
、
六
五
頁

（
（（
）　
『
木
下
杢
太
郎
日
記
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
九
七
頁

（
（（
）　

神
秘
主
義
と
は
、
人
知
の
及
ば
な
い
神
や
霊
的
な
も
の
を
表
現
し
た
も
の

で
あ
る
。
哲
学
は
も
と
よ
り
、
絵
画
・
文
学
な
ど
に
広
く
援
用
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

表
現
主
義
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
出
現
し
た
。
中
で
も
ド
イ
ツ
表
現
主
義

は
、
一
九
〇
五
年
、
ド
イ
ツ
の
ド
レ
ス
デ
ン
で
前
衛
絵
画
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る

ブ
リ
ュ
ッ
ケ
が
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

（
（（
）　

小
川
未
明
は
、「
夕
暮
の
窓
よ
り
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
七
十
二
号
、
一

九
一
一
年
十
一
月
）
の
中
で
、「
真
理
は
、
主
観
の
結
晶
で
あ
る
」
と
述
べ
、

「
無
意
味
の
時
間
と
、
労
働
と
を
悪
」
と
し
、
自
殺
を
喜
ん
で
い
る
。
こ
れ
も

一
種
の
象
徴
で
あ
ろ
う
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
へ
の
道
が
、
垣
間
見
ら
れ
る

文
章
と
い
え
よ
う
。

（
（（
）　

高
村
光
太
郎
「
絵
画
界
の
現
状
を
論
ず　

木
曜
便
」『
早
稲
田
文
学
』
第

七
十
二
号
、
一
九
一
一
年
十
一
月
、
二
六
頁

（
（（
）　

さ
ら
に
、
高
村
光
太
郎
よ
り
少
し
後
、
も
う
一
人
、
敏
感
に
時
代
を
察
し

て
い
た
人
物
が
い
た
。
松
本
文
雄
で
あ
る
。
彼
は
、「
芸
術
の
新
傾
向
に
就

て
」（『
現
代
の
洋
画
』
第
二
十
二
号
、
一
九
一
四
年
一
月
）
に
お
い
て
、「
現

代
の
芸
術
は
渦
巻
の
や
う
に
渾
沌
と
し
た
状
態
に
あ
る
」
と
、
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）　

未
来
主
義
（
未
来
派
）
は
、
旧
芸
術
の
破
壊
に
よ
っ
て
、
機
械
化
さ
れ
た

表
現
を
象
徴
し
た
芸
術
で
、
主
に
イ
タ
リ
ア
で
起
こ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
二
月

に
イ
タ
リ
ア
詩
人
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
ト
マ
ッ
ソ
・
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
（
一
八
七
六
～

一
九
四
四
）
に
よ
っ
て
、「
未
来
派
創
立
宣
言
」
が
起
草
さ
れ
た
。
前
年
に
出

版
さ
れ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
の
「
暴
力
論
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
日

本
へ
の
紹
介
は
、
森
�
外
が
「
椋
鳥
通
信
」（『
ス
バ
ル
』
一
九
〇
九
年
五
月
）

で
お
こ
な
っ
た
。

（
（（
）　
「
人
格
主
義
」
は
、
人
物
の
思
想
・
人
格
に
重
点
を
置
き
、
対
象
を
解
釈

す
る
思
想
で
、
日
本
で
は
、
阿
部
次
郎
（『
人
格
主
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
二

二
年
）
や
波
多
野
精
一
（『
宗
教
哲
学
』
岩
波
全
書
、
一
九
三
五
年
）
の
著
作

が
よ
く
知
ら
れ
る
。
日
本
で
初
め
て
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
た
の

は
、
佐
古
純
一
郎
氏
（『
近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る
人
格
観
念
の
成
立
』
朝

文
社
、
一
九
九
五
年
、
五
〇
頁
）
に
よ
る
と
、
一
八
九
三
年
の
「
心
理
学
に
於

け
る
無
意
識
作
用
論
の
発
達
」（『
哲
学
雑
誌
』
第
八
巻
第
八
十
号
、
一
八
九
三

年
十
月
）
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
中
で
氏
は
、「
人
格
」
に
「
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
用
例
を
引
き
、
最
初
の
一
回
の
み

引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「『
人
格
』
がP

erso
n
ality

の
訳
語
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
人
格
」
は
、
明
治
中
期

に
は
、
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
人
格
」
概
念
は
、
哲
学

界
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
普
及
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
人
格
主
義
へ
と
広
が
り
、

永
井
隆
則
氏
の
研
究
（『
セ
ザ
ン
ヌ
受
容
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二

〇
〇
七
年
）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
美
術
界
に
お
け
る
「
人
格
主
義
」
の
受

容
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
文
壇
に
お
い
て
も
海
外
の
文
学
者
・
思
想
家

か
ら
影
響
を
受
け
た
作
家
達
が
、
自
身
の
作
品
に
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
経
緯
を

考
え
る
と
、
知
識
層
全
体
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
さ

ら
に
、
有
田
和
臣
氏
（「
小
林
秀
雄
と
生
命
主
義
美
術
批
評　

『
人
格
』
主
義

か
ら
『
肉
体
』
の
思
想
ま
で　

」『
京
都
語
文
』
第
十
四
号
、
二
〇
〇
七
年
十

一
月
、
一
八
七
～
二
一
〇
頁
）
の
文
学
者
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
も
、「
人

格
主
義
」
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
人
格
主
義
」
は
あ

ら
ゆ
る
分
野
で
、
当
時
の
日
本
に
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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「絵画の約束」論争

（
（（
）　

稲
賀
繁
美
氏
は
、「『
白
樺
』
と
造
形
美
術
：
再
考　

セ
ザ
ン
ヌ
〝
理
解
〟

を
中
心
に
」（『
比
較
文
学
』
第
三
十
八
巻
、
一
九
九
五
年
、
八
九
頁
）
に
お
い

て
、
こ
の
ル
イ
ス
・
ハ
イ
ン
ド
の
書
物
を
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
や
ロ
ジ
ャ
ー
・

フ
ラ
イ
に
も
承
服
さ
れ
な
い
「
お
そ
ろ
し
く
乱
暴
な
二
分
法
で
し
か
な
い
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
柳
が
、
ル
イ
ス
・
ハ
イ
ン
ド
の
論
を
参
考
に
し
て
い
た
点
に

お
け
る
、
当
時
の
日
本
の
西
洋
美
術
受
容
に
関
す
る
問
題
提
起
と
し
て
、
重
要

な
指
摘
で
あ
る
。

（
（（
）　

柳
宗
悦
「
革
命
の
画
家
」『
白
樺
』
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
一
二
年
一
月
、

四
頁

（
（（
）　

河
野
桐
谷
「
最
近
の
画
界
の
一
瞥
」『
早
稲
田
文
学
』
第
八
十
三
号
、
一

九
一
二
年
十
月
、
二
四
三
頁

（
（（
）　
「
文
部
省
美
術
展
覧
会
合
評
」『
早
稲
田
文
学
』
第
四
十
八
号
、
一
九
〇
九

年
十
一
月
、
一
七
頁

（
（（
）　
「A

B
 H

O
C

 E
T

 A
B

 H
A
C

」『
ス
バ
ル
』
第
二
号
、
一
九
一
〇
年
二
月
、

三
・
六
頁

（
（（
）　

石
井
柏
亭
「
方
寸
書
架
」『
方
寸
』
第
四
巻
第
二
号
、
一
九
一
〇
年
二
月
、

二
頁

（
（（
）　

高
村
光
太
郎
「
第
三
回
文
部
省
展
覧
会
の
最
後
の
一
瞥
」『
ス
バ
ル
』
第

一
号
、
一
九
一
〇
年
一
月
、
二
二
頁

（
（（
）　

致
生
「
滞
欧
記
念
展
覧
会
日
記
」『
白
樺
』
第
一
巻
第
五
号
、
一
九
一
〇

年
八
月
、
二
五
～
二
八
頁

（
（（
）　

ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
（
一
八
六
六
～
一
九
三
四
）
は
、
ユ
リ
ウ
ス
・
マ
イ

ヤ
ー
＝
グ
レ
ー
フ
ェ
と
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
三
）
の
書

物
か
ら
影
響
を
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
で
一
九
一
〇
年
に
開
か
れ
た
「
マ
ネ
と
ポ
ス

ト
印
象
派
」
展
に
お
い
て
、「
ポ
ス
ト
印
象
派
」
の
紹
介
を
お
こ
な
っ
た
。
白

樺
派
同
人
は
、
マ
イ
ヤ
ー
＝
グ
レ
ー
フ
ェ
を
好
み
、
ま
た
、
木
下
が
彼
か
ら
影

響
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
と
共
通
の
影
響
を
、
当

時
の
武
者
小
路
と
木
下
が
受
け
て
い
た
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

　　
【
附
記
】
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
高
知
県
立
美
術
館
、
山
脇
章
彦
氏
、
河
村

章
代
氏
（
高
知
県
立
美
術
館
）
に
御
教
示
と
資
料
の
ご
提
供
を
賜
り
ま
し
た
。

末
筆
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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「家族団欒図」

「
家
族
団
欒
図
」

　

  　
　

父
親
の
再
婚
と
〝
敗
戦
〟
の
終
焉

ア
フ
マ
ド
・
Ｍ
・
Ｆ
・
モ
ス
タ
フ
ァ　
　
　

序　
　

論

　

昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
年
）
八
月
に
安
岡
章
太
郎
（
一
九
二
〇
︱
）
は

「
新
潮
」（
八
月
号
）
に
「
家
族
団
欒
図
」
と
い
う
短
編
小
説
を
は
じ
め
て
発
表

し
た
。
そ
の
と
き
安
岡
章
太
郎
は
四
十
一
歳
で
、
妻
と
娘
一
人
（
当
時
五
歳
）

も
い
て
、
東
京
尾
山
台
の
マ
イ
ホ
ー
ム
に
移
り
住
ん
で
か
ら
五
年
ぐ
ら
い
経
っ

て
い
た
と
い
う
、
暮
ら
し
が
お
お
よ
そ
落
ち
着
き
、
ゆ
と
り
の
で
き
た
時
期
だ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
時
期
は
ま
た
日
本
の
敗
戦
か
ら
十
六
年
も
経
っ
て
い

て
、
日
本
の
経
済
は
目
覚
ま
し
い
発
展
を
成
し
遂
げ
、
そ
の
潤
い
の
兆
し
が
一

般
家
庭
の
生
活
ぶ
り
に
現
れ
始
め
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
日
本
中
が
「
も

は
や
戦
後
で
は
な
い
」
ム
ー
ド
で
、
言
い
換
え
れ
ば
日
本
人
は
当
時
「
心
の
中

の
〝
戦
後
〟
の
終
わ
り
」
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
だ
っ
た
と
も
言
え

よ
う
。

　

本
論
文
で
は
「
家
族
団
欒
図
」
を
は
じ
め
、「
海
辺
の
光
景
」「
愛
玩
」「
剣

舞
」「
故
郷
」
な
ど
に
登
場
す
る
安
岡
章
太
郎
を
代
弁
す
る
「
僕
」
だ
の
「
信

太
郎
」
だ
の
の
主
人
公
を
通
じ
て
、
自
分
の
胸
の
中
に
十
六
年
も
抱
き
続
け
て

き
た
〝
敗
戦
〟
の
複
雑
な
心
情
を
振
り
払
う
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
自
分
の

心
の
〝
敗
戦
の
後
遺
症
〟
に
終
止
符
を
打
ち
、〝
敗
戦
の
終
焉
〟
を
告
げ
る
こ

と
が
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
の
中
で
こ
れ
ま

で
照
明
が
当
て
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
、
こ
れ
ら
の
主
人
公
た
ち
と
母
親
と
の
係
わ

り
合
い
に
安
岡
章
太
郎
の
心
の
中
の
〝
敗
戦
〟
が
本
当
に
見
出
さ
れ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
母
親
の
強
烈
な
存
在
の
陰
に
潜
む
父
親
の
不
在
な
い
し
は
そ
の
薄
い

影
に
そ
れ
が
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
追
究
し
た
い
。

　

安
岡
章
太
郎
の
作
品
に
お
け
る
主
人
公
の
精
神
形
成
の
過
程

　

私
は
こ
の
十
年
の
間
、
い
わ
ゆ
る
「
第
三
の
新
人
」
の
小
説
、
殊
に
安
岡
章
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太
郎
の
作
品
を
中
心
に
研
究
し
、
ま
た
ア
ラ
ビ
ア
語
へ
の
翻
訳
活
動
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
研
究
に
お
い
て
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
断
続
的

に
五
つ
の
研
究
論
文
を
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
詳
細
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

�
「『
肥
っ
た
女
』　

戦
時
下
に
生
き
る
都
会
の
若
者
た
ち
」（「
中
京
国
文

学
」
第
一
七
号
、
一
九
九
八
年
）

�
「『
愛
玩
』
生
活
能
力
を
欠
い
た
一
家
と
回
復
へ
の
期
待　

安
岡
章
太
郎

の
〝
戦
後
〟
の
始
ま
り
」（
日
文
研
紀
要
『
日
本
研
究
』
第
19
集
、
一
九
九
九
年

六
月
）

�
「
被
占
領
者
の
屈
辱　

安
岡
章
太
郎
『
ハ
ウ
ス
・
ガ
ー
ド
』・『
ガ
ラ
ス
の

靴
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
日
文
研
紀
要
『
日
本
研
究
』
第
20
集
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）

�
「
日
本
戦
後
文
学
に
お
け
る
〝
戦
後
〟
は
果
た
し
て
終
わ
っ
た
の
か
」

（C
a
iro 

C
on

feren
ce 

on
 
Ja

pa
n
ese 

S
tu
d
ies, 

In
tern

a
tion

a
l 
S
ym

po-

siu
m
 
E
gypt, 

20
0
6, 

E
d
ited

 
b
y 

Ik
eu

ch
i 
S
ato

sh
i, 

In
tern

atio
n
al 

re-

search
 C

en
ter fo

r Jap
an

ese S
tu
d
ies, 2007

）

�
「
戦
時
下
・
戦
後
三
〇
年
の
日
本
精
神
史
・
安
岡
章
太
郎
は
こ
う
語
っ

た
」（『
創
立
二
〇
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

日
本
文
化
研
究
の
過
去
・
現

在
・
未
来　

新
た
な
地
平
を
開
く
た
め
に
』
白
幡
洋
三
郎
・
劉
建
輝
編
、
二
〇
〇

九
年
）

　

ま
た
、
ア
ラ
ビ
ア
語
へ
の
翻
訳
で
既
に
カ
イ
ロ
で
出
版
し
た
も
の
は
、「
海

辺
の
光
景
」「
宿
題
」「
青
葉
し
げ
れ
る
」「
質
屋
の
女
房
」「
D
町
の
に
お
い
」

「
ガ
ラ
ス
の
靴
」「
肥
っ
た
女
」「
蛾
」「
悪
い
仲
間
」
そ
し
て
本
論
の
テ
ー
マ
で

あ
る
「
家
族
団
欒
図
」
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
翻
訳
済
み
で
出
版
予
定
の
も
の

に
、「
陰
気
な
愉
し
み
」「
愛
玩
」「
ハ
ウ
ス
・
ガ
ー
ド
」「
剣
舞
」「
軍
歌
」「
ジ

ン
グ
ル
ベ
ル
」「
勲
章
」「
美
し
い
瞳
」
な
ど
が
あ
る
。

　

上
記
の
作
品
の
他
に
数
多
く
の
も
の
も
読
ん
で
き
た
が
、
こ
の
十
年
の
間
、

安
岡
章
太
郎
文
学
を
「
自
伝
で
も
っ
て
戦
後
日
本
国
民
精
神
史
を
切
実
に
語
る

も
の
」「
敗
戦
の
後
遺
症
の
苦
し
み
か
ら
の
立
ち
直
り
へ
の
試
み
」「
安
岡
章
太

郎
文
学
を
た
だ
の
〝
私
小
説
文
学
〟
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な

い
」
な
ど
、
私
な
り
に
分
析
し
理
解
し
、
提
言
し
て
み
た
い
。

　

そ
の
中
で
特
に
自
分
の
関
心
を
引
き
、
自
分
の
中
心
テ
ー
マ
た
る
「
安
岡
章

太
郎
の
敗
戦
の
後
遺
症
」
と
マ
ッ
チ
し
た
作
品
に
思
え
た
の
は
、「
愛
玩
」「
剣

舞
」「
海
辺
の
光
景
」「
家
族
団
欒
図
」「
軍
歌
」「
松
の
木
の
あ
る
町
で
」「
故

郷
」
で
あ
る
。
強
い
て
言
え
ば
以
上
の
作
品
の
共
通
点
は
、
戦
場
か
ら
生
還
し

た
負
け
将
軍
で
あ
る
主
人
公
の
「
私
」
の
父
親
が
鶏
（「
愛
玩
」
で
は
兎
に
な
っ

て
い
る
が
）
を
飼
い
始
め
る
風
景
と
敗
戦
の
後
遺
症
の
様
々
な
現
象
を
背
景
に
、

安
岡
章
太
郎
の
自
画
像
と
思
わ
せ
る
主
人
公
と
そ
の
父
親
と
の
関
係
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
中
で
、「
愛
玩
」

や
「
剣
舞
」
や
「
故
郷
」
な
ど
の
こ
と
を
「
安
岡
章
太
郎
の
〝
敗
戦
の
始
ま

り
〟」、「
海
辺
の
光
景
」
の
こ
と
を
「
安
岡
章
太
郎
の
〝
敗
戦
の
悲
劇
の
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
〟」、
そ
し
て
「
家
族
団
欒
図
」
や
「
軍
歌
」
を
「
安
岡
章
太
郎
の

〝
敗
戦
の
終
焉
〟」
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
び
、
特
に
「
愛
玩
」
と
「
海
辺
の
光
景
」
と

「
家
族
団
欒
図
」
と
い
う
三
部
作
と
も
呼
び
得
る
作
品
を
取
り
出
し
、
安
岡
章
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太
郎
の
心
の
中
の
〝
敗
戦
の
後
遺
症
〟
の
展
開
を
追
っ
て
そ
の
全
体
図
を
打
ち

出
し
て
み
た
い
。

母
の
存
在
よ
り
も
父
の
不
在

　

以
上
の
数
多
く
の
同
作
家
の
作
品
を
読
み
、
翻
訳
し
、
そ
し
て
研
究
論
文
の

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
く
ん
で
き
た
結
果
、
安
岡
文
学
に
お
い
て
父
親
の
存
在
が

如
何
に
大
き
か
っ
た
か
が
強
く
感
じ
ら
れ
た
。
安
岡
章
太
郎
の
膨
大
な
数
の
作

品
で
は
、
主
人
公
の
父
親
よ
り
も
そ
の
母
親
の
登
場
回
数
の
方
が
圧
倒
的
に
多

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
人
公
と
母
親
と
の
関
係
や
、
作
家
安
岡
章
太
郎
の
ポ
ー
ト

レ
ー
ト
を
形
成
す
る
の
に
如
何
に
実
物
の
母
親
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
か
が
こ
れ
ま
で
、
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

安
岡
章
太
郎
の
少
年
時
代
か
ら
青
年
時
代
と
く
に
大
学
受
験
時
代
ま
で
の
生

活
を
描
い
た
一
連
の
作
品
（「
宿
題
」「
悪
い
仲
間
」「
相
も
変
ら
ず
」「
蒸
し
暑
い

朝
」「
質
屋
の
女
房
」「
青
葉
し
げ
れ
る
」
な
ど
）
を
読
ん
で
み
る
と
、
ラ
ン
ク
の

高
い
軍
人
だ
っ
た
父
親
が
十
年
ほ
ど
家
を
留
守
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
外
地
の
戦

地
を
転
々
と
し
て
い
た
間
、
母
親
は
そ
の
空
白
を
埋
め
よ
う
と
必
死
に
な
っ
て

安
岡
章
太
郎
の
生
活
環
境
の
管
理
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
は
安
岡
章
太
郎
の
成
長
期
に
は
母
親
の
存
在
の
比
重
が
す
こ
ぶ
る

大
き
か
っ
た
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
幾
つ
か
の
作
品
を
通
し
て
う
か
が
え
る

こ
と
は
、
敗
戦
後
、
父
親
が
南
方
戦
線
か
ら
帰
っ
て
く
る
ま
で
安
岡
章
太
郎
青

年
に
と
っ
て
の
母
親
の
存
在
と
い
う
の
は
、
息
苦
し
く
て
鬱
陶
し
い
も
の
だ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
青
葉
し
げ
れ
る
」
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ

る
。

や
っ
ぱ
り
自
分
は
落
第
の
通
知
で
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
た
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
？
（
中
略
）
だ
が
問
題
は
、
こ
の
こ
と
を
ど
う
や
っ
て
、
お
ふ
く

ろ
に
知
ら
せ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
毎
年
の
例
だ
が
、
お
ふ
く
ろ
は
き
っ

と
泣
い
た
り
、
ド
ナ
っ
た
り
、
あ
げ
く
の
は
て
は
引
っ
掻
い
た
り
、
つ
ね

っ
た
り
、
ま
る
で
女
学
生
の
喧
嘩
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
す
る
。（
中
略
）

さ
い
わ
い
朝
寝
の
性
分
の
母
親
は
、
ま
だ
起
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、

足
音
を
し
の
ば
せ
な
が
ら
寝
間
に
近
づ
い
て
障
子
の
合
せ
目
に
、
こ
っ
そ

り
ハ
ガ
キ
を
差
し
こ
ん
で
、
そ
の
ま
ま
散
歩
に
出
掛
け
る
こ
と
に
す
る
。

（
中
略
）
帰
っ
て
み
る
と
、
母
親
は
起
き
て
朝
食
の
膳
の
前
に
坐
っ
て
い

た
。
で
っ
ぷ
り
と
肥
っ
て
、
ま
る
で
縦
よ
り
横
の
方
が
広
く
見
え
そ
う
な

軀
が
）
（
（

…
…
。

　

ま
た
、
同
じ
く
「
青
葉
し
げ
れ
る
」
に
は
次
の
箇
所
が
あ
る
。

事
実
、
彼
は
遊
ぶ
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。
兄
弟
が
な
く
て
、

幼
児
か
ら
母
親
と
ば
か
り
く
ら
し
た
せ
い
か
、
野
球
の
ル
ー
ル
も
知
ら
な

い
し
、
詰
将
棋
も
で
き
な
い
。
そ
れ
か
と
い
っ
て
女
の
子
と
い
っ
し
ょ
に
、

マ
マ
ご
と
や
オ
ハ
ジ
キ
を
す
る
気
に
も
な
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
つ
ま
り
何
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も
せ
ず
に
、
た
ま
に
母
親
に
つ
れ
ら
れ
て
ミ
ツ
豆
で
も
食
べ
に
行
く
の
を

無
上
の
よ
ろ
こ
び
と
心
得
て
い
た
わ
け
だ
。
だ
か
ら
道
徳
的
に
は
そ
だ
た

な
か
っ
た
が
、「
不
良
」
に
は
な
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
…
…
し
か
し
、

そ
う
い
う
生
活
が
だ
ん
だ
ん
と
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
た
。

さ
い
わ
い
母
親
は
マ
メ
な
方
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
一
日
じ
ゅ
う
付
き
ま

と
っ
て
箸
の
上
げ
下
ろ
し
に
文
句
を
云
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
顔
を
合
せ
て
い
る
だ
け
で
重
苦
し
い
気
が
す
る
。（
中

略
）
と
に
か
く
、
そ
ん
な
こ
と
で
家
に
い
る
よ
り
は
学
校
で
友
達
と
い
っ

し
ょ
に
い
る
方
が
、
ま
だ
マ
シ
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
）
（
（

。

　

ま
た
、「
海
辺
の
光
景
」
に
は
主
人
公
の
信
太
郎
は
、
母
親
が
最
後
の
日
々

を
迎
え
る
精
神
病
院
の
あ
る
部
屋
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
窓
の
海
の
景
色
を
見
な
が

ら
、
母
親
の
危
篤
状
態
を
知
ら
せ
る
電
報
が
届
く
二
日
前
の
日
の
記
憶
を
次
の

よ
う
に
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。

友
人
が
あ
と
か
ら
追
い
か
け
て
き
て
、
二
人
は
別
の
店
へ
入
っ
た
。
黒
い

ド
レ
ス
を
着
た
大
き
な
女
が
や
っ
て
き
て
、
彼
の
と
な
り
に
腰
を
下
ろ
し

た
。「
次
の
日
曜
日
に
ど
こ
か
へ
行
こ
う
」
と
云
う
と
、
女
は
承
知
し
た

し
る
し
に
首
を
振
っ
て
、
分
厚
い
胸
を
よ
せ
て
き
た
。
あ
け
方
ち
か
く
家

へ
か
え
る
と
、
母
の
危
篤
を
し
ら
せ
る
電
報
が
と
ど
い
て
い
た
。（
中

略
）
考
え
て
み
る
と
、「
お
ふ
く
ろ
が
キ
ト
ク
で
、
日
曜
日
に
は
行
け
そ

う
も
な
い
…
…
」
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
こ
ん
な
場
合
に
使
わ
れ
る
�

の
典
型
み
た
い
な
も
の
だ
。
死
に
ぎ
わ
ま
で
、
母
が
自
分
の
色
事
に
邪
魔

を
し
て
い
る
の
か
と
お
も
う
と
、
お
か
し
か
っ
た
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
に

も
イ
ザ
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
母
親
が
出
て
き
た
た
め
に
事
が
こ
わ
れ
た
経

験
は
何
度
も
あ
る
）
（
（

。

　

松
原
新
一
氏
は
安
岡
章
太
郎
の
こ
の
母
親
へ
の
被
束
縛
感
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

『
質
屋
の
女
房
』
と
い
う
佳か

作さ
く

が
あ
る
が
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
は
、
は

じ
め
て
質
屋
へ
行
っ
て
、「
ノ
レ
ン
を
く
ぐ
っ
て
格
子
戸
を
開
け
る
と
き
、

大
罪
を
犯
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
自
分
は
も
う
、
こ
れ
で
清
浄
潔

白
の
身
分
で
は
な
く
な
る
。
堕
落
学
生
の
刻
印
を
額
の
上
に
お
さ
れ
る
の

だ
」
と
考
え
る
。
彼
の
感
じ
る
こ
の
「
大
罪
悪
」
の
意
識
は
、
い
わ
ば
母

親
の
影
で
あ
る
。
彼
が
家
の
近
所
の
質
屋
へ
出
入
り
す
る
の
を
避
け
て
い

る
の
も
、
母
親
の
「
眼
つ
き
」
を
恐
れ
る
主
人
公
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、

安
岡
章
太
郎
の
文
学
の
読
者
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
親
し
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
小
説
の
主
人
公
の
気
弱
い
反
抗
は
、
母
親
の
眼
つ
き
の
束
縛
か
ら
の

が
れ
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
）
（
（

。

　

し
か
し
、
三
人
称
で
「
順
太
郎
」
も
し
く
は
「
信
太
郎
」
あ
る
い
は
一
人
称
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の
「
私
」
で
登
場
す
る
安
岡
章
太
郎
の
初
期
作
品
の
主
人
公
は
、
母
親
の
存
在

を
「
息
苦
し
い
」
も
の
と
し
て
見
て
し
ま
う
半
面
、
彼
女
に
「
女
」
を
感
じ
る

と
い
う
マ
ザ
コ
ン
的
な
側
面
も
心
の
ど
こ
か
に
薄
々
あ
っ
た
ら
し
い
。「
顔
の

責
任
」
と
い
う
作
品
で
は
、
こ
の
側
面
を
示
す
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

生
来
、
私
は
自
分
の
顔
に
つ
い
て
人
並
み
以
上
に
深
い
関
心
を
も
っ
て

き
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
が
一
人
息
子
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
私
は
母
親
と
二
人
き
り
で
い
る
こ
と
が
多

か
っ
た
か
ら
、
母
の
化
粧
す
る
と
こ
ろ
を
見
て
自
分
も
鏡
を
の
ぞ
き
こ
ん

だ
り
、
ま
た
母
が
着
る
も
の
や
身
に
つ
け
る
も
の
に
選
り
好
み
す
る
の
を

真
似
て
自
分
も
飛
行
機
の
絵
を
模
様
に
し
た
柄
の
着
物
を
好
ん
だ
り
、
も

も
ひ
き
を
は
く
の
を
嫌
が
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
に
父
親
が
勤
め
の
都
合
で

家
に
い
る
こ
と
が
す
く
な
か
っ
た
か
ら
、
私
は
母
の
愛
情
を
一
人
占
め
に

し
、
お
か
げ
で
、
こ
れ
は
云
い
た
く
な
い
こ
と
だ
が
、
自
分
が
悪
く
な
い

容
貌
を
し
て
い
る
の
だ
と
錯
覚
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
）
（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、「
肥
っ
た
女
」
で
は
、
主
人
公
の
「
私
」
の
眼
に
は
自
ら
の
母

親
と
女
郎
屋
で
眼
を
つ
け
た
東
北
の
田
舎
出
身
で
肥
っ
た
「
君
太
郎
」
と
い
う

女
性
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
し
ま
い
、
知
ら
ぬ
う
ち
に
体
格
的
に
母
親
に
似
た

「
君
太
郎
」
に
自
ら
の
母
親
の
「
女
」
を
求
め
て
し
ま
う
、
と
い
う
衝
撃
的
な

筋
立
て
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
出
だ
し
は
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
こ
ろ
僕
は
肥
っ
た
女
を
み
る
と
、
何
と
も
い
え
な
い
親
し
さ
を
感

じ
た
。
ゆ
き
ず
り
に
街
で
す
れ
ち
が
っ
た
だ
け
で
も
相
手
が
肥
っ
て
い
る

女
性
だ
と
、
僕
は
自
分
に
好
意
を
よ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
お
ち

い
っ
た
。
学
校
の
か
え
り
途
に
、
仲
間
と
よ
く
行
く
喫
茶
店
で
も
、
肥
っ

た
給
仕
女
と
顔
を
見
合
せ
る
と
何
と
な
く
モ
ノ
に
な
り
そ
う
な
気
が
し
た
。

丸
い
は
ち
切
れ
そ
う
な
頰
や
、
頤
お
と
が
いや
、
ま
わ
り
か
ら
肉
に
圧
さ
れ
て
細
く

小
さ
く
な
っ
た
眼
や
、
摑
み
ご
た
え
あ
り
そ
う
な
二
の
腕
や
、
肉
づ
き
よ

く
盛
り
上
っ
て
ク
ボ
ミ
の
で
き
る
手
や
足
の
甲
や
、
そ
ん
な
も
の
を
見
た

だ
け
で
僕
は
不
思
議
と
心
が
安
ま
り
、
は
に
か
む
こ
と
な
し
に
最
初
か
ら

自
由
に
ふ
る
ま
っ
て
、
何
で
も
話
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
僕
は
一

人
っ
子
で
甘
や
か
さ
れ
て
育
っ
て
き
た
が
僕
の
母
は
、
僕
の
も
の
ご
こ
ろ

つ
い
た
こ
ろ
か
ら
、
い
つ
も
肥
る
こ
と
ば
か
り
を
気
に
病
ん
で
い
た
）
（
（

…
…
。

　

そ
し
て
、「
故
郷
」
と
い
う
作
品
で
は
次
の
件
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

た
だ
子
供
の
頃
、
僕
の
母
と
二
人
っ
き
り
で
い
た
と
き
の
こ
と
を
憶
え

て
い
る
の
は
、
太
腿
を
抓
り
上
げ
ら
れ
た
と
き
の
痛
さ
だ
。（
中
略
）
し

か
し
僕
が
普
通
の
人
よ
り
ず
っ
と
余
計
に
母
と
い
っ
し
ょ
に
い
た
こ
と
は

た
し
か
だ
。
母
は
ど
こ
へ
で
も
僕
を
つ
れ
て
行
っ
た
し
、
僕
は
ま
た
母
の
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そ
ば
に
く
っ
つ
い
て
い
る
と
き
が
、
一
番
あ
た
り
ま
え
な
気
持
が
し
て
い

た
。
中
学
校
を
卒
業
す
る
こ
ろ
ま
で
、
僕
は
別
段
そ
れ
で
束
縛
さ
れ
て
い

る
と
は
感
じ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
僕
の
性
格
の
後
天
的
な
部
分
は
大
半
、

母
親
か
ら
受
け
つ
い
で
い
る
。
食
べ
物
の
好
み
は
勿
論
の
こ
と
、
物
の
感

じ
方
の
も
っ
と
細
い
部
分
ま
で
母
の
感
化
で
出
来
上
っ
て
い
る
）
（
（

。

　

ま
た
同
じ
作
品
の
中
で
も
、
主
人
公
「
僕
」
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
。

　

小
さ
な
子
供
が
よ
く
受
け
る
質
問
「
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
、
ど
っ

ち
が
好
き
？
」
あ
れ
を
僕
は
い
く
つ
に
な
っ
て
も
聞
か
さ
れ
つ
づ
け
だ
っ

た
よ
う
な
も
の
だ
。
母
は
父
の
容
貌
や
姿
勢
や
立
居
振
舞
の
ク
セ
な
ど
を

滑
�
な
醜
い
も
の
と
し
て
絶
え
ず
僕
に
吹
き
込
ん
だ
。
そ
れ
で
、
僕
は
世

の
中
に
父
ほ
ど
醜
い
姿
の
人
は
な
い
の
だ
と
信
じ
こ
み
、
自
分
の
顔
や
風

姿
は
つ
と
め
て
母
の
そ
れ
に
似
た
い
も
の
だ
と
念
願
し
た
）
（
（

。

　

同
じ
作
品
で
、
主
人
公
「
僕
」
は
母
親
の
厳
し
い
管
理
か
ら
の
脱
出
願
望
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

僕
は
母
か
ら
ど
ん
な
に
沢
山
の
も
の
を
受
け
つ
が
さ
れ
た
に
し
て
も
、

い
つ
か
母
の
支
配
か
ら
脱
け
出
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

だ
か
ら
鵠
沼
の
家
を
引
き
は
ら
う
こ
と
は
一
家
に
と
っ
て
は
、
ひ
ど
く
悲

し
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
っ
た
僕
の
ね
が
い
は
簡
単
に
と
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
）
（
（

。

　

し
か
し
、「
敗
戦
の
後
遺
症
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
か
ぎ
り
、
以

上
記
述
し
た
安
岡
章
太
郎
作
品
中
の
主
人
公
が
、
十
年
ぐ
ら
い
の
間
に
母
親
と

ほ
と
ん
ど
二
人
き
り
で
暮
ら
し
て
如
何
に
母
親
の
影
響
を
強
烈
に
受
け
た
と
は

い
え
、
そ
し
て
母
親
の
父
に
対
す
る
愚
痴
を
聞
か
さ
れ
、
如
何
に
父
親
の
こ
と

を
嫌
っ
た
と
は
い
え
、
留
守
勝
ち
の
父
親
と
切
り
た
く
て
も
切
れ
な
い
よ
う
な
、

逃
れ
た
く
て
も
逃
れ
よ
う
の
な
い
よ
う
な
運
命
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
、
父

親
の
帰
還
当
時
か
ら
じ
わ
じ
わ
と
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
運
命
に
よ

っ
て
安
岡
章
太
郎
本
人
そ
し
て
そ
の
主
人
公
た
ち
が
自
分
の
心
の
中
に
〝
敗

戦
〟
の
姿
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

父
親
の
帰
還
と
〝
敗
戦
の
始
ま
り
〟

　

招
か
れ
ざ
る
訪
問
者

　

桶
谷
秀
昭
『
昭
和
精
神
史
』
戦
後
�
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

第
一
次
戦
後
派
や
第
二
次
戦
後
派
そ
し
て
第
三
の
新
人
の
作
家
達
は
そ

れ
ぞ
れ
自
分
な
り
の
角
度
か
ら
日
本
の
〝
敗
戦
〟
を
描
い
た
。
戦
争
あ
る

い
は
大
規
模
な
天
災
の
後
に
、
人
心
の
不
安
、
動
揺
に
根
ざ
す
文
学
の
新
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「家族団欒図」

傾
向
が
あ
ら
は
れ
る
。
日
露
戦
後
の
自
然
主
義
と
呼
ば
れ
た
一
群
の
小
説

が
そ
れ
で
あ
り
、
関
東
大
震
災
後
の
新
感
覚
派
小
説
で
あ
る
。（
中
略
）

そ
れ
ら
過
去
の
歴
史
的
体
験
と
重
な
り
な
が
ら
、
昭
和
二
十
年
代
の
戦
後

文
学
は
、
敗
戦
と
異
国
軍
隊
に
よ
る
占
領
と
い
う
未
曾
有
の
現
実
か
ら
生

ま
れ
た
）
10
（

。

　

米
国
の
無
差
別
爆
撃
に
よ
っ
て
東
京
を
は
じ
め
、
大
都
市
は
ほ
と
ん
ど
一
面

の
廃
墟
と
化
し
て
い
た
。
こ
の
強
烈
な
現
実
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
無
名
の
新
人

小
説
家
の
椎
名
麟
三
（
一
九
一
一　

一
九
七
三
）
は
「
深
夜
の
酒
宴
」（
一
九
四

七
年
）
と
い
う
小
説
を
綴
っ
た
。
こ
の
小
説
で
彼
は
焼
け
跡
に
生
き
る
人
間
の

ど
ん
底
の
暮
ら
し
を
描
い
た
。
こ
れ
は
、
昭
和
初
期
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
が

好
ん
で
描
い
た
下
層
庶
民
の
貧
困
に
つ
き
ま
と
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
の
観
念
臭
を

持
た
な
い
描
写
で
あ
る
。
椎
名
麟
三
本
人
は
若
い
頃
共
産
主
義
の
思
想
を
持
つ

労
働
者
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
思
想
の
た
め
三
年
に
わ
た
っ
て
獄
中
生
活
を
強
い

ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
深
夜
の
酒
宴
」
の
元
共
産
主
義
者
の
主
人
公
は
、

転
向
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
、「
全
く
思
想
な
ん
か
豚
に
く
わ
れ
て
し
ま
え

だ
。
思
想
な
ん
か
せ
い
ぜ
い
便
所
の
落
と
し
紙
に
な
る
く
ら
い
な
も
ん
だ
。」

と
述
べ
て
い
る
。

　

椎
名
麟
三
は
敗
戦
の
衝
撃
に
よ
っ
て
「
廃
墟
」
の
現
実
を
中
心
テ
ー
マ
に
と

っ
た
が
、「
焼
け
野
原
の
跡
の
闇
市
」
と
い
う
身
近
な
テ
ー
マ
を
選
ん
で
自
分

の
心
に
生
ま
れ
た
敗
戦
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
作
家
の
中
に
は
大
衆
作
家
と
し

て
日
本
の
学
界
や
文
学
史
で
類
別
さ
れ
が
ち
な
野
坂
昭
如
（
一
九
三
〇　

）
や

第
一
次
戦
後
派
と
さ
れ
て
い
る
石
川
淳
（
一
八
九
九　

一
九
八
七
）
な
ど
が
い

る
。
石
川
淳
は
敗
戦
直
後
に
廃
墟
の
跡
に
で
き
た
闇
市
か
ら
強
烈
に
漂
う
混
乱

や
人
間
喪
失
の
現
実
を
自
在
に
抽
象
し
な
が
ら
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
満
ち
た
虚
構
の

世
界
に
精
神
の
劇
を
具
体
化
す
る
と
い
う
独
自
の
方
法
を
完
成
し
、
自
分
に
と

っ
て
の
敗
戦
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
た
。
そ
し
て
テ
ー
マ
別
に
追
っ
て
い
く

と
（
次
の
世
代
に
な
る
が
）〝
焼
け
跡
闇
市
派
〟
と
日
本
文
学
界
で
知
ら
れ
た
野

坂
昭
如
が
、
あ
の
有
名
な
同
氏
独
特
の
長
い
話
文
体
で
綴
っ
た
「
火
垂
る
の

墓
」（
一
九
六
七
年
）
の
冒
頭
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
の
敗
戦
は
神
戸
の
大
空
襲
に

よ
る
養
父
母
と
の
死
別
、
そ
し
て
妹
の
栄
養
失
調
に
よ
る
衰
弱
死
と
い
う
ダ
ブ

ル
・
パ
ン
チ
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
東
京
や
関
西
の
闇
市
放
浪
生
活
を
送
り
、
食

べ
物
欲
し
さ
か
ら
窃
盗
行
為
で
少
年
院
に
収
容
さ
れ
る
と
い
う
生
々
し
い
体
験

を
通
し
て
独
特
の
文
学
が
で
き
あ
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
外
地
で
終
戦

を
迎
え
て
捕
虜
と
な
っ
た
作
家
た
ち
の
敗
戦
体
験
も
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
た
、

自
己
を
侵
略
戦
争
の
被
害
者
の
立
場
に
一
方
的
に
置
か
ず
に
、
他
民
族
に
対
す

る
加
害
者
と
し
て
の
自
覚
、
共
犯
者
意
識
を
同
時
に
持
っ
た
何
人
か
の
作
家
も

い
た
。
終
戦
を
中
国
で
迎
え
た
堀
田
善
衛
（
一
九
一
八　

一
九
九
八
）
は
「
上

海
に
て
」
で
、
中
国
で
目
撃
し
た
日
本
軍
の
蛮
行
を
指
摘
し
、「
私
に
と
っ
て

一
つ
の
出
発
点
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。
ま
た
実
際
兵
役
中
に
終
戦
を
中

国
で
迎
え
た
小
島
信
夫
（
一
九
一
五　

二
〇
〇
六
）
も
「
小
銃
」（
一
九
五
二

年
）
で
は
主
人
公
の
「
私
」
が
中
国
人
の
女
性
を
上
官
の
命
令
で
銃
剣
で
刺
し
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殺
す
場
面
を
生
々
し
く
描
い
て
い
る
。
大
岡
昇
平
（
一
九
〇
九　

一
九
八
八
）

は
太
平
洋
戦
争
の
終
結
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
迎
え
、
現
役
日
本
兵
士
と
し
て
ア
メ

リ
カ
軍
に
よ
っ
て
捕
虜
と
な
っ
た
が
、
こ
の
体
験
を
巧
み
な
文
体
で
「
俘
虜

記
」（
一
九
四
八
年
）
と
い
う
題
の
小
説
に
綴
っ
た
。
そ
し
て
同
作
家
は
「
野

火
」（
一
九
五
一
年
）
で
戦
場
を
離
脱
し
て
限
界
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
兵
士
の

孤
独
と
生
へ
の
執
着
を
掘
り
下
げ
た
。
そ
し
て
、
戦
地
か
ら
生
き
て
帰
っ
て
く

る
夫
や
父
親
を
迎
え
た
と
き
、
家
族
や
身
内
に
と
っ
て
敗
戦
が
始
ま
っ
た
ケ
ー

ス
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
気
持
ち
を
代
弁
し
た
の
が
こ
の
論
文
で
あ

げ
よ
う
と
し
て
い
る
安
岡
章
太
郎
で
あ
る
。

　

敗
戦
に
よ
っ
て
数
多
く
の
復
員
軍
人
が
そ
れ
ぞ
れ
マ
イ
ホ
ー
ム
に
も
ど
る
こ

と
で
一
つ
の
「
戦
後
の
始
ま
り
」
が
展
開
し
は
じ
め
る
と
い
う
見
方
も
成
立
す

る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
川
村
湊
氏
は
似
た
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
る
。
同

氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
戦
後
は
「
帰
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ

る
。　

兵
隊
さ
ん
た
ち
が
大
陸
や
南
方
か
ら
復
員
し
て
か
え
っ
て
く
る
の
を
、

見
た
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
疲
れ
て
、
や
せ
て
、
元
気
も
な
く
て
、

い
か
に
も
気
の
毒
な
様
子
で
す
。
中
に
は
病
人
に
な
っ
て
、
蝋
の
よ
う
な

顔
色
を
し
て
、
担
架
に
か
つ
が
れ
て
い
る
人
も
あ
り
ま
す
」。
竹
山
道
雄

の
『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』
の
書
き
出
し
の
部
分
で
あ
る
。
か
え
っ
て
き
た
の

は
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
な
ど
の
戦
場
で
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
旧

日
本
軍
の
兵
士
だ
け
で
は
な
く
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

日
本
の
植
民
地
、
占
領
地
に
住
み
つ
い
て
い
た
人
た
ち
、
訪
れ
て
い
た
人

た
ち
、
そ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
た
ち
な
ど
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
彼
ら
は

「
外
地
」
か
ら
「
内
地
」
で
あ
る
「
日
本
」
の
島
々
へ
帰
還
し
た
わ
け
で

あ
る
。
ま
た
「
内
地
」
か
ら
同
じ
「
内
地
」
へ
帰
っ
た
人
た
ち
も
い
る
。

こ
れ
は
、
徴
兵
さ
れ
た
軍
隊
か
ら
、
動
員
さ
れ
た
軍
需
工
場
か
ら
、
疎
開

し
た
田
舎
の
共
同
舎
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
戦
争
前
も
し
く
は
戦
争
中

に
元
々
い
た
町
や
家
に
帰
っ
て
き
た
大
人
た
ち
や
子
供
た
ち
の
こ
と
な
の

で
あ
る
）
12
（

。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
復
員
軍
人
た
ち
が
日
本
に
帰
り
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
す

べ
て
終
わ
り
、
す
べ
て
解
決
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き

よ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
〝
戦
後
〟
は
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
形
の
〝
帰

還
〟
や
〝
喪
失
〟、
そ
し
て
日
常
生
活
の
困
難
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
す
べ
て
肌
で
感
じ
目
に
み
え
る
〝
戦
後
〟
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
〝
高
度

経
済
成
長
〟
の
時
点
で
ほ
と
ん
ど
終
わ
っ
て
い
る
が
、
一
方
目
に
見
え
な
い
奥

深
い
と
こ
ろ
に
心
の
傷
を
負
っ
た
日
本
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
治
る
ま
で
の
時

間
は
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
「
治
っ
た
」
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
何

か
の
き
っ
か
け
で
そ
れ
が
ふ
と
甦
っ
た
り
す
る
と
い
う
、
人
に
よ
っ
て
終
わ
り

き
れ
な
い
〝
戦
後
〟
も
し
く
は
〝
敗
戦
〟
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

数
年
ぶ
り
に
父
親
が
生
き
て
帰
還
し
て
く
る
と
、
安
岡
章
太
郎
か
ら
見
れ
ば
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そ
の
父
親
は
ま
る
で
二
人
（
自
分
と
母
親
）
の
平
和
な
日
常
を
ぶ
っ
壊
し
に
や

っ
て
き
た
よ
そ
も
の
の
叔
父
さ
ん
の
よ
う
に
う
つ
っ
て
し
ま
い
、
い
つ
し
か
安

岡
は
母
親
に
同
情
す
る
よ
う
に
な
る
。
帰
還
し
て
き
た
父
親
の
様
子
の
描
写
は

幾
つ
か
の
作
品
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
主
人
公
た
る
そ
の
息
子
の
心
の
中
の
複
雑

な
想
い
や
戸
惑
い
が
鮮
明
に
描
か
れ
た
。「
剣
舞
」
で
は
次
の
よ
う
に
そ
の
様

子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

終
戦
の
よ
く
年
、
父
は
仏
印
か
ら
帰
っ
て
き
た
。
父
が
い
た
と
き
住
ん

で
い
た
世
田
谷
の
家
は
戦
災
に
あ
っ
て
焼
け
て
お
り
、
僕
ら
は
母
方
の
叔

父
に
か
り
た
鵠
沼
の
別
荘
で
父
を
む
か
え
た
。
革
製
の
、
長
持
の
よ
う
に

大
き
な
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背
負
っ
た
父
は
、
玄
関
で
僕
に
顔
を
合
せ
る

と
「
や
あ
」
と
だ
け
云
っ
て
恥
し
そ
う
に
だ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
）
1（
（

。

　

ま
た
、「
海
辺
の
光
景
」
で
も
似
た
よ
う
な
場
面
に
出
く
わ
す
。

　
「
ア
ス
カ
エ
ル
、
シ
ン
キ
チ
」
と
い
う
電
報
の
と
ど
い
た
こ
と
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
旅
行
か
ら
か
え
っ
て
く
る
夫
や
父
を
迎
え
る
の
と
同
じ
だ
っ

た
。
翌
日
、
玄
関
に
立
っ
た
信
太
郎
は
、
顔
を
合
せ
る
と
、「
や
あ
」
と

だ
け
云
っ
て
恥
ず
か
し
そ
う
に
う
つ
向
き
な
が
ら
、
将
官
用
の
脚
に
ぴ
っ

た
り
吸
い
つ
く
長
靴
を
不
器
用
な
手
つ
き
で
脱
ぎ
出
す
父
を
見
た
と
き
、

は
じ
め
て
得
体
の
し
れ
な
い
動
揺
が
や
っ
て
き
た
）
1（
（

。

　

ま
た
、
同
じ
作
品
の
別
の
箇
所
に
は
次
の
場
面
が
見
ら
れ
る
。

　

若
い
看
護
人
の
そ
ん
な
話
を
き
く
と
も
な
し
に
聞
き
な
が
ら
、
信
太
郎

は
父
母
と
い
っ
し
ょ
に
暮
し
た
鵠
沼
海
岸
の
家
の
こ
と
を
憶
い
出
し
て
い

た
。
終
戦
の
翌
年
だ
っ
た
。
父
は
階
級
章
を
剥
ぎ
取
っ
た
軍
服
に
、
革
製

の
ふ
し
ぎ
な
型
の
リ
ュ
ク
サ
ッ
ク
を
背
負
っ
た
姿
で
、
南
方
か
ら
送
還
さ

れ
て
く
る
と
、
屋
敷
の
一
隅
で
捕
虜
収
容
所
の
生
活
を
は
じ
め
た
）
1（
（

。

　

そ
し
て
、「
愛
玩
」
で
も
そ
の
様
子
を
物
語
る
次
の
件
が
あ
る
。

　

軍
人
だ
っ
た
父
は
獣
医
官
だ
っ
た
の
で
ど
う
や
ら
戦
犯
に
も
な
ら
ず
、

無
事
に
南
方
か
ら
引
き
上
げ
て
ま
る
四
年
に
な
る
の
だ
が
、
あ
ち
ら
で
の

抑
留
期
間
中
よ
ほ
ど
お
ど
か
さ
れ
た
ら
し
く
、
ぶ
ん
殴
ら
れ
る
こ
と
を
警

戒
し
て
、
こ
の
鵠
沼
の
家
の
門
か
ら
外
へ
は
ほ
と
ん
ど
一
歩
も
出
た
こ
と

が
な
い
）
1（
（

。

　

お
そ
ら
く
父
親
の
そ
の
情
け
な
い
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
「
信
太
郎
」
も

し
く
は
「
僕
」、
つ
ま
り
実
際
の
安
岡
章
太
郎
本
人
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
、

得
体
の
知
れ
な
い
動
揺
に
お
そ
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
揺
を
引
き
起
こ

し
た
の
は
複
数
の
感
情
が
入
り
混
じ
っ
た
衝
撃
だ
と
思
わ
れ
る
。
先
ず
第
一
に
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言
え
る
の
は
、
初
め
て
敗
戦
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
「
海
辺
の
光
景
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

い
っ
て
み
れ
ば
信
太
郎
と
母
と
は
、
父
親
の
帰
還
で
は
じ
め
て
敗
戦
を

迎
え
た
わ
け
だ
っ
た
）
1（
（

。

　

も
う
一
つ
は
、
父
親
の
突
然
の
帰
還
に
よ
っ
て
、
せ
っ
か
く
そ
の
留
守
の
間

に
築
か
れ
た
息
子
と
母
親
と
の
密
接
な
雰
囲
気
が
妨
害
さ
れ
取
り
壊
さ
れ
そ
う

に
な
っ
た
不
安
か
ら
生
ま
れ
た
衝
撃
だ
と
思
わ
れ
る
。

父
親
の
不
名
誉
な
帰
還
・
招
か
れ
ざ
る
訪
問
者

　

前
者
の
衝
撃
、
つ
ま
り
父
親
の
戦
場
か
ら
の
帰
還
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、

「
海
辺
の
光
景
」
な
ど
は
、
帰
還
し
て
く
る
父
親
を
迎
え
た
の
は
戦
争
が
終
わ

っ
て
数
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
海
辺
の
光
景
」
は
昭
和
三
十
四
年
に
連
載
発
表
さ
れ
、
単
行
本
化
さ
れ
た
。

敗
戦
後
十
四
年
が
経
ち
、
作
者
三
十
九
歳
、
す
で
に
中
年
の
域
に
さ
し
か
か
っ

て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
戦
後
」
は
、
社
会
状
況
と
し
て
は
終
わ
り
を
告
げ
よ
う

と
し
て
い
た
。
主
人
公
浜
口
信
太
郎
は
、
今
は
織
物
会
社
の
嘱
託
を
し
な
が
ら

翻
訳
の
仕
事
も
こ
な
す
独
身
者
で
あ
る
。
脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
患
っ
て
兵
役
免
除

と
な
っ
た
彼
は
、
敗
戦
後
に
数
年
の
間
、
闘
病
生
活
を
送
る
。
一
人
息
子
で
あ

る
彼
は
母
親
と
二
人
き
り
で
敗
戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
十
年
ほ
ど
生
活
を
し
て
い

た
。
敗
戦
後
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
捕
虜
と
な
っ
た
父
親
信
吉
は
半
年
ほ
ど
し
て
家

に
帰
っ
て
き
た
。
軍
人
と
し
て
の
職
を
失
っ
た
父
親
は
、
も
っ
ぱ
ら
養
鶏
と
畑

作
業
を
生
き
甲
斐
の
よ
う
に
す
る
。
十
年
ぐ
ら
い
夫
が
留
守
勝
ち
だ
っ
た
家
を

守
っ
て
一
人
息
子
の
信
太
郎
を
育
て
て
き
た
チ
カ
は
最
初
か
ら
夫
の
信
吉
の
こ

と
を
鬱
陶
し
く
思
い
、
息
子
の
信
太
郎
の
前
で
は
し
ば
し
ば
そ
の
気
持
ち
を
露

わ
に
し
て
い
た
。
一
家
は
戦
後
七
年
間
、
藤
沢
の
鵠
沼
海
岸
の
家
に
住
ん
で
い

た
が
、
両
親
は
土
佐
の
親
戚
を
頼
っ
て
引
っ
越
し
、
信
太
郎
一
人
が
東
京
に
と

ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
か
ら
母
親
の
チ
カ
の
様
子
が
お

か
し
く
な
り
始
め
、
高
知
湾
を
見
下
ろ
す
「
永
楽
園
」
と
い
う
精
神
病
院
に
入

院
さ
せ
ら
れ
た
。
小
説
の
流
れ
は
そ
の
一
年
後
に
ス
タ
ー
ト
す
る
。
母
が
危
篤

状
態
に
陥
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
電
報
が
信
太
郎
の
も
と
に
届
け
ら
れ
、

急
遽
精
神
病
院
ま
で
足
を
は
こ
ん
で
か
ら
母
親
が
死
ん
で
し
ま
う
ま
で
の
九
日

間
の
出
来
事
が
記
さ
れ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
過
去
の
記
憶
が
甦
る
「
フ
ラ
ッ
シ

ュ
・
バ
ッ
ク
」
の
技
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　

色
々
な
形
で
敗
戦
の
様
子
が
日
常
生
活
を
通
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ

っ
た
が
、
た
と
え
母
親
の
影
響
で
心
の
中
で
父
親
に
対
す
る
嫌
な
想
い
が
宿
っ

て
い
る
と
い
え
ど
も
、
一
家
の
主
た
る
父
親
、
ま
し
て
や
大
日
本
帝
国
軍
高
官

で
あ
る
父
親
が
ボ
ロ
ボ
ロ
の
軍
服
で
勲
章
を
剥
ぎ
取
ら
れ
捕
虜
収
容
所
で
の
長

い
生
活
で
自
信
を
な
く
し
た
姿
で
家
の
門
先
で
呆
然
と
突
っ
立
っ
て
い
る
の
を

目
の
当
た
り
に
し
た
瞬
間
に
、
つ
ま
り
父
親
の
捕
虜
収
容
所
か
ら
の
不
名
誉
な

帰
還
の
様
子
を
マ
ザ
マ
ザ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
そ
の
瞬
間
に
、
主
人
公
が
は
じ
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め
て
戦
後
の
衝
撃
つ
ま
り
敗
北
の
屈
辱
の
衝
撃
を
実
感
し
た
の
は
無
理
も
な
い

こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
父
親
の
そ
の
情
け
な
い
姿
は
、
む
し
ろ
主
人
公
の
目
に

は
敗
北
を
招
い
た
昭
和
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
国
家
の
支
配
体
制
と
し
て

映
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
様
子
を
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し
た
の
は
同

作
家
の
「
愛
玩
」
で
あ
る
。

　

舞
い
上
る
砂
煙
の
な
か
で
「
ひ
え
ー
ッ
、
ひ
え
ー
ッ
」
と
云
う
カ
ン
高

い
か
け
声
と
と
も
に
、
踊
り
狂
う
人
の
よ
う
に
ク
ワ
を
ふ
る
っ
て
い
る
父

の
姿
は
、
や
り
き
れ
な
い
徒
労
の
孤
独
と
絶
望
と
に
僕
を
追
い
や
る
。

（
中
略
）
僕
は
寝
て
い
る
座
敷
か
ら
縁
側
ご
し
に
ど
な
る
。

「
そ
ん
な
こ
と
し
た
っ
て
、
し
か
た
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
家
の
中

に
砂
が
入
っ
て
き
て
や
り
き
れ
な
い
で
す
よ
」

　

す
る
と
父
は
、

「
な
に
ッ
」
と
、
ク
ワ
を
ふ
り
あ
げ
た
ま
ま
僕
を
睨
み
、「
し
か
た
が
な
い
、

と
云
っ
た
っ
て
、
し
か
た
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
、
ど
な
り
か
え

す
。（
中
略
）
父
の
無
意
味
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
頭
の
な
か
に
シ
ミ
こ
ん
で

く
る
の
に
ま
か
せ
て
い
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
て
み
た
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
ウ
サ
ギ

は
「
チ
ュ
ウ
、
チ
ュ
ウ
」
と
云
っ
て
鳴
く
の
で
あ
る
。
こ
の
鳴
き
声
を
き

く
と
僕
は
な
ん
だ
か
ガ
ッ
カ
リ
す
る
。
…
…
陛
下
の
お
声
を
は
じ
め
て
ラ

ジ
オ
で
き
い
た
と
き
の
よ
う
な
、
あ
る
空
し
さ
が
や
っ
て
く
る
。
そ
の
変

な
鳴
き
声
を
僕
は
、
し
ょ
っ
中
き
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
）
1（
（

。

　

ま
る
で
戦
時
中
の
日
本
支
配
体
制
を
具
現
化
し
た
か
の
よ
う
に
、
こ
の
父
親

の
や
る
こ
と
す
べ
て
が
無
意
味
で
徒
労
そ
の
も
の
で
、
父
親
は
戦
後
の
不
況
に

苦
し
ん
で
喘
い
で
い
る
家
族
、
つ
ま
り
日
本
国
民
の
現
実
か
ら
完
全
に
か
け
離

れ
て
い
て
、
自
分
の
し
で
か
し
た
悲
劇
の
責
任
を
取
ろ
う
と
も
し
な
い
で
い
る
。

「
剣
舞
」
の
中
で
、
最
も
こ
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ

ろ
う
。

　

四
箇
月
の
間
に
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
の
中
味
の
目
ぼ
し
い
物
は
売
り
つ
く

さ
れ
、
食
べ
物
に
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
、
父
は
や
は
り
畑
に
ば
か
り

出
て
い
る
）
19
（

。

　

父
の
方
は
遠
慮
し
な
い
で
何
ば
い
で
も
お
代
り
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た

が
、
こ
ん
ど
は
母
が
「
宿
屋
」
ま
る
だ
し
に
な
っ
て
、
勘
定
を
は
ら
わ
な

い
で
居
の
こ
っ
て
い
る
お
客
に
対
す
る
や
り
方
、
つ
ま
り
馬
鹿
丁
寧
な
サ

ー
ヴ
ィ
ス
と
不
愛
想
と
の
交
互
の
く
り
か
え
し
を
こ
こ
ろ
み
る
の
で
あ
っ

た
。
一
方
、
僕
は
ま
た
な
る
べ
く
少
な
目
に
御
飯
を
切
り
上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
節
米
の
模
範
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
。
…
…
こ
ん
な
僕
た
ち
の

態
度
を
父
が
内
心
ど
う
思
っ
た
か
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
た
だ
父
は

僕
ら
の
意
図
と
は
反
対
に
、
ま
す
ま
す
大
食
に
な
っ
て
行
き
、
そ
の
大
食
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の
原
因
で
あ
る
畑
で
の
労
働
に
専
念
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
）
20
（

。

　

ま
た
、
よ
く
似
た
箇
所
が
「
海
辺
の
光
景
」
に
も
見
出
せ
る
。

　

親
子
三
人
の
食
事
は
あ
い
か
わ
ら
ず
気
ま
ず
い
も
の
だ
っ
た
。
父
の
方

は
遠
慮
な
し
に
何
杯
で
も
お
代
り
の
茶
碗
を
差
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、

こ
ん
ど
は
母
が
下
宿
屋
の
女
中
そ
っ
く
り
に
勘
定
を
は
ら
わ
な
い
で
居
の

こ
っ
て
い
る
客
に
対
す
る
や
り
方
、
つ
ま
り
馬
鹿
叮
嚀
に
ゆ
っ
く
り
と
お

代
り
の
盆
を
差
し
つ
け
て
は
急
に
引
っ
こ
め
た
り
す
る
方
法
を
や
り
は
じ

め
た
。
一
方
、
信
太
郎
は
な
る
べ
く
少
な
目
に
食
事
を
切
り
上
げ
る
こ
と

で
「
節
米
」
の
模
範
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
デ
モ

ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
は
何
等
の
効
果
も
な
く
、
父
親
は
彼
等
の
意
図
と

反
対
に
、
ま
す
ま
す
大
食
に
な
っ
て
行
き
、
そ
の
大
食
の
原
因
で
あ
る
畑

の
労
働
に
専
念
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
）
21
（

。

　

そ
し
て
、
家
主
た
る
父
親
の
無
能
さ
、
徒
労
の
儚
さ
や
空
し
さ
を
物
語
る
の

は
、
父
親
が
ウ
サ
ギ
、
も
し
く
は
ニ
ワ
ト
リ
を
飼
い
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
家
族
の
置
か
れ
た
状
況
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
た
だ
自
分
の
無
謀
な
事
業
に

没
頭
し
て
突
進
し
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
戦
争
当
時
の
支
配
体
制

と
国
民
と
の
縮
小
図
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
展
開
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

家
の
経
済
的
逼
迫
は
い
よ
い
よ
は
な
は
だ
し
く
な
っ
た
。
父
は
こ
ん
ど

は
ニ
ワ
ト
リ
を
飼
い
だ
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
畑
に
劣
ら
ず
労
力
の
空
し
い

棄
て
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
飼
う
た
め
の
エ
サ
は
買
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
金
が
家
に
あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
の
で
、
そ
の
た
び
ご
と
に

着
物
や
ズ
ボ
ン
や
毛
布
や
漆
器
陶
器
な
ど
が
な
く
な
っ
て
行
く
一
方
）
22
（

…
…
。

　

父
親
の
こ
の
よ
う
な
勝
手
な
行
動
に
よ
っ
て
家
族
は
多
大
な
被
害
を
被
っ
て

し
ま
う
。
特
に
家
主
の
役
割
を
背
負
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
母
親
に
、
そ
の
ツ
ケ

が
回
っ
て
き
て
困
り
果
て
る
。

　

養
鶏
の
目
算
が
完
全
に
は
ず
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
も
、
父
は
依
然
と
し

て
家
の
中
の
庭
に
ば
か
り
い
た
。
母
は
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
し
た
。
近
所

と
な
り
の
洗
濯
物
に
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
る
こ
と
か
ら
、
闇
物
資
の
ブ
ロ
ー

カ
ア
の
手
伝
い
、
家
の
一
部
を
美
容
師
兼
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
に
貸
し
て
自
分

も
客
の
頭
髪
を
洗
っ
た
り
、
怪
し
げ
な
手
つ
き
で
肩
や
腰
を
も
ん
だ
り
、

等
々
。
無
論
、
ど
れ
も
ウ
マ
く
行
く
は
ず
は
な
く
、
生
活
は
極
め
て
あ
や

う
か
っ
た
。
一
方
、
確
実
に
や
っ
て
く
る
の
は
、
家
の
「
追
い
立
て
」
だ

っ
た
）
2（
（

。

　

母
は
、
父
と
ち
が
っ
て
社
交
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
ん
な
時
代
に
は
大

い
に
活
躍
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
期
待
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
サ
ッ
カ
リ



385

「家族団欒図」

ン
の
行
商
を
や
っ
て
忽
ち
し
く
じ
っ
て
し
ま
っ
た
。
イ
カ
サ
マ
物
を
近
所

の
人
に
途
方
も
な
い
値
で
売
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
来
配
給
当
番
に
な
っ

て
も
疑
ら
れ
る
始
末
で
あ
る
。
そ
の
結
果
彼
女
も
お
そ
ろ
し
い
イ
ン
フ
ェ

リ
オ
リ
テ
ィ
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
陥
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
自
信
を

失
っ
た
。
何
よ
り
困
っ
た
こ
と
に
金
銭
の
勘
定
が
お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
て
、

毎
日
の
ち
ょ
っ
と
し
た
買
い
も
の
に
も
、
し
ば
し
ば
商
人
に
財
布
を
わ
た

し
て
、
そ
の
中
か
ら
代
金
を
受
け
と
ら
せ
た
り
し
て
い
る
程
だ
）
2（
（

。

母
親
・
父
親
・
息
子
の
ネ
ジ
レ
構
造
の
三
角
関
係

　

す
で
に
「
母
の
存
在
よ
り
も
父
の
不
在
」
の
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
十
年
間

に
も
な
る
父
親
の
不
在
の
空
白
を
主
人
公
の
母
親
は
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に

埋
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
か
息
子
を
厳
し
く
躾
け
る
。
息
子
は
は
じ
め
そ

れ
で
か
な
り
の
ス
ト
レ
ス
を
受
け
、
あ
の
手
こ
の
手
を
使
っ
て
ス
ト
レ
ス
解
消

を
試
み
た
り
す
る
。
し
か
し
彼
は
、
背
中
を
患
っ
て
兵
役
免
除
に
な
り
、
終
戦

数
ヶ
月
前
に
内
地
の
病
院
で
し
ば
ら
く
療
養
を
し
て
か
ら
家
に
戻
る
と
、
母
親

と
も
う
一
度
生
活
を
は
じ
め
る
。
そ
の
と
き
は
別
な
気
持
ち
で
母
親
に
接
し
、

平
和
な
時
間
を
満
喫
す
る
。
そ
の
間
に
日
本
は
戦
争
で
負
け
て
し
ま
う
が
、
主

人
公
は
そ
の
状
況
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
く
鵠
沼
海
岸
の
叔
父
か
ら
借
り
た
家

で
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
最
良
の
日
々
を
送
る
わ
け
で
あ
る
。

　

終
戦
の
日
か
ら
翌
年
の
五
月
、
父
親
が
帰
還
し
て
く
る
ま
で
が
、
信
太

郎
母
子
に
と
っ
て
の
最
良
の
月
日
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
信
太
郎
は

軍
隊
で
か
か
っ
た
結
核
が
な
お
ら
な
い
ま
ま
に
寝
た
き
り
だ
っ
た
し
、
母

親
は
白
毛
が
ふ
え
た
。
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
も
う
戦
争
は
お
わ
っ
た
の

だ
。
母
は
息
子
の
病
床
に
つ
き
っ
き
り
で
看
護
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
た

し
、
信
太
郎
は
病
院
内
に
も
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
点
呼
や
号
令
や
さ
ま
ざ

ま
の
罰
則
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
）
2（
（

。

　

し
か
し
せ
っ
か
く
の
こ
の
母
親
と
の
い
い
雰
囲
気
を
、
殆
ど
意
識
か
ら
消
え

失
せ
影
が
薄
く
な
っ
て
い
た
父
親
が
突
然
帰
還
し
壊
し
て
し
ま
う
。
十
年
ぶ
り

の
三
人
の
暮
ら
し
が
始
ま
る
や
否
や
、
息
子
と
母
は
結
託
し
て
父
に
ぶ
つ
か
り

始
め
る
。
ま
る
で
招
か
れ
ざ
る
訪
問
者
の
よ
う
に
や
っ
て
き
た
父
親
は
、
主
人

公
の
心
の
中
で
密
か
に
、
そ
し
て
も
や
も
や
と
育
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
自
ら
の
母

親
に
対
す
る
、
息
子
だ
け
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
男
と
し
て
の
独
占
願
望

を
刺
激
し
、
火
を
つ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
主
人
公
は
ず
っ
と
父
親
の
長
い

留
守
の
間
に
嫌
と
い
う
ほ
ど
母
親
に
聞
か
さ
れ
た
父
親
の
愚
痴
の
色
々
を
記
憶

の
中
か
ら
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
、
部
屋
代
を
支
払
わ
ず
に
居
残
る
宿
泊
客
同
然

に
見
え
た
父
親
、
そ
し
て
彼
の
一
切
合
財
の
言
動
や
仕
草
に
対
す
る
怒
り
や
嫉

妬
や
憎
し
み
の
入
り
混
じ
っ
た
感
情
に
駆
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

十
幾
年
ぶ
り
で
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て
み
る
と
、
父
と
い
う
よ
り
は
遠
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い
親
戚
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
親
戚
の
老
人
が
上
京
し
た
途
中
で
「
ち
ょ
っ

と
、
よ
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
云
っ
た
感
じ
な
の
だ
。
こ
の
感
じ
は
日
が

た
つ
に
つ
れ
て
更
め
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
居
坐
り
こ
ん
だ
お
客

さ
ん
、
と
い
う
恰
好
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
実
際
そ
れ
は
妙
な
も
の
で
あ

っ
た
。
親
子
三
人
食
卓
を
か
こ
ん
で
も
、
僕
と
母
と
の
前
に
は
見
え
な
い

幕
が
た
れ
て
い
て
父
は
這
入
り
こ
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
）
2（
（

。

　

僕
と
母
は
、
身
な
り
や
履
き
物
を
み
て
お
客
の
よ
し
あ
し
を
判
定
す
る

宿
屋
の
番
頭
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
マ
ン
マ
と
見
そ
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
。
何
の
根
拠
も
な
し
に
僕
た
ち
は
、
父
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
月
々
お

金
を
か
せ
い
で
く
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
）
2（
（

。

　

も
う
は
や
僕
は
、
父
と
食
事
す
る
こ
と
が
シ
ン
か
ら
不
愉
快
に
な
っ
て
、

み
せ
か
け
だ
け
で
は
な
く
本
当
に
御
飯
を
で
き
る
だ
け
は
や
く
切
り
上
げ

る
。
む
か
し
か
ら
父
は
、
リ
ン
ゴ
で
も
バ
ナ
ナ
で
も
醤
油
に
つ
け
た
り
、

ひ
と
の
や
ら
な
い
方
法
で
食
べ
る
不
思
議
な
趣
味
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、

（
中
略
）「
喉
い
っ
ぱ
い
に
食
道
を
物
が
通
過
す
る
の
は
好
い
こ
こ
ろ
も
ち

だ
。」
と
云
っ
て
、
頸
を
充
血
さ
せ
る
よ
う
に
グ
ビ
グ
ビ
と
飲
み
こ
ん
で

は
、
た
ん
の
う
す
る
と
立
て
膝
を
つ
い
て
膝
頭
を
叩
き
な
が
ら
、
細
く
目

を
あ
け
て
白
眼
を
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
食
事
の
し
か
た
は
、
ま
る
で

そ
ば
に
い
る
我
々
を
イ
ヤ
が
ら
せ
る
た
め
に
や
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
）
2（
（

。

　
「
海
辺
の
光
景
」
で
は
、
特
に
父
親
が
帰
還
し
て
久
し
ぶ
り
に
一
緒
に
生
活

を
し
始
め
て
か
ら
主
人
公
の
信
太
郎
が
母
に
「
女
」
を
感
じ
て
し
ま
う
様
子
が

は
っ
き
り
記
さ
れ
て
い
る
。
毎
晩
と
な
り
の
部
屋
で
両
親
の
言
い
争
い
に
耳
を

す
ま
す
信
太
郎
は
心
の
中
で
母
親
に
同
情
し
な
が
ら
、
い
つ
か
二
人
の
仲
が
壊

れ
る
よ
う
に
密
か
に
願
っ
て
い
た
。
そ
し
て
あ
る
日
の
朝
、
両
親
の
不
仲
を
示

す
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
。

　

信
太
郎
は
夜
中
に
ふ
と
、
自
分
の
部
屋
か
ら
廊
下
一
つ
へ
だ
て
た
座
敷

に
枕
を
な
ら
べ
て
寝
て
い
る
父
と
母
と
の
言
い
争
う
声
に
目
を
覚
さ
れ
る

こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
カ
ン
高
い
母
の
声
は
泣
い
て
い
る
よ
う
だ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
声
に
か
ら
み
つ
く
よ
う
に
低
く
ひ
び
く
父
の
声
は
、

理
由
も
な
し
に
不
気
味
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
た
。（
中
略
）
翌
朝
、
見
る

と
父
と
母
と
は
寝
間
を
別
に
し
て
い
た
。
座
敷
に
は
父
の
寝
具
が
い
つ
も

の
と
お
り
に
敷
か
れ
て
あ
り
、
と
な
り
の
茶
の
間
に
母
の
ふ
と
ん
が
死
ん

だ
蛇
の
よ
う
に
、
よ
じ
れ
た
か
た
ち
で
の
べ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
信
太
郎
は

目
を
そ
ら
せ
な
が
ら
、
な
ぜ
か
母
の
体
温
が
自
分
の
な
か
に
感
じ
ら
れ
る

お
も
い
を
し
た
）
29
（

。

　

そ
し
て
、
信
太
郎
の
胸
の
中
に
育
ま
れ
た
母
を
「
女
」
と
し
て
意
識
す
る
気

持
ち
が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
る
。
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彼
が
母
に
あ
る
ウ
ト
マ
シ
さ
を
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の

こ
ろ
か
ら
だ
。
昼
間
、
寝
て
い
る
枕
も
と
に
黙
っ
て
意
味
も
な
く
座
り
こ

ま
れ
る
と
き
は
、
こ
と
に
そ
う
だ
っ
た
。
母
に
す
れ
ば
、
無
意
識
に
習
慣

的
に
そ
う
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
、
お
も
う
ま
い
と
し
て
も
そ

ん
な
と
き
母
の
体
に
「
女
」
を
感
じ
た
）
（0
（

。

　

そ
し
て
、
そ
う
思
っ
た
信
太
郎
は
次
の
瞬
間
に
我
に
返
っ
て
、
も
う
す

で
に
ラ
イ
バ
ル
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
父
親
に
対
し
て
、
自
分

が
あ
る
種
の
〝
裏
切
り
〟
を
犯
し
て
い
る
よ
う
な
想
い
に
悩
ま
さ
れ
る
。

　

信
太
郎
は
、
母
の
体
温
に
自
分
の
顔
の
方
頰
が
ホ
テ
っ
て
き
そ
う
に
な

る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
見
る
と
も
な
し
に
庭
の
方
を
見
て
し
ま
う
。
そ
し

て
父
の
、
芝
の
根
を
断
ち
切
ろ
う
と
ク
ワ
を
振
り
上
げ
た
り
、
ぼ
ん
や
り

立
っ
て
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
ト
リ
小
屋
を
眺
め
た
り
し
て
い
る
姿
が
眼
に
と

ま
る
と
、
は
っ
と
し
て
自
分
が
い
ま
父
の
眼
を
盗
ん
で
い
る
こ
と
に
気
が

つ
く
）
（1
（

…
…
。

　

こ
の
意
味
を
強
調
す
る
の
は
、
最
後
の
結
論
の
と
こ
ろ
で
よ
り
詳
し
く
触
れ

る
つ
も
り
だ
が
、「
家
族
団
欒
図
」
に
見
ら
れ
る
主
人
公
「
私
」
と
女
房
の
ミ

サ
子
と
の
口
論
の
次
の
件
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「（
中
略
）
そ
ん
な
に
聞
き
た
け
れ
ば
云
っ
て
あ
げ
よ
う
か
、
ゆ
う
べ
お

じ
い
さ
ん
が
あ
た
し
に
何
を
し
よ
う
と
し
た
か
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
振
り
な

ん
か
し
て
さ
」（
中
略
）
事
実
、
私
は
女
房
が
墓
石
を
一
つ
へ
だ
て
て
身

構
え
な
が
ら
、
そ
う
云
う
の
を
聞
く
と
急
に
心
の
中
が
カ
ラ
リ
と
晴
れ
わ

た
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
。（
中
略
）
昨
夜
、
父
が
何
を
し
た
の
か
、

何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
私
に
は
わ
か
り
よ
う
の
な
い

問
題
だ
、
し
か
し
、
と
に
か
く
こ
れ
で
、
も
う
私
と
父
の
間
に
は
貸
し
借

り
勘
定
は
な
く
な
っ
た
、
よ
け
い
な
遠
慮
は
必
要
な
い
、
一
瞬
そ
ん
な
考

え
が
私
の
頭
の
中
を
真
直
ぐ
に
突
き
と
お
っ
て
い
っ
た
）
（2
（

。

　

こ
れ
は
母
親
を
め
ぐ
る
主
人
公
と
父
親
の
関
係
の
あ
る
種
の
清
算
で
あ
る
。

そ
し
て
「
家
族
団
欒
図
」
の
段
階
で
こ
の
精
算
が
済
ん
だ
と
こ
ろ
で
そ
れ
な
り

に
安
岡
章
太
郎
に
と
っ
て
一
つ
の
〝
戦
後
〟
が
終
わ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

母
親
の
発
狂
と
そ
の
死
・
父
親
の
〝
戦
後
責
任
〟

　

す
で
に
「
父
親
の
不
名
誉
な
帰
還
」
の
節
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
敗
北

を
招
い
た
軍
国
主
義
の
支
配
体
制
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
示
す
主
人
公
の
父
親
は
、

鵠
沼
海
岸
の
家
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
そ
の
無
能
さ
や
や
る
せ
な
さ
を
無
惨
に
さ

ら
け
出
し
て
し
ま
っ
た
。
母
親
は
仕
方
な
く
こ
の
無
能
な
父
親
と
背
中
を
脊
椎

カ
リ
エ
ス
で
痛
め
て
寝
た
き
り
の
一
人
息
子
を
か
か
え
て
崩
れ
か
け
た
家
庭
を
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支
え
よ
う
と
身
を
削
っ
て
働
い
た
わ
け
で
あ
る
。
父
親
の
無
能
さ
や
責
任
の
な

さ
に
あ
き
れ
た
こ
の
母
親
は
と
う
と
う
気
が
狂
っ
て
し
ま
い
、
挙
げ
句
の
果
て

に
高
知
湾
に
面
し
た
「
永
楽
園
」
と
い
う
精
神
病
院
に
入
院
し
、
そ
こ
で
息
を

引
き
取
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
経
緯
は
「
海
辺
の
光
景
」
を
は
じ
め
、「
剣
舞
」

や
「
愛
玩
」
や
「
故
郷
」
な
ど
の
複
数
の
作
品
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

母
親
の
様
子
が
お
か
し
く
な
り
狂
っ
て
い
く
過
程
を
示
す
文
章
は
、
特
に

「
海
辺
の
光
景
」
で
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
主
人
公
が
そ
の
責
任
を
父

親
に
な
す
り
付
け
よ
う
と
す
る
展
開
が
ま
た
数
ヶ
所
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

小
説
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

信
太
郎
は
、
と
な
り
の
席
の
父
親
、
信
吉
の
顔
を
窺
っ
た
。
日
焼
け
し

た
頸
を
前
に
の
ば
し
、
助
手
席
の
背
に
手
を
か
け
て
、
こ
め
か
み
に
黒
味

が
か
っ
た
斑
点
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
、
じ
っ
と
正
面
を
向
い
た
頰
に
、
ま

る
で
う
す
笑
い
を
う
か
べ
た
よ
う
な
シ
ワ
が
よ
っ
て
い
る
。（
中
略
）
大

き
な
頭
部
に
く
ら
べ
て
ひ
ど
く
小
さ
な
眼
は
、
ニ
カ
ワ
の
よ
う
な
黄
色
み

を
お
び
て
、
不
運
な
男
に
ふ
さ
わ
し
く
力
の
な
い
光
を
は
な
っ
て
い
た
。

「
で
、
ど
う
な
ん
で
す
、
具
合
は
」

「
電
報
は
何
と
打
っ
た
ん
だ
か
な
、
キ
ト
ク
か
？
…
…
今
晩
す
ぐ
と
い
う

ほ
ど
で
も
な
い
よ
う
だ
な
、
ま
ア
時
間
の
問
題
に
は
ち
が
い
な
い
が
」

　

信
吉
は
口
の
端
に
白
く
唾
液
の
あ
と
を
の
こ
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と

牛
が
草
を
嚙
む
よ
う
な
調
子
で
こ
た
え
た
）
（（
（

。

　

こ
の
場
面
を
わ
ざ
わ
ざ
冒
頭
に
示
し
た
の
は
、
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
題
は
主
人
公
の
母
親
が
発
狂
し
、

容
態
が
死
ぬ
ま
で
の
九
日
間
の
あ
い
だ
に
悪
化
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

死
ま
で
を
追
う
、
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
冒
頭
に
示
さ
れ
た
父
親

信
吉
の
顔
の
表
情
の
細
か
い
描
写
の
文
章
を
読
む
た
び
に
、
む
し
ろ
主
人
公
に

と
っ
て
の
父
親
の
存
在
が
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
安
岡
章
太
郎
が
ほ
の
め

か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
文

章
を
読
む
か
ぎ
り
、
母
親
が
キ
ト
ク
で
死
に
掛
け
て
い
る
の
に
父
親
の
冷
酷
で

無
神
経
き
わ
ま
り
な
い
態
度
に
あ
き
れ
て
い
る
息
子
の
信
太
郎
の
気
持
ち
が
行

間
か
ら
手
に
取
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
母
親
を
精
神
病
院
に
入
院
さ
せ
て
か

ら
看
護
人
を
ま
じ
え
た
主
人
公
と
父
親
の
三
人
の
様
子
を
書
い
た
長
い
場
面
が

展
開
す
る
が
、
こ
こ
で
も
父
親
の
態
度
や
表
情
な
ど
に
対
す
る
主
人
公
の
あ
き

れ
た
様
子
が
ま
た
見
ら
れ
る
。

　

信
太
郎
は
、
タ
バ
コ
を
の
ん
で
い
る
父
親
の
顔
が
き
ら
い
だ
っ
た
。
太

い
指
先
に
つ
ま
み
あ
げ
た
シ
ガ
レ
ッ
ト
を
、
と
が
っ
た
唇
の
先
に
く
わ
え

る
と
、
ま
る
で
窒
息
し
そ
う
な
魚
の
よ
う
に
、
エ
ラ
骨
か
ら
喉
仏
ま
で
ぐ

び
ぐ
び
と
う
ご
か
し
な
が
ら
、
最
初
の
一
ぷ
く
を
ひ
ど
く
忙
し
げ
に
吸
い

こ
む
の
だ
。
い
っ
た
ん
煙
草
を
の
み
こ
む
と
、
そ
い
つ
が
体
内
の
す
み
ず

み
に
ま
で
行
き
わ
た
る
の
を
待
つ
よ
う
に
、
じ
っ
と
半
眼
を
中
空
に
は
な
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っ
て
い
る
）
（（
（

…
…
。

　

そ
し
て
、
看
護
人
が
こ
の
病
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
患
者
の
狂
い
ぶ
り
を
語

り
始
め
る
と
、
主
人
公
の
信
太
郎
は
反
射
的
に
十
年
ほ
ど
前
の
終
戦
直
後
の
鵠

沼
海
岸
の
家
で
起
き
た
出
来
事
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
幾
つ
か
の

思
い
出
の
中
か
ら
、
な
に
よ
り
先
ず
父
親
が
は
じ
め
て
そ
の
家
の
玄
関
に
現
れ

た
場
面
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
母
親
の
発
狂
と
父
親
の
戦
場
か
ら
の
帰

還
と
が
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
無
収
入
状
態
の
父
親
信
吉
の
無
責
任
な
行
動
や
無
能
さ
の
せ
い
で

母
親
が
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
、
あ
げ
く
の
果
て
に
発
狂
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。　

養
鶏
の
目
算
が
完
全
に
は
ず
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
も
、
父
は
依
然
と
し

て
家
の
中
の
庭
に
ば
か
り
い
た
。
母
は
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
し
た
）
（（
（

。

　

け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
母
の
眼
つ
き
は
変
っ
て
き
た
。
眼
玉
の
な

か
に
も
う
一
つ
眼
玉
の
あ
る
よ
う
な
妙
な
光
り
方
で
、
そ
れ
が
絶
え
ず
キ

ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と
う
ご
き
、
ふ
と
追
い
つ
め
ら
れ
た
犯
罪
人
を
お
も
わ
せ
た
）
（（
（

。

　

一
日
一
日
が
、
ぼ
ろ
布
を
つ
づ
り
合
せ
る
よ
う
な
毎
日
だ
っ
た
。
朝
は

や
く
家
を
出
た
母
は
、
夜
十
二
時
す
ぎ
の
最
終
電
車
で
、
背
中
に
サ
ッ
カ

リ
ン
や
ア
ジ
ノ
モ
ト
の
荷
物
を
負
っ
て
か
え
っ
て
く
る
と
、
炬
燵
の
ヤ
グ

ラ
に
う
つ
伏
し
た
な
り
、
そ
の
ま
ま
寝
こ
ん
で
し
ま
っ
た
り
し
た
。
女
手

の
な
い
家
の
中
は
次
第
に
乱
雑
を
き
わ
め
て
き
た
。（
中
略
）
天
井
か
ら

は
ク
モ
の
巣
が
幾
重
に
も
垂
れ
下
り
、
綿
屑
や
ホ
コ
リ
が
い
つ
も
舞
い
上

っ
て
い
る
た
め
に
、
部
屋
の
空
気
は
ぼ
ん
や
り
カ
ス
ミ
が
か
か
っ
た
よ
う

に
見
え
る
の
だ
。
そ
ん
な
中
で
、
父
は
七
輪
に
松
葉
を
く
べ
て
ト
リ
の
餌

に
す
る
魚
の
ア
ラ
を
煮
た
て
た
り
し
な
が
ら
、
自
分
が
南
方
か
ら
持
ち
か

え
っ
た
品
物
だ
け
は
、
チ
ガ
イ
棚
の
上
に
き
ち
ん
と
屯
営
の
整
頓
棚
を
見

る
よ
う
な
奇
妙
な
凡
念
さ
で
片
附
け
て
い
る
。
家
全
体
が
疲
労
の
色
に
包

ま
れ
、
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
デ
ィ
テ
ー
ル
は
混
沌
と
し
て
、
無
秩
序
に

く
っ
つ
き
合
い
な
が
ら
重
苦
し
く
、
熱
っ
ぽ
く
流
れ
て
行
っ
た
）
（（
（

。

　

す
べ
て
の
こ
と
が
、
お
も
い
が
け
な
い
ほ
ど
好
転
し
は
じ
め
た
。
し
か

し
母
は
そ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
、
挙
動
に
あ
や
し
げ
な
も
の
を
見
せ
は
じ
め

て
い
た
。（
中
略
）
物
忘
れ
が
は
げ
し
く
、「
な
い
…
…
」、「
な
い
…
…
」

と
、
れ
い
の
キ
ツ
ネ
憑
き
め
い
た
眼
を
き
ょ
と
き
ょ
と
さ
せ
な
が
ら
、
家

の
中
じ
ゅ
う
歩
き
ま
わ
っ
て
、
ど
う
し
た
の
か
と
思
う
と
自
分
の
ふ
と
こ

ろ
へ
入
れ
た
財
布
を
探
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

近
所
の
人
が
自
分
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
、
話
し
か
け
た
の
に
返
辞
を

し
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
こ
と
を
ク
ド
ク
ド
と
繰
り
か
え
し
て
い
る
う
ち
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に
、
だ
ん
だ
ん
昂
奮
し
て
酔
っ
た
よ
う
に
赤
く
な
り
、
眼
が
血
走
り
、
立

ち
上
る
と
棒
立
ち
に
な
っ
て
、「
あ
、
頭
が
痛
い
。
頭
の
左
半
分
が
痛
く

な
っ
た
。
き
っ
と
血
管
が
ハ
レ
ツ
す
る
ん
だ
。
中
気
に
な
る
。
ど
う
し
よ

う
、
中
気
に
な
る
ん
だ
わ
」
と
口
走
り
な
が
ら
、
に
ぎ
り
こ
ぶ
し
で
自
分

の
頭
を
ガ
ン
ガ
ン
叩
い
た
り
す
る
）
（9
（

。

　

十
一
時
す
ぎ
、
玄
関
に
重
い
足
音
と
母
の
話
し
声
が
し
た
。「
途
中
で

道
が
わ
か
ん
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
ね
、
親
切
な
人
に
門
ま
で
送
っ
て
も
ら

っ
て
き
た
の
よ
」
と
母
は
朗
ら
か
に
云
っ
た
。
い
ま
ま
で
に
何
度
も
来
た

こ
と
の
あ
る
こ
の
家
の
道
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
は
お
か
し
な
こ
と
だ
が
、

こ
れ
は
む
し
ろ
帰
り
が
遅
れ
た
こ
と
の
弁
解
だ
と
お
も
わ
れ
た
。
し
か
し
、

ま
わ
り
の
者
が
ほ
っ
と
す
る
間
も
な
く
、
翌
朝
に
な
っ
て
母
は
ま
た
、

「
大
変
だ
。
カ
バ
ン
が
一
つ
た
り
な
い
。
ワ
ニ
革
の
一
番
小
さ
な
ト
ラ
ン

ク
よ
。
ゆ
う
べ
の
人
に
盗
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
の
か
し
ら
」
と
、
お
ど
ろ
い
た

こ
と
を
云
い
出
し
た
）
（0
（

。

　

そ
れ
か
ら
三
ヶ
月
ば
か
り
た
っ
た
あ
る
日
、
信
太
郎
は
突
然
、
一
通
の

奇
妙
な
手
紙
を
受
け
と
っ
た
。
そ
れ
が
母
か
ら
の
も
の
だ
と
気
が
つ
く
ま

で
に
は
、
し
ば
ら
く
か
か
っ
た
。
ひ
ど
く
曲
っ
た
大
小
ふ
ぞ
ろ
い
の
字
が

封
筒
の
上
い
ち
め
ん
に
散
ら
ば
っ
て
お
り
、
切
手
は
裏
面
の
封
を
と
じ
た

合
せ
目
に
貼
っ
て
あ
る
）
（1
（

。

　

歩
き
は
じ
め
る
と
母
の
発
作
は
お
さ
ま
っ
た
ら
し
く
、
間
も
な
く
ケ
ロ

リ
と
し
た
顔
で
、
い
っ
し
ょ
に
附
い
て
き
た
。
し
か
し
、
や
は
り
息
苦
し

そ
う
な
の
で
足
を
と
め
る
と
、
そ
の
発
作
は
、
ふ
た
た
び
は
じ
ま
る
の
だ
。

声
は
次
第
に
大
き
く
な
り
、
眼
は
す
わ
っ
て
空
間
の
一
点
を
見
つ
め
、
コ

メ
カ
ミ
の
血
管
が
う
き
出
し
て
呼
吸
は
胸
が
波
打
っ
て
見
え
る
ほ
ど
荒
く

な
っ
た
。「
ち
ぇ
っ
、
た
ぬ
き
爺
め
！
」
と
父
を
の
の
し
る
声
は
、
あ
た

り
に
遠
く
反
響
す
る
ほ
ど
だ
）
（2
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
母
親
の
精
神
状
態
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
く
様
子
を
語
る
場

面
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
中
で
も
主
人
公
の
信
太
郎
は
、
父

親
の
責
任
を
心
の
中
で
主
張
し
な
が
ら
、
母
親
が
発
狂
し
た
後
の
父
親
の
思
い

が
け
な
い
優
し
さ
に
対
し
て
驚
き
を
隠
せ
な
い
。
母
親
の
精
神
状
態
が
お
か
し

く
な
っ
て
か
ら
父
親
は
彼
女
を
高
知
の
実
家
へ
連
れ
戻
し
、
そ
こ
で
彼
女
の
介

護
に
専
念
す
る
。

　

伯
母
は
ま
た
、
父
と
母
が
Ｙ
村
の
家
に
厄
介
に
な
っ
て
い
る
間
、
父
が

ど
ん
な
に
母
の
た
め
に
良
く
面
倒
を
見
た
か
を
話
し
は
じ
め
た
。
な
に
し

ろ
、
ち
ょ
っ
と
眼
を
は
な
し
て
い
る
と
母
は
す
ぐ
ど
こ
か
へ
出
掛
け
て
し

ま
い
、
出
掛
け
る
と
一
里
も
二
里
も
と
お
く
の
見
知
ら
ぬ
家
に
上
り
こ
ん

で
い
た
り
す
る
の
で
探
し
よ
う
が
な
い
。
家
事
の
手
伝
い
は
勿
論
で
き
な
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い
の
で
、
洗
濯
や
掃
除
は
父
が
全
部
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
風
呂
に
も
一

人
で
は
入
れ
な
い
の
で
父
が
い
っ
し
ょ
に
入
っ
て
体
を
流
し
て
や
っ
て
い

た
、
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
み
ん
な
昨
年
、
信
太
郎
が
Ｙ
村
へ
た
ず
ね
た
と

き
に
も
、
こ
の
伯
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
だ
。（
中
略
）「
信
吉
さ
ん
は

エ
ラ
イ
ぞ
ね
、
ま
こ
と
に
エ
ラ
か
っ
た
ぞ
ね
。
そ
れ
ほ
ど
苦
労
し
て
も
グ

チ
ひ
と
つ
こ
ぼ
さ
ん
も
の
。
た
っ
た
一
ぺ
ん
だ
け
云
う
た
の
は
、
冬
の
さ

な
か
の
夜
中
に
、
便
所
へ
行
く
お
チ
カ
に
何
度
も
起
さ
れ
て
、
附
き
そ
う

て
用
が
す
む
ま
で
外
で
待
ち
よ
ら
に
ゃ
い
か
ん
の
が
辛
い
、
と
。
そ
れ
を

一
ペ
ン
云
う
た
だ
け
ぞ
ね
」。
冬
の
戸
外
の
便
所
の
そ
と
で
、
女
房
の
用

が
す
む
音
を
、
じ
っ
と
た
た
ず
み
な
が
ら
聞
い
て
い
る
父
の
姿
は
、
信
太

郎
に
も
そ
の
辛
苦
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
た
）
（（
（

。

　

つ
ま
り
、
主
人
公
の
信
太
郎
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の
女
房
を
狂
気
に
追

い
や
っ
た
信
吉
は
ど
こ
か
で
自
分
の
責
任
の
重
大
さ
に
目
覚
め
、
自
分
の
ア
ヤ

マ
チ
を
償
う
た
め
に
一
生
懸
命
に
そ
の
女
房
の
た
め
に
誠
意
を
尽
く
し
て
い
る

様
子
が
見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
し
か
す
る
と
安
岡

章
太
郎
は
、
父
親
信
吉
を
借
り
て
、
父
親
の
世
代
の
責
任
、
つ
ま
り
太
平
洋
戦

争
当
時
の
日
本
の
支
配
体
制
に
よ
る
敗
戦
の
責
任
を
仄
め
か
し
な
が
ら
、
逆
に

母
親
の
チ
カ
を
借
り
て
、
戦
争
を
引
き
起
こ
し
日
本
の
敗
北
を
招
い
た
軍
部
や

天
皇
の
支
配
体
制
の
無
責
任
な
態
度
そ
し
て
敗
戦
後
の
彼
ら
の
無
能
さ
の
た
め

に
振
り
回
さ
れ
疲
れ
き
っ
た
日
本
国
民
の
こ
と
を
指
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

永
楽
園
の
病
室
で
寝
た
き
り
の
意
識
不
明
の
母
親
は
、
息
子
の
信
太
郎
と
父

親
の
信
吉
の
居
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
、
信
太
郎
に
は
思
い
が
け
な
い
言
葉
を
発

す
る
。

　

母
の
呼
吸
は
い
く
ら
か
落
ち
着
き
は
じ
め
た
。
彼
女
は
眼
を
閉
じ
た
。

部
屋
の
外
に
足
音
が
聞
え
て
父
親
が
あ
ら
わ
れ
る
と
枕
も
と
に
坐
っ
た
。

そ
の
と
き
だ
っ
た
、

「
イ
タ
イ
…
…
、
イ
タ
イ
…
…
」

と
次
第
に
間
遠
に
、
眠
り
に
誘
い
こ
ま
れ
る
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
て
い
た
母

が
、
か
す
れ
か
か
る
声
で
低
く
云
っ
た
。

「
お
と
う
さ
ん
…
…
」

　

信
太
郎
は
思
わ
ず
、
母
の
手
を
握
っ
た
掌
の
中
で
何
か
落
し
物
で
も
し

た
よ
う
な
気
が
し
た
。
父
は
い
つ
も
の
う
す
ら
笑
い
を
頰
に
う
か
べ
た
ま

ま
、
安
ら
か
な
寝
息
を
た
て
は
じ
め
る
妻
の
顔
に
眼
を
お
と
し
た
）
（（
（

。

　

そ
し
て
、
数
日
間
経
っ
て
信
太
郎
は
母
親
の
発
し
た
そ
の
一
言
に
次
の
よ
う

に
反
応
す
る
。

あ
の
と
き
母
の
口
か
ら
も
れ
た
「
お
と
う
さ
ん
」
と
い
う
声
が
頭
に
う
か

ん
だ
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
不
思
議
な
出
来
事
だ
っ
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た
。
あ
れ
以
来
、
自
分
は
い
く
ら
か
の
失
望
と
そ
れ
に
見
合
う
安
堵
と
を

感
じ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
な
に
し
ろ
、
あ
の
一
と
言
で
三
十
年
間
ば

か
り
も
背
負
い
つ
づ
け
て
き
た
荷
物
が
失
く
な
っ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。
し

か
し
実
際
に
は
彼
に
は
何
の
感
慨
も
な
か
っ
た
。
た
だ
い
か
に
も
不
思
議

だ
と
い
う
印
象
が
あ
る
ば
か
り
だ
）
（（
（

。

永
楽
園
で
の
九
日
間
の
滞
在
・

浮
か
ば
れ
な
い
戦
後
亡
霊
へ
の
〝
供
養
の
旅
〟

　

以
上
の
場
面
に
は
「
海
辺
の
光
景
」
の
意
味
を
解
く
も
っ
と
も
重
要
な
カ
ギ

が
認
め
ら
れ
よ
う
。
母
親
が
完
全
に
意
識
を
失
っ
て
死
に
至
る
ま
で
の
最
後
に

口
に
出
し
た
言
葉
は
「
お
と
う
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

結
局
母
親
は
父
な
り
の
精
一
杯
の
償
い
の
誠
意
を
認
め
て
父
親
を
許
し
た
と
い

う
意
味
に
取
れ
る
。
主
人
公
の
信
太
郎
に
と
っ
て
は
こ
の
母
の
最
後
の
発
言
は

本
当
は
シ
ョ
ッ
ク
で
、
そ
し
て
あ
る
意
味
で
は
自
分
に
対
す
る
〝
裏
切
り
〟
で

も
あ
っ
た
。
う
っ
と
う
し
く
、
そ
し
て
母
を
取
り
合
い
ご
っ
こ
し
て
き
た
相
手

で
あ
っ
た
父
親
を
呼
ん
だ
母
に
〝
絶
望
〟
し
た
反
面
、
主
人
公
が
そ
れ
で
も
そ

れ
に
見
合
う
ぐ
ら
い
の
安
心
感
を
覚
え
た
の
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
こ
れ
で
死
に
掛
け
て
い
る
母
親
は
、
こ
の
世
に
し
こ
り
も
怨
念
も
残

さ
ず
に
安
心
し
て
あ
の
世
へ
行
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
母
親
に
と
っ
て

も
そ
し
て
自
分
自
身
に
と
っ
て
も
ず
っ
と
引
き
ず
っ
て
き
た
〝
戦
後
〟
の
後
遺

症
に
終
止
符
が
打
て
る
と
思
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
記
述
さ

れ
た
〝
三
十
年
間
〟
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
敗
戦
当
時
、
も
っ
と
正
確
に
言

え
ば
父
親
が
帰
還
し
た
昭
和
二
十
一
年
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
満
州
事
変
あ
た
り

か
ら
始
ま
る
、
父
親
が
軍
職
の
関
係
で
家
を
ほ
と
ん
ど
留
守
に
し
、
主
人
公
と

母
親
が
ほ
と
ん
ど
父
不
在
の
母
子
水
入
ら
ず
の
生
活
を
し
始
め
た
と
き
か
ら
の

年
月
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
作
品
に
は
、
特
に
母
親
が
死
ん
で
行
く
様
子
、
そ
の
死
に
対
す
る
主
人

公
の
信
太
郎
の
反
応
の
様
子
を
描
写
す
る
名
場
面
が
幾
つ
か
あ
り
、
こ
れ
ま
で

数
多
く
の
研
究
者
や
文
学
評
論
家
が
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
て
は
作
品
の
解
釈
に

励
ん
で
き
た
。
そ
の
中
に
も
前
述
の
父
親
の
〝
つ
ぐ
な
い
〟
と
そ
れ
に
対
す
る

母
親
の
〝
赦
免
〟
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
一
ヶ
所
が
認
め
ら
れ
る
。

　

す
べ
て
は
一
瞬
の
出
来
事
の
よ
う
だ
っ
た
。
医
者
が
出
て
行
く
と
、
信

太
郎
は
壁
に
背
を
も
た
せ
掛
け
た
体
の
中
か
ら
、
或
る
重
い
も
の
が
脱
け

出
し
て
行
く
の
を
感
じ
、
背
後
の
壁
と
〝
自
分
〟
と
の
間
に
あ
っ
た
体
重

が
消
え
失
せ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。（
中
略
）
看
護
人
の
白
い
指
の
甲
に

黒
い
毛
が
生
え
て
い
る
の
が
す
こ
し
不
気
味
だ
っ
た
が
、
彼
の
手
を
は
な

れ
た
母
を
眺
め
る
う
ち
に
、
あ
る
感
動
が
や
っ
て
き
た
。
さ
っ
き
ま
で
、

あ
ん
な
に
変
型
し
て
い
た
彼
女
の
顔
に
苦
痛
の
色
が
ま
っ
た
く
な
く
、
眉

の
ひ
ら
い
た
丸
顔
の
、
十
年
も
む
か
し
の
顔
に
も
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
想

わ
れ
る
）
（（
（

。
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「家族団欒図」

　

母
親
が
息
を
引
き
取
る
と
き
は
、
こ
れ
ま
で
嫌
に
思
い
続
け
て
き
た
夫
の
信

吉
の
こ
と
を
ま
る
で
許
し
て
や
っ
た
よ
う
に
見
え
、
そ
の
表
情
は
、
戦
後
ま
も

な
く
の
日
々
の
暮
ら
し
が
荒
れ
て
し
ま
う
十
年
前
の
、
つ
ま
り
精
神
を
病
む
前

の
元
気
な
顔
に
戻
り
、
安
ら
か
に
眠
っ
て
い
る
様
子
が
信
太
郎
の
目
に
映
っ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
信
太
郎
は
母
の
死
を
悲
し
む
と
い
う
通
常
の
感
情
よ
り
も

遥
か
に
深
く
て
複
雑
な
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
母
の
死
に
よ
っ

て
長
い
間
ず
っ
と
胸
に
の
し
か
か
っ
た
、
甚
だ
し
い
圧
力
を
も
っ
た
物
か
ら
解

放
さ
れ
、
自
由
の
身
と
な
っ
た
と
い
う
気
持
ち
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
〝
甚
だ
し
い
圧
力
を
も
っ
た
物
〟
と
い
う
の
は
先
ほ
ど
の
文
章
に
あ
ら
わ
れ

た
〝
体
の
中
か
ら
或
る
重
い
も
の
が
脱
け
出
し
て
行
く
の
を
感
じ
〟
た
と
い
う

と
こ
ろ
の
〝
重
い
も
の
〟
で
あ
ろ
う
。
一
体
こ
の
〝
重
い
も
の
〟
と
い
う
の
は

何
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
自
分
を
巻
き
込
ん
だ
ず
っ
と
前
か
ら
の
父
親
と
母
親

と
の
複
雑
な
夫
婦
関
係
、
も
し
く
は
敗
戦
の
と
き
か
ら
ず
っ
と
信
太
郎
の
胸
に

の
し
か
か
っ
た
〝
戦
後
の
亡
霊
〟
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
母
の
死
に
よ
っ
て

〝
戦
後
の
亡
霊
〟
か
ら
自
由
の
身
と
な
っ
た
と
思
っ
た
信
太
郎
は
そ
れ
に
よ
っ

て
〝
悲
し
み
〟
よ
り
も
自
分
が
解
放
さ
れ
た
快
感
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

戸
外
の
土
を
踏
ん
だ
瞬
間
、
信
太
郎
は
ふ
ら
ふ
ら
と
メ
マ
イ
の
起
り
そ

う
な
気
が
し
た
。
頭
の
真
上
か
ら
イ
キ
ナ
リ
強
烈
な
日
光
が
照
り
つ
け
て
、

眼
を
つ
む
る
と
、
こ
ん
ど
は
足
も
と
が
揺
ら
ぐ
よ
う
に
想
っ
た
。（
中

略
）
こ
こ
一
週
間
以
上
（
中
略
）
日
中
こ
ん
な
ふ
う
に
外
へ
出
た
こ
と
は

ま
っ
た
く
な
か
っ
た
せ
い
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
運
動
場
へ
出
た
の
は
、
い

つ
も
夕
暮
れ
ど
き
か
、
夜
だ
っ
た
。（
中
略
）
信
太
郎
は
、
ぼ
ん
や
り
そ

ん
な
考
え
に
ふ
け
り
な
が
ら
運
動
場
を
、
足
の
向
く
方
へ
歩
い
て
い
た
。

︱
︱
要
す
る
に
、
す
べ
て
の
こ
と
は
終
っ
て
し
ま
っ
た
︱
︱
と
い
う
気
持

か
ら
、
い
ま
は
こ
う
や
っ
て
誰
に
も
遠
慮
も
気
兼
ね
も
な
く
、
病
室
の
分

厚
い
壁
を
く
り
ぬ
い
た
窓
か
ら
眺
め
た
〝
風
景
〟
の
中
を
自
由
に
歩
き
ま

わ
れ
る
こ
と
が
、
た
と
え
よ
う
も
な
く
愉
し
か
っ
た
）
（（
（

。

　

そ
し
て
、
次
で
は
、
信
太
郎
は
こ
の
九
日
の
あ
い
だ
に
母
親
や
他
の
精
神
病

患
者
た
ち
と
交
わ
っ
た
せ
い
で
自
ら
の
体
に
纏
わ
り
つ
い
た
〝
悪
霊
〟
も
し
く

は
〝
亡
霊
〟
を
振
り
払
っ
て
、
こ
の
世
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、

外
の
海
の
風
や
日
射
し
に
体
ご
と
当
た
っ
て
み
る
。

　

頭
の
真
上
か
ら
照
り
つ
け
る
日
射
し
も
、
い
ま
は
も
う
苦
痛
で
は
な
か

っ
た
。
着
衣
の
一
枚
一
枚
、
体
の
す
み
ず
み
ま
で
染
み
つ
い
た
陰
気
な
臭

い
を
太
陽
の
熱
で
焼
き
は
ら
い
た
い
。
海
の
風
で
吹
き
と
ば
し
た
い
）
（（
（

…
…
。

　

結
局
、
信
太
郎
は
、
そ
の
と
き
思
い
切
っ
て
、
自
分
の
肩
に
の
し
か
か
り
、

自
分
の
体
に
乗
り
移
っ
て
い
た
敗
戦
当
時
か
ら
十
五
年
の
長
い
年
月
に
及
ん
だ
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〝
戦
後
〟
の
〝
亡
霊
〟
も
し
く
は
〝
悪
霊
〟
を
振
り
払
お
う
と
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
信
太
郎
と
父
親
信
吉
が
こ
の
〝
永
楽
園
〟
と
い
う
精
神
病
院

で
過
ご
し
た
あ
の
九
日
間
の
意
味
、
そ
し
て
〝
海
辺
の
光
景
〟
と
い
う
こ
の
作

品
の
タ
イ
ト
ル
を
通
し
て
、
安
岡
章
太
郎
が
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
、
考
え
て
み
た
い
。

　

小
説
は
信
吉
の
家
族
が
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
高
知
湾
に
面
す
る
〝
永
楽
園
〟

に
向
か
っ
て
い
く
場
面
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
が
、
病
院
の
敷
地
に
さ
し
か
か
っ

た
と
こ
ろ
に
、
気
に
か
か
る
文
章
が
あ
る
。

　

斜
面
の
路
の
両
側
に
桜
の
並
木
が
あ
る
。（
中
略
）
た
し
か
に
そ
れ
は

美
事
な
も
の
だ
っ
た
。
満
開
の
と
き
は
斜
面
全
体
が
桜
の
花
に
包
ま
れ
る

に
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
が
花
見
の
場
所
と
し
て
賑
わ
う
と
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
あ
ま
り
に
整
い
す
ぎ
て
お
花
見
に
ふ
さ
わ
し
い
乱
雑

さ
に
欠
け
て
い
た
。
看
護
人
の
言
葉
に
反
え
っ
て
信
太
郎
は
、
満
開
の
ま

ま
深
閑
と
し
ず
ま
り
か
え
っ
た
花
ざ
か
り
の
桜
の
森
を
思
い
う
か
べ
た
。

す
る
と
樹
液
を
し
た
た
ら
せ
た
艶
の
あ
る
桜
の
幹
の
一
本
一
本
が
、
見
え

な
い
〝
狂
気
〟
を
大
地
か
ら
吸
い
と
っ
て
は
、
淡
紅
色
の
花
の
か
た
ち
に

し
て
吐
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
て
く
る
の
だ
っ
た
）
（9
（

。

　

咲
き
乱
れ
る
満
開
の
桜
の
木
は
日
本
文
化
で
は
無
論
ひ
と
の
心
を
悦
ば
せ
る

鮮
や
か
さ
、
華
や
か
さ
で
よ
く
知
ら
れ
た
常
識
だ
が
、
同
時
に
そ
の
姿
は
反
対

に
不
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
夜
の
桜
の
木
の
満
開

の
花
の
下
に
は
目
に
見
え
な
い
恐
ろ
し
い
奇
怪
な
物
体
の
世
界
が
横
た
わ
っ
て

い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
さ
え
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
何
人
か
の
日
本
人
作
家
が

こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
影
響
さ
れ
て
幾
つ
か
の
作
品
を
書
い
た
例
も
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
こ
の
時
点
で
こ
れ
ら
の
桜
の
木
が
年
齢
を
重
ね
る
あ
い
だ
、
幽
霊
や
亡
霊

や
妖
怪
な
ど
が
こ
の
世
の
地
獄
め
い
た
〝
永
楽
園
〟
の
敷
地
内
に
次
々
と
収
容

さ
れ
、
身
の
自
由
を
奪
わ
れ
、
苦
し
み
な
が
ら
犇
き
合
っ
て
き
て
、
言
い
換
え

る
と
、
こ
の
世
と
あ
の
世
を
仕
切
る
境
界
線
に
さ
し
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
よ

う
な
印
象
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
一
緒
に
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
合
わ
せ
た

母
親
は
、
信
太
郎
と
信
吉
と
ち
が
っ
て
、
す
で
に
こ
の
境
界
線
の
向
こ
う
側
に

棲
む
モ
ノ
の
仲
間
で
あ
っ
た
。〝
永
楽
園
〟
と
い
う
皮
肉
な
名
称
の
精
神
病
院

は
、
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
間
に
横
た
わ
る
中
々
浮
か
ば
れ
な

い
亡
霊
の
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
〝
亡
霊
〟
と
い
う
の
は
母
親
を
は
じ
め

と
す
る
敗
戦
に
よ
っ
て
苦
し
み
果
て
て
精
神
的
に
深
い
傷
を
負
っ
た
亡
霊
と
な

り
、
色
々
な
思
い
を
残
し
て
中
々
浮
か
ば
れ
ず
、
あ
の
世
に
逝
く
こ
と
が
出
来

ず
に
、
海
辺
に
面
す
る
こ
の
境
界
線
、
亡
霊
の
溜
ま
り
場
た
る
こ
の
〝
永
楽

園
〟
に
足
止
め
さ
れ
て
い
る
数
多
く
の
日
本
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

〝
永
楽
園
〟
と
い
う
精
神
病
院
は
、〝
戦
後
〟
の
亡
霊
た
ち
が
引
っ
か
か
っ
て
越

え
ら
れ
な
い
〝
三
途
の
川
〟
の
世
界
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
し
安
岡
章
太
郎
が
こ
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
こ
の
作
品
の
世
界
を
描
い
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た
の
な
ら
ば
、
信
太
郎
と
父
親
の
信
吉
が
あ
え
て
こ
の
九
日
間
の
あ
い
だ
〝
永

楽
園
〟
に
留
ま
っ
た
目
的
は
、
母
親
を
は
じ
め
と
す
る
戦
後
の
荒
ん
だ
苦
し
い

時
代
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
数
多
く
の
日
本
国
民
の
亡
霊
の
寂
し
さ
を
紛
ら
せ
、

あ
の
世
に
送
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
九
日
間
と
い

う
こ
の
作
品
の
〝
時
間
〟
は
、
亡
霊
を
弔
う
〝
供
養
の
期
間
〟
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
、〝
戦
後
〟
も
し
く
は
〝
敗
戦
〟
の
責

任
を
と
ろ
う
と
し
て
や
っ
て
き
た
父
親
に
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
中
心
的
な

存
在
の
重
み
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
四
十
歳
ぐ
ら
い
に
差
し
掛
か
っ
た
頃
に
、
こ

の
作
品
に
挑
ん
だ
安
岡
章
太
郎
は
、
父
親
の
す
べ
て
を
受
け
継
ぐ
息
子
と
し
て
、

〝
戦
後
の
責
任
〟
を
自
覚
し
な
が
ら
大
人
と
し
て
成
長
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
小
説
に
描
か
れ
た
す
べ
て
の
精
神
患
者
た
ち
は
、

敗
戦
の
後
遺
症
を
患
っ
て
い
る
す
べ
て
の
日
本
国
民
の
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
う

し
た
読
み
方
を
裏
付
け
る
幾
つ
か
の
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

信
太
郎
が
昼
間
の
礼
を
述
べ
る
と
、
男
（
筆
者
注

：

頸
に
包
帯
を
巻
い
た

患
者
）
は
突
然
、「
あ
ん
な
と
こ
ろ
に
病
人
を
お
い
と
い
ち
ゃ
い
か
ん
」

と
、
カ
ス
れ
た
声
で
云
っ
た
。
信
太
郎
は
、
ち
ょ
っ
と
お
ど
ろ
い
た
。
昼

間
き
い
た
と
き
よ
り
も
声
の
調
子
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
た
せ
い
も
あ
る
が
、

言
葉
そ
の
も
の
も
劇
烈
な
も
の
に
ひ
び
い
た
。
男
は
つ
づ
け
た
。「
夏
は

暑
い
し
、
蚊
は
何
ぼ
う
で
も
お
る
し
、
冬
の
寒
い
こ
と
は
お
は
な
し
に
な

ら
ん
。
あ
ん
な
と
こ
ろ
に
置
い
と
い
た
ら
、
丈
夫
な
も
の
で
も
す
ぐ
死
ん

で
し
ま
う
）
（0
（

…
…
」。

　

医
者
も
看
護
人
も
、
た
だ
居
る
と
い
う
だ
け
で
、
き
わ
め
て
無
責
任
で

あ
る
こ
と
、
こ
と
に
あ
の
病
棟
は
ど
う
に
も
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
の
な
い

と
お
も
わ
れ
る
患
者
だ
け
が
収
容
さ
れ
る
た
め
に
、
放
り
っ
ぱ
な
し
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
で
患
者
た
ち
は
あ
の
病
棟
へ
入
れ
ら
れ
た
ら
最
後

だ
と
云
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
大
部
分
の
患
者
は
遅
か
れ
早
か
れ
、
あ

の
病
棟
に
送
り
こ
ま
れ
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
を
、

こ
ち
ら
が
言
葉
を
は
さ
む
ス
キ
も
な
い
ほ
ど
し
ゃ
べ
っ
た
）
（1
（

。

「
み
な
さ
い
や
、
あ
の
人
ら
ア
も
、
い
ま
は
元
気
に
や
り
よ
る
が
、
い
ま

に
み
ん
な
ア
あ
の
中
へ
連
れ
て
行
か
れ
て
死
に
よ
り
ま
す
ら
」
と
、
夕
や

み
の
運
動
場
に
点
々
と
ち
ら
ば
り
な
が
ら
た
た
ず
ん
で
い
る
患
者
た
ち
の

方
を
指
し
た
。
彼
等
の
姿
は
た
し
か
に
墓
場
に
集
っ
て
く
る
幽
霊
を
信
太

郎
に
も
連
想
さ
せ
た
）
（2
（

。

さ
っ
き
は
眼
に
つ
か
な
か
っ
た
患
者
が
大
ぜ
い
で
医
者
を
取
り
ま
い
て
、

口
ぐ
ち
に
云
っ
て
い
る
。（
中
略
）「
も
う
す
っ
か
り
治
っ
て
し
も
う
た
ん

や
け
ど
）
（（
（

…
…
」
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十
年
ほ
ど
前
、
カ
イ
ロ
国
際
交
流
基
金
事
務
所
で
、
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い

た
「
カ
イ
ロ
日
本
文
学
サ
ロ
ン
」
で
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
日
本
の
文

学
作
品
を
取
り
上
げ
、
日
本
文
化
愛
好
者
の
カ
イ
ロ
市
民
数
人
が
交
替
で
発
表

し
て
い
た
が
、
三
回
に
わ
た
っ
て
こ
の
「
海
辺
の
光
景
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

そ
の
と
き
、
思
い
が
け
な
い
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。

「
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
バ
ッ
ク
手
法
の
場
面
が
多
く
あ
り
、
退
屈
す
る
ほ
ど
そ
れ
ら

の
場
面
が
細
か
す
ぎ
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
か
ら
ず
っ
と
気
に

な
っ
て
色
々
と
思
考
を
巡
ら
せ
た
が
、
こ
の
論
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
自
分
な

り
の
解
答
が
出
た
よ
う
に
思
え
る
。
目
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
鵠
沼
海
岸
生
活
の
時

代
（
事
実
ほ
ぼ
七
年
間
）
の
場
面
な
ど
が
回
想
さ
れ
、
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の

半
分
近
く
占
め
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
が
〝
供
養
〟
そ
の
も
の
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

母
親
の
魂
が
あ
の
世
へ
旅
立
っ
て
永
遠
に
楽
に
眠
れ
る
よ
う
に
、
家
族
三
人

で
過
ご
し
た
鵠
沼
海
岸
の
日
々
の
思
い
出
、
母
親
の
精
神
を
狂
わ
せ
た
と
思
わ

れ
る
す
べ
て
の
出
来
事
の
展
開
や
そ
の
経
過
、
こ
れ
ら
を
隈
な
く
詳
細
に
語
り

か
け
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
母
親
の
気
持
ち
が
す
こ
し
で
も
晴
れ
て
速
や

か
に
こ
の
世
を
離
れ
て
い
け
る
だ
ろ
う
と
い
う
主
人
公
信
太
郎
の
思
い
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
安
岡
章
太
郎
の
気
持
ち
が
託
さ
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
信
太
郎
は
こ
う
し
て
母
親
の
魂
に
一
生
懸
命
に
語
り
か
け
て
あ
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
亡
霊
の
怨
念
が
晴
れ
て
、
父
親
の
方
は
誠
意
を
尽

く
し
て
母
親
チ
カ
に
付
き
添
っ
て
や
り
、
せ
め
て
そ
の
最
期
を
見
送
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
長
い
間
引
き
ず
っ
て
き
た
〝
戦
後
〟
も
し
く
は
〝
敗
戦
の
し
が
ら

み
〟
に
幕
が
下
り
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
母
親
の
〝
死
〟
に
よ
っ
て
は
、
信
太
郎
が
思
っ
た
よ
う
に
〝
戦
後

の
亡
霊
〟
は
完
全
に
自
分
の
周
辺
を
離
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
安
岡
章
太
郎
が
作
り
出
す
主
人
公
は
、
忘
れ
か
け
て
い
た
〝
父
親
〟
が

何
の
前
触
れ
も
な
く
数
ヶ
月
ぶ
り
に
高
知
か
ら
上
京
し
て
息
子
の
家
の
玄
関
へ

そ
の
姿
を
現
す
の
だ
。
そ
の
主
人
公
は
正
面
か
ら
〝
敗
戦
〟
も
し
く
は
〝
戦

後
〟
の
亡
霊
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

安
岡
章
太
郎
は
、
今
度
は
三
人
称
語
り
手
法
の
〝
信
太
郎
〟
で
は
な
く
、
一

人
称
語
り
手
法
の
〝
私
〟
に
切
り
替
え
、「
家
族
団
欒
図
」
と
「
軍
歌
」
と
い

う
二
作
品
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
し
て
、
本
格
的
に
父
親
と
対
決
し
て
中
々
死
に
切
れ

な
い
〝
戦
後
の
亡
霊
〟
を
葬
り
去
ろ
う
と
挑
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

「
家
族
団
欒
図
」・
戦
後
亡
霊
の
最
後
の
ア
ガ
キ

　

父
親
の
突
然
の
上
京
・
戦
後
亡
霊
の
再
来

　

せ
っ
か
く
安
岡
章
太
郎
が
狂
気
の
母
親
に
象
徴
さ
れ
る
〝
戦
後
の
亡
霊
〟
を

高
知
湾
の
海
辺
で
葬
り
去
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
た
ら
、
二
年
も
経
た
な
い

う
ち
に
あ
の
世
に
逝
っ
た
は
ず
の
〝
戦
後
の
亡
霊
〟
が
突
然
に
彼
の
目
の
前
に

現
れ
た
。
母
親
が
死
ん
で
か
ら
高
知
の
田
舎
に
帰
っ
て
実
家
で
落
ち
着
い
た
は

ず
の
父
親
が
何
の
前
触
れ
も
な
く
東
京
に
あ
る
息
子
の
章
太
郎
の
マ
イ
ホ
ー
ム

へ
顔
を
出
し
、
し
ば
ら
く
の
間
居
そ
う
ろ
う
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
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と
き
安
岡
章
太
郎
は
、
す
で
に
安
定
し
た
雑
誌
の
編
集
の
仕
事
に
就
い
て
い
て
、

自
分
の
小
さ
な
マ
イ
ホ
ー
ム
を
持
ち
、
妻
と
娘
の
三
人
で
安
定
し
た
平
凡
な
毎

日
を
送
っ
て
い
た
。
父
が
居
候
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
章
太
郎
の
妻
は
ス
ト
レ
ス

が
溜
ま
り
、
せ
っ
か
く
の
小
さ
な
家
庭
の
平
和
な
空
気
が
乱
れ
て
し
ま
い
、
緊

迫
感
や
苛
立
ち
の
続
く
毎
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
態
を
ど
う
に
か
無
く
す
た
め

に
章
太
郎
が
躊
躇
し
な
が
ら
父
親
に
再
婚
の
縁
談
を
す
す
め
て
み
た
と
こ
ろ
、

父
親
は
難
な
く
そ
の
話
に
乗
り
、
同
じ
田
舎
出
身
の
中
年
女
性
と
間
も
な
く
再

婚
を
果
た
す
。

　

以
上
の
実
話
を
も
と
に
、
安
岡
章
太
郎
は
「
家
族
団
欒
図
」（
一
九
六
一
年
）

と
「
軍
歌
」（
一
九
六
二
年
）
と
い
う
二
作
品
を
書
き
下
ろ
し
た
。「
家
族
団
欒

図
」
の
方
は
、
つ
ま
り
父
親
が
主
人
公
の
〝
私
〟
の
家
に
押
し
か
け
て
き
て
か

ら
再
婚
す
る
ま
で
の
話
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
作
品
で
、
一
方
「
軍
歌
」

と
い
う
作
品
は
、
父
親
が
息
子
た
る
〝
私
〟
の
家
に
居
そ
う
ろ
う
し
て
そ
の
秩

序
を
乱
し
て
い
る
あ
い
だ
の
具
体
的
な
〝
事
件
〟
に
焦
点
を
当
て
て
詳
細
に
そ

れ
を
語
っ
て
い
る
。「
家
族
団
欒
図
」
の
冒
頭
で
は
主
人
公
の
〝
私
〟
は
、
相

変
わ
ら
ず
母
親
に
影
響
さ
れ
て
父
親
の
鬱
陶
し
さ
を
嫌
が
っ
て
訴
え
る
。

　

年
ご
と
に
私
は
父
親
に
似
て
く
る
そ
う
で
あ
る
。
母
親
が
生
き
て
い
た

こ
ろ
は
母
親
が
そ
う
云
っ
た
し
、
い
ま
で
は
女
房
が
そ
う
云
う
。
い
ず
れ

の
場
合
に
し
て
も
、
そ
れ
を
云
わ
れ
る
た
び
に
私
は
イ
ヤ
ガ
ラ
セ
を
受
け

て
い
る
よ
う
な
気
持
だ
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
父
の
容
貌
が
け
っ
し
て
眉
目

秀
麗
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
せ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
私
は
父
親
に

似
て
醜
男
だ
と
い
う
こ
と
を
遺
伝
学
的
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
、
当

人
に
と
っ
て
は
何
と
も
責
任
の
と
り
よ
う
の
な
い
問
題
を
押
し
つ
け
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
気
分
な
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

し
か
し
、
次
の
箇
所
に
は
そ
れ
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
あ
る
種
の
〝
あ
き

ら
め
〟
が
う
か
が
わ
れ
る
。〝
私
〟
は
自
分
が
父
親
の
醜
い
顔
を
受
け
継
い
だ

こ
と
を
自
分
の
運
命
と
し
て
受
け
止
め
て
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
ご
ろ
で
は
私
自
身
も
自
分
が
父
親
似
で
あ
る
こ
と
を
承

認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
鏡
に
向
っ
て
い
る
と
き
は
そ
う
で
も
な
い

が
、
写
真
に
う
つ
さ
れ
た
自
分
を
み
る
と
、
顔
と
い
わ
ず
全
身
の
姿
勢
ま

で
が
不
気
味
な
ほ
ど
に
父
に
似
て
い
る
）
（（
（

。

　
〝
私
〟
は
、
突
然
、
同
年
代
の
友
人
に
そ
の
父
親
の
話
を
持
ち
込
ま
れ
る
が
、

そ
の
人
の
日
ご
ろ
の
行
動
も
〝
私
〟
の
父
親
の
も
の
に
似
て
い
て
、
一
個
上
の

世
代
、
つ
ま
り
戦
争
の
中
心
役
を
担
っ
て
敗
北
を
招
い
た
世
代
の
虚
し
さ
や
徒

労
と
同
時
に
責
任
の
な
さ
や
無
神
経
極
ま
り
な
い
態
度
が
こ
こ
で
象
徴
的
に
描

か
れ
る
。

　

こ
れ
は
私
の
友
人
の
話
だ
が
、
彼
の
父
親
は
停
年
で
銀
行
を
退
職
す
る
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と
、
毎
朝
、
マ
キ
を
割
っ
て
飯
を
炊
く
よ
う
に
な
っ
た
。「
目
が
覚
め
る

と
、
パ
ア
ー
ン
、
パ
ア
ー
ン
と
薪
を
割
っ
て
や
が
る
ん
だ
。『
飯
は
や
っ

ぱ
り
マ
キ
で
な
く
っ
ち
ゃ
、
こ
う
フ
ッ
ク
リ
と
は
ふ
く
ら
ま
な
い
』
な
ん

て
、
ひ
と
り
で
悦
に
入
っ
て
い
る
ん
だ
が
ね
、
そ
れ
な
ら
せ
め
て
薪
は
昼

の
う
ち
に
で
も
割
っ
と
き
ゃ
い
い
の
に
、
か
な
ら
ず
朝
、
起
き
ぬ
け
に
や

る
ん
だ
か
ら
か
な
わ
な
い
。
狭
い
路
地
裏
で
、
近
所
迷
惑
だ
と
お
も
う
か

ら
注
意
し
て
や
り
た
い
ん
だ
が
、
い
ざ
と
な
る
と
可
哀
そ
う
な
気
が
し
て
、

そ
れ
も
云
え
な
い
よ
。
と
に
か
く
目
下
の
と
こ
ろ
、
親
じ
に
と
っ
ち
ゃ
そ

れ
が
唯
一
の
娯
楽
な
ん
だ
か
ら
な
ア
」。
友
人
は
口
も
と
に
一
種
悲
愴
な

笑
い
を
う
か
べ
て
、
そ
う
語
っ
た
）
（（
（

。

　

こ
ん
な
リ
ズ
ム
で
始
ま
る
こ
の
作
品
は
、
安
岡
章
太
郎
の
前
期
の
一
連
の
文

学
作
品
に
お
い
て
は
画
期
的
な
展
開
を
思
わ
せ
て
な
ら
な
い
。
や
は
り
戦
争
へ

日
本
を
引
き
ず
り
込
ん
で
敗
戦
を
も
た
ら
し
た
オ
ヤ
ジ
た
ち
の
世
代
と
戦
場
へ

駆
り
立
て
ら
れ
た
戦
争
当
時
二
十
代
だ
っ
た
安
岡
章
太
郎
に
代
表
さ
れ
る
戦
後

第
一
世
代
と
の
間
の
〝
も
つ
れ
〟
や
〝
清
算
〟
の
展
開
が
行
間
か
ら
生
々
し
く

感
じ
ら
れ
る
。

　

戦
後
第
一
世
代
の
〝
私
〟
の
よ
う
な
人
間
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
父
親
た
ち

が
毎
朝
路
地
裏
で
薪
を
割
っ
た
り
す
る
こ
と
や
、
裏
庭
で
鶏
に
餌
を
や
っ
て
飼

っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
の
親
た
ち
の
無
能
さ
を
マ
ザ
マ
ザ
と
見
せ
る
よ
う
な

態
度
で
情
け
な
い
。
そ
れ
を
〝
私
〟
の
表
現
で
言
え
ば
「
現
代
日
本
の
悲
劇
的

な
一
場
面
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
時
に
〝
私
〟
は
自
分
も
、
そ

し
て
自
分
の
同
世
代
の
仲
間
も
い
つ
か
同
じ
よ
う
な
運
命
を
辿
る
の
で
は
な
い

か
と
自
覚
し
て
い
る
。

　

い
ま
そ
れ
を
ウ
ル
さ
い
と
思
っ
て
き
い
て
い
て
も
、
い
つ
か
は
自
分
も

ま
た
薪
割
り
の
役
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
）
（（
（

。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
〝
私
〟
は
自
分
が
父
親
に
顔
や
姿
が
似
て
い
る
こ
と
は
嫌

で
も
あ
き
ら
め
て
現
実
を
認
め
る
し
か
な
す
術
が
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
に
い

た
っ
た
こ
と
に
な
る
。
親
の
す
べ
て
を
受
け
継
ぐ
の
が
息
子
の
宿
命
で
逃
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
作
品
そ
し
て
「
軍
歌
」
を

理
解
す
る
た
め
の
中
心
的
な
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
も
主
人
公
の
〝
私
〟
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
〝
戦
中
・
戦
後
モ

ノ
〟
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
一
方
的
に
父
親
を
責
め
て
敗
戦
の
責
任
を
背
負
わ

せ
る
ば
か
り
の
姿
勢
を
も
は
や
取
っ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
父
親
や
そ
の
世
代

の
オ
ヤ
ジ
た
ち
が
起
こ
し
た
混
乱
の
か
げ
で
自
分
ら
戦
後
第
一
世
代
が
頑
張
れ

る
よ
う
に
な
り
、
今
日
（
作
品
発
表
当
時
一
九
五
〇
年
代
の
末
）、
楽
な
日
常
生

活
を
満
喫
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

終
戦
以
来
ど
う
や
ら
私
が
自
立
し
て
や
っ
て
行
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で

の
十
年
間
、
ど
ん
な
ふ
う
に
活
き
つ
な
い
で
き
た
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
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い
。
乞
食
と
泥
棒
と
は
し
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
一

歩
手
前
の
と
こ
ろ
ま
で
は
何
度
も
行
っ
た
。
戦
後
の
混
乱
期
に
巻
き
込
ま

れ
て
私
た
ち
は
苦
し
ん
だ
が
、
あ
の
よ
う
な
混
乱
期
で
な
け
れ
ば
出
来
る

は
ず
も
な
い
こ
と
を
や
っ
た
か
ら
こ
そ
、
き
ょ
う
ま
で
生
き
の
び
る
こ
と

が
、
出
来
た
と
も
い
え
る
。
と
に
か
く
死
に
た
く
は
な
い
一
心
の
無
我
夢

中
で
す
ご
し
た
十
年
間
だ
っ
た
）
（（
（

。

　

し
か
し
や
は
り
自
分
の
母
親
は
そ
の
十
年
間
の
混
乱
期
の
犠
牲
に
な
っ
て
変

わ
り
果
て
た
姿
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
こ
の
段
階
で

は
、
主
人
公
の
〝
私
〟
は
な
す
術
も
な
い
こ
と
で
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
宿

命
だ
と
仄
め
か
す
よ
う
に
言
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
ト
リ
ト
メ
の
な
い
ど
ろ
ど
ろ
の
生
活
に
ど
う
や
ら
恰
好
が
つ
い

て
き
た
こ
ろ
、
疲
れ
は
て
た
母
親
は
廃
人
同
様
の
姿
で
死
ん
で
行
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
「〝
戦
後
〟
は
お
わ
っ
た
」
と
い
う
声
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

聞
か
れ
は
じ
め
た
こ
ろ
で
あ
る
）
（9
（

。

共
存
か
決
別
か
・
戦
後
の
世
代
衝
突
の
縮
図

　

つ
ま
り
、
前
述
の
「
海
辺
の
光
景
」
を
受
け
て
、
母
親
の
死
は
け
っ
き
ょ
く

戦
後
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
時
代
に
幕
を
閉
じ
た
し
、
次
の
戦
後
世
代
に
再
出
発

の
原
動
力
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
主
人
公
の
〝
私
〟
に
と
っ
て
は

他
に
戦
後
の
終
焉
を
意
味
す
る
幾
つ
か
の
出
来
事
が
あ
っ
た
。
長
年
自
分
が
患

っ
て
い
た
脊
椎
カ
リ
エ
ス
も
完
全
に
治
っ
た
し
、
結
婚
も
で
き
て
マ
イ
ホ
ー
ム

を
持
つ
こ
と
も
で
き
た
。
三
歳
か
四
歳
ぐ
ら
い
の
戦
後
第
三
世
代
（
第
二
世
代

は
敗
戦
当
時
少
年
少
女
だ
っ
た
も
の
に
し
て
お
き
た
い
が
）
を
代
表
す
る
我
が
娘

が
平
和
な
世
の
中
の
日
常
生
活
を
満
喫
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

す
べ
て
彼
に
と
っ
て
は
〝
戦
後
の
終
わ
り
〟
も
し
く
は
〝
戦
後
の
終
焉
〟
を
思

わ
せ
て
く
れ
た
。

　

た
し
か
に
〝
戦
後
〟
は
い
つ
と
は
な
し
に
終
っ
て
い
た
。（
中
略
）
現

に
私
自
身
、
結
婚
し
、
父
親
に
な
り
、
一
戸
の
家
を
か
ま
え
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
こ
と
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
で
身
動
き
も
な
ら
ず
膿
と
垢
ま
み
れ
に

な
っ
て
寝
込
ん
で
い
た
当
時
の
私
に
は
想
像
も
お
よ
ば
ぬ
こ
と
だ
っ
た
。

私
は
女
房
や
子
供
か
ら
「
パ
パ
」
と
よ
ば
れ
（
中
略
）「
パ
パ
、
戦
争
ち

ゅ
う
の
子
供
は
お
肉
も
玉
子
も
な
ア
ん
に
も
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
に

ね
」
母
親
の
口
真
似
で
そ
ん
な
こ
と
を
云
う
子
供
に
、「
そ
う
だ
よ
、
だ

か
ら
ミ
サ
子
も
勿
体
な
い
と
思
っ
た
ら
、
の
こ
さ
ず
に
全
部
お
あ
が
り
）
（0
（

」

　

し
か
し
父
親
の
突
然
の
訪
問
は
〝
私
〟
に
は
一
つ
の
忘
れ
ら
れ
た
大
事
な

〝
戦
後
〟
が
ま
だ
取
り
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
く
自
覚
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。

〝
私
〟
の
目
に
は
父
親
が
今
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
父
親
が
敗
戦
後
、
鵠
沼
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海
岸
の
家
に
帰
っ
て
き
た
と
き
の
状
況
と
ち
っ
と
も
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に

映
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
父
親
は
息
子
の
東
京
の
マ
イ
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
か

ら
、
す
ぐ
に
ま
た
そ
の
狭
い
庭
で
鶏
を
飼
い
始
め
る
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
十
四

年
ぐ
ら
い
経
っ
て
世
の
中
が
大
分
変
わ
っ
て
き
た
の
に
父
親
だ
け
は
ま
る
で
自

分
の
〝
時
間
〟
が
止
ま
っ
た
ま
ま
の
よ
う
で
、
鵠
沼
海
岸
の
時
代
と
変
わ
ら
ず
、

周
り
の
世
相
や
家
族
と
は
関
係
な
く
自
分
だ
け
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
た
ま
ま

で
あ
る
。
む
し
ろ
中
途
半
端
な
形
で
取
り
残
さ
れ
た
父
親
の
存
在
こ
そ
が
本
当

の
〝
戦
後
亡
霊
〟
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
母
親
が
死
ん
で
も
自
分
が
家
庭
を
つ
く

っ
て
安
定
し
た
生
活
を
築
き
上
げ
て
も
、
な
か
な
か
心
が
晴
れ
な
い
要
因
は
、

や
は
り
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
実
に
気
付
い
て
目
か

ら
鱗
が
落
ち
た
思
い
の
〝
私
〟
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
下
記
の
よ
う
に
綴
っ
た

の
だ
。

　

そ
ん
な
私
の
と
こ
ろ
へ
、
あ
る
日
突
然
〝
戦
後
〟
が
や
っ
て
き
た
。
郷

里
の
Ｋ
県
か
ら
父
親
が
上
京
し
て
き
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
終
戦
後
の

数
年
間
、
父
は
ニ
ワ
ト
リ
や
ア
ン
ゴ
ラ
兎
な
ど
小
動
物
を
無
理
な
算
段
で

手
に
入
れ
て
き
て
は
、
そ
の
飼
育
に
失
敗
し
、
家
計
を
い
よ
い
よ
窮
乏
さ

せ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
く
り
か
え
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
（
中
略
）
そ
ん

な
父
を
見
る
と
私
は
、
忘
れ
か
か
っ
て
い
た
〝
戦
後
〟
が
亡
霊
の
よ
う
に

父
の
ま
わ
り
に
漂
い
は
じ
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
）
（1
（

。

　

戦
時
の
軍
国
主
義
体
制
を
代
表
す
る
こ
の
父
親
は
彼
を
置
き
去
り
に
し
た
ま

ま
大
き
く
変
化
し
て
い
く
戦
後
の
日
本
社
会
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
に
�
断
し

な
が
ら
頑
固
に
自
分
の
意
地
を
通
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

あ
く
ま
で
も
熱
心
に
作
業
を
つ
づ
け
る
〝
自
給
自
足
〟、〝
欲
シ
ガ
リ
マ

セ
ン
勝
ツ
マ
デ
ハ
〟
そ
ん
な
標
語
が
禿
げ
上
っ
た
赤
黒
い
額
の
な
か
に
滲

み
こ
ん
で
い
る
み
た
い
だ
）
（2
（

。

　

こ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
い
。
も
は
や
居
場
所
の
な
く
な
っ
た
父
親
の
存
在
は

〝
私
〟
の
小
さ
な
家
族
に
と
っ
て
は
も
う
厄
介
な
も
の
で
、
極
端
に
言
え
ば
粗

大
ご
み
同
然
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
せ
っ
か
く
希
望
の
光
の
射
し

た
未
来
に
向
か
っ
て
歩
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
〝
私
〟
の
小
さ
な
家
庭
の
前
に

父
親
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
足
手
ま
と
い
に
な
っ
た
よ
う
な
形
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
日
本
が
経
済
急
成
長
を
は
か
る
と
き
に
足
を
引
っ
張
ろ
う
と
す
る
戦

前
の
思
想
や
伝
統
な
ど
の
し
が
ら
み
を
象
徴
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
よ
り
や
は
り
戦
時
中
を
生
き
た
世
代
の
一
個
上
の
父
親
た
ち
が
、〝
戦
後
の

終
焉
〟
宣
言
を
断
固
と
し
て
許
さ
な
い
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
件
だ
と
思
わ
れ

る
。
戦
後
第
一
世
代
を
代
弁
す
る
〝
私
〟
は
、
父
親
の
わ
が
ま
ま
な
行
動
に
あ

き
れ
て
、「
誰
が
何
と
云
お
う
と
、
こ
の
家
の
主
権
者
は
オ
レ
な
ん
だ
ぞ
」
と

こ
こ
ろ
の
中
で
呟
く
。
こ
の
箇
所
は
日
本
戦
後
の
二
つ
の
世
代
が
ど
う
し
て
も

共
存
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
示
し
た
文
章
で
あ
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る
が
、
ま
た
同
じ
意
味
を
指
す
も
う
一
つ
の
文
章
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
女
房
の
そ
だ
っ
た
環
境
は
父
と
あ
ま
り
に
ち
が
い
す
ぎ
る
。

つ
ま
り
軒
下
四
尺
五
寸
の
庭
に
も
芝
生
を
つ
く
り
た
が
っ
た
り
、
物
干
場

を
白
ペ
ン
キ
で
塗
っ
た
り
す
る
の
は
女
房
の
趣
味
で
あ
り
、
そ
の
傍
に
急

造
の
、
む
し
ろ
ゴ
ミ
溜
然
と
し
た
ト
リ
小
舎
を
も
う
け
て
玉
子
を
生
ま
せ

た
が
る
の
は
父
の
行
き
方
で
あ
る
）
（（
（

。

　
「
軍
歌
」
で
は
主
人
公
の
〝
私
〟
は
、
頂
点
に
達
し
た
二
世
代
を
代
表
す
る

自
分
の
父
親
と
自
分
の
妻
の
衝
突
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
仕
事
の
忙
し
さ

を
盾
に
元
日
で
も
朝
か
ら
家
を
出
て
し
ま
う
の
だ
。
し
か
し
そ
ん
な
緊
迫
し
た

空
気
の
中
に
さ
さ
や
か
な
平
和
を
思
わ
せ
る
光
景
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は

父
親
と
自
分
の
む
す
め
の
ミ
サ
子
と
の
と
き
ど
き
繰
り
返
さ
れ
る
あ
ど
け
な
い

戯
れ
の
光
景
で
あ
る
。

　

孫
の
相
手
を
し
て
、
馬
に
な
っ
て
や
っ
た
り
、
象
の
鳴
き
マ
ネ
を
し
て

み
せ
て
や
っ
た
り
し
て
い
る
父
に
、
子
供
が
よ
ろ
こ
ん
で
キ
ャ
ッ
キ
ャ
と

笑
い
声
を
た
て
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も
平
和
な
な
が
め
だ
。
け
れ
ど
も
、

そ
の
「
平
和
」
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
眼
に
見
え
な
い
忍
耐
が
必

要
だ
）
（（
（

。

　

つ
ま
り
こ
れ
は
ま
っ
た
く
戦
争
を
知
ら
な
い
、
敗
戦
か
ら
ず
っ
と
後
に
な
っ

て
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
孫
た
ち
の
世
代
と
戦
争
を
指
揮
し
て
き
た
父
た
ち
の
世

代
と
の
何
の
シ
コ
リ
も
セ
イ
サ
ン
も
内
包
し
な
い
仲
を
写
し
出
し
た
象
徴
的
な

文
章
で
あ
る
。
大
き
な
隔
た
り
を
も
つ
こ
の
二
世
代
こ
そ
が
む
し
ろ
共
存
し
や

す
い
形
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
の
指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
軍
歌
」
と
失
わ
れ
た
〝
メ
ザ
ニ
ン
世
代
〟

　

し
か
し
そ
の
間
に
、
つ
ま
り
戦
後
第
一
世
代
で
あ
る
〝
私
〟
と
孫
ミ
サ
子
の

世
代
の
間
に
は
、
西
洋
の
建
築
様
式
、
特
に
ホ
テ
ル
で
い
う
「
中
二
階
」
も
し

く
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
階
と
一
階
の
間
に
M
文
字
で
表
さ
れ
る
比
較
的
天
井
の
低
い

メ
ザ
ニ
ン
（M

E
Z
Z
A
N
IN

E

）
階
に
で
も
当
た
る
よ
う
な
も
う
一
つ
の
世
代
、

終
戦
当
時
召
集
令
状
の
適
齢
に
至
ら
な
か
っ
た
少
年
だ
っ
た
い
わ
ゆ
る
〝
中
間

世
代
〟
が
介
在
し
て
い
る
。
野
坂
昭
如
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
こ
の
世
代
は
ど
っ

ち
に
も
つ
か
な
い
〝
失
わ
れ
た
世
代
〟
で
あ
っ
て
、
野
坂
昭
如
自
身
も
こ
の
世

代
の
一
人
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
、「
軍
歌
」
で
は
む
し
ろ
こ
の
世

代
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
て
い
て
、〝
私
〟
の
家
を
舞
台
に
四
つ
の
世
代
が

入
り
混
じ
っ
た
複
雑
な
人
間
模
様
が
展
開
し
て
い
く
。

　

こ
れ
は
敗
戦
か
ら
十
五
年
ほ
ど
経
っ
て
、
日
本
が
と
う
と
う
〝
脱
戦
後
〟
に

差
し
掛
か
り
目
覚
ま
し
い
高
度
成
長
を
果
た
し
は
じ
め
た
こ
ろ
、
こ
の
四
つ
の

世
代
が
犇
き
合
う
状
況
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
縮
図
と
し
て
書
い
た
作
品
だ
と
思

わ
れ
、
こ
の
作
品
の
作
家
た
る
安
岡
章
太
郎
に
と
っ
て
も
そ
ろ
そ
ろ
取
り
残
さ
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れ
た
最
後
の
〝
戦
後
〟
と
思
わ
れ
る
父
親
が
置
か
れ
た
中
途
半
端
な
立
場
に
何

ら
か
の
形
で
決
着
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
軍
歌
」
で
は
、〝
私
〟
が
仕
事
を
終
え
て
夜
に
マ
イ
ホ
ー
ム
に
帰
っ
て
み
る

と
、
そ
こ
で
は
何
人
か
の
隣
近
所
の
顔
見
知
り
の
若
者
た
ち
が
父
親
と
酒
を
飲

み
な
が
ら
声
を
張
り
上
げ
て
太
平
洋
戦
争
当
時
の
軍
歌
を
合
唱
し
て
い
た
。
小

説
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
こ
の
若
者
た
ち
は
〝
私
〟
よ
り
十
歳
ぐ
ら
い
年
下
で
あ

る
。
こ
れ
は
〝
私
〟
か
ら
す
れ
ば
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
出
来
事
だ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
戦
場
に
行
っ
た
経
験
の
な
い
こ
の
若
者
た
ち
は
、
ど
う
い
う
風
の

吹
き
回
し
で
父
に
調
子
に
乗
せ
ら
れ
て
忘
れ
ら
れ
た
軍
歌
を
声
を
張
り
上
げ
て

歌
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
。
こ
の
〝
軍
歌
〟
も
正
に
〝
私
〟
に
と
っ
て

は
忘
れ
か
け
て
い
た
〝
戦
後
亡
霊
〟
の
到
来
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　

こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
選
ば
れ
た
〝
軍
歌
〟
と
い
う
言
葉
は
、
考
え
て
み

れ
ば
〝
戦
後
亡
霊
〟
と
い
う
言
葉
と
ま
る
で
置
き
換
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
〝
私
〟
が
父
親
に
そ
の
一
騒
ぎ
の
わ
け
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
と
、
紅
白
歌

合
戦
の
番
組
に
出
て
い
る
頼
り
な
い
若
者
芸
能
人
の
女
々
し
い
態
度
が
シ
ャ
ク

に
さ
わ
っ
た
ら
し
く
、
来
客
の
若
者
二
人
を
煽
り
立
て
て
軍
歌
を
合
唱
さ
せ
た

ら
し
い
。

　
「
し
か
し
な
ア
Ｎ
よ
、
お
れ
は
お
じ
さ
ん
の
言
う
こ
と
も
よ
く
わ
か
る

よ
。
ゆ
う
べ
も
テ
レ
ビ
で
大
晦
日
の
『
年
忘
れ
、
紅
白
歌
合
戦
』
と
か
い

う
の
を
見
て
思
っ
た
ん
だ
が
、
い
い
若
い
者
が
体
を
ク
ニ
ャ
ク
ニ
ャ
さ
せ

て
さ
、
ま
る
で
女
み
た
い
に
つ
く
り
笑
い
な
ん
か
し
や
が
っ
て
…
…
。
あ

あ
い
う
や
つ
ら
を
、
み
ん
な
軍
隊
へ
ひ
っ
ぱ
っ
て
行
っ
て
、
叩
き
な
お
し

て
や
り
た
く
な
る
よ
。
ね
え
、
お
じ
さ
ん
、
お
じ
さ
ん
な
ん
か
、
と
く
に

そ
う
思
う
で
し
ょ
う
）
（（
（

」

　

そ
し
て
、〝
Ｎ
氏
〟
と
し
て
登
場
す
る
来
客
の
若
者
の
一
人
が
今
度
は
い
き

な
り
〝
敗
戦
の
責
任
〟
の
矛
先
を
父
親
で
は
な
く
む
し
ろ
主
人
公
〝
私
〟
に
向

け
た
の
だ
。
ず
っ
と
父
親
世
代
に
そ
の
責
任
を
背
負
わ
せ
よ
う
と
し
続
け
た

〝
私
〟
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
思
い
が
け
な
い
展
開
で
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

発
言
で
あ
っ
た
。
Ｎ
氏
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

　
「
ね
え
、
お
じ
さ
ん
。
日
本
軍
は
手
を
上
げ
る
べ
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
、

そ
う
で
し
ょ
う
。
中
国
大
陸
で
も
、
仏
印
で
も
、
ジ
ャ
ヴ
ァ
で
も
、
日
本

軍
は
ち
っ
と
も
負
け
て
な
か
っ
た
、
そ
う
で
し
ょ
う
」（
中
略
）
Ｎ
は
私

の
方
に
向
き
な
お
っ
て
言
っ
た
。「
君
た
ち
が
、
も
っ
と
が
ん
ば
る
べ
き

だ
っ
た
ん
だ
。
敵
を
本
土
に
無
血
上
陸
さ
せ
る
な
ん
て
、
日
本
を
そ
ん
な

ダ
ラ
シ
の
な
い
国
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
君
た
ち
の
せ
い
だ
。
…
…
ど

う
せ
君
た
ち
の
な
か
の
優
秀
な
人
た
ち
は
、
み
ん
な
特
攻
隊
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
。
し
か
し
ね
え
、
君
た
ち
が
も
う
少
し
、
せ
め
て
も
う
一
二
年
が
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ん
ば
っ
て
く
れ
て
い
た
ら
、
僕
ら
が
戦
争
に
間
に
合
っ
た
ん
だ
）
（（
（

」

　

こ
の
会
話
は
と
う
と
う
口
論
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
行
き
、〝
私
〟
は
我
を

忘
れ
て
興
奮
し
、
怒
り
の
あ
ま
り
Ｎ
氏
の
顔
を
目
が
け
て
パ
ン
チ
を
食
わ
せ
て

し
ま
っ
た
。〝
私
〟
は
ま
た
か
な
り
酒
に
酔
っ
て
変
な
言
動
を
見
せ
始
め
た
父

親
を
部
屋
へ
押
し
込
ん
で
閉
じ
こ
め
た
の
だ
が
、
父
親
は
し
ば
ら
く
抵
抗
を
続

け
た
。
そ
し
て
そ
の
と
き
父
親
が
ず
っ
と
長
年
押
し
殺
し
て
い
た
本
音
が
い
っ

ぺ
ん
に
爆
発
し
た
か
の
よ
う
に
、「
何
、
こ
の
不
孝
も
の
。
不
孝
…
…
不
忠
、

き
わ
ま
れ
る
馬
鹿
者
」
と
怒
鳴
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
何
も
な
か
っ
た
か
の

よ
う
に
父
親
は
安
ら
か
な
寝
息
を
立
て
て
い
た
。

　

結
局
三
つ
の
違
っ
た
世
代
が
ず
っ
と
抑
え
て
い
た
不
満
を
互
い
に
吐
き
出
し

合
っ
て
ぶ
つ
か
り
合
い
、
溜
ま
っ
て
い
た
ス
ト
レ
ス
が
ふ
っ
き
れ
た
よ
う
に
見

え
た
。
こ
れ
で
す
こ
し
は
〝
戦
後
〟
の
重
い
空
気
が
消
え
始
め
た
よ
う
に
思
わ

れ
た
と
こ
ろ
で
「
軍
歌
」
は
終
わ
る
。

父
親
の
再
婚
・
敗
戦
の
終
焉
な
の
か

　
「
家
族
団
欒
図
」
に
戻
っ
て
、
父
親
が
そ
ろ
そ
ろ
息
子
の
家
を
離
れ
る
展
開

を
見
て
み
よ
う
。

　

あ
る
日
、〝
私
〟
は
妻
か
ら
父
親
に
つ
い
て
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
報
告
さ

れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
父
親
が
酒
に
酔
っ
て
妻
に
色
目
を
使
っ
た
と
い
う
報
告

だ
が
、
不
思
議
に
〝
私
〟
は
怒
っ
た
り
し
な
い
。
鵠
沼
海
岸
時
代
は
〝
私
〟
は

母
親
を
独
り
占
め
し
て
い
た
た
め
父
親
は
ど
れ
ほ
ど
寂
し
い
想
い
を
し
た
こ
と

だ
ろ
う
か
。〝
私
〟
は
む
し
ろ
あ
れ
か
ら
ず
っ
と
父
親
に
対
し
て
あ
る
種
の
晴

れ
な
い
う
し
ろ
め
た
さ
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。

「（
中
略
）
お
じ
い
さ
ん
が
あ
た
し
に
何
を
し
よ
う
と
し
た
か
、
酔
っ
ぱ
ら

っ
た
振
り
な
ん
か
し
て
さ
」

「
云
っ
て
み
ろ
よ
、
こ
っ
ち
だ
っ
て
、
ふ
ん
、
だ
」

　

売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
（
中
略
）
そ
う
云
う
の

を
聞
く
と
急
に
心
の
中
が
カ
ラ
リ
と
晴
れ
わ
た
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
。

︱
︱
な
ア
ん
だ
、
や
っ
ぱ
り
そ
ん
な
こ
と
か
。
そ
う
思
う
と
私
は
昨
夜
来

わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
不
安
な
緊
張
感
が
ほ
ぐ
れ
て
、
も
の
ご
と
す
べ
て
が

明
瞭
に
見
え
て
く
る
よ
う
だ
っ
た
。
な
ぜ
か
。
…
…
昨
夜
、
父
が
何
を
し

た
の
か
、
何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
私
に
は
わ
か
り
よ

う
の
な
い
問
題
だ
。
し
か
し
、
と
に
か
く
こ
れ
で
も
う
私
と
父
の
間
に
は

貸
し
借
り
勘
定
は
な
く
な
っ
た
、
よ
け
い
な
遠
慮
は
必
要
な
い
、
一
瞬
そ

ん
な
考
え
が
私
の
頭
の
中
を
真
直
ぐ
に
突
き
と
お
っ
て
い
っ
た
）
（（
（

。

　

つ
ま
り
こ
れ
で
〝
私
〟
と
父
親
と
の
間
の
〝
借
金
〟
が
解
消
さ
れ
、
取
り
残

さ
れ
た
〝
戦
後
〟
の
大
き
な
〝
清
算
〟
が
済
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
の
と
り
え
の

な
い
、
独
り
で
孤
立
し
て
し
ま
っ
た
父
親
は
ま
だ
そ
こ
に
い
る
で
は
な
い
か
。
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そ
こ
で
〝
私
〟
の
妻
は
途
方
も
な
い
提
案
を
ぶ
つ
け
た
の
だ
。「
あ
た
し
、
夕

べ
か
ら
ず
う
っ
と
考
え
た
ん
だ
け
れ
ど
、
お
じ
い
さ
ん
に
お
嫁
さ
ん
を
も
ら
う

べ
き
ね
」
と
。
そ
れ
か
ら
一
年
ほ
ど
経
っ
て
父
親
の
再
婚
の
結
婚
式
が
こ
ぢ
ん

ま
り
と
し
た
雰
囲
気
で
目
黒
区
の
古
ぼ
け
た
中
華
料
理
店
で
行
わ
れ
た
。
両
家

の
親
戚
だ
け
を
集
め
た
結
婚
式
だ
っ
た
が
、
新
婦
は
ど
こ
と
な
く
〝
私
〟
の
死

ん
だ
母
親
に
似
て
い
る
よ
う
だ
。
丸
顔
で
肥
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
酒
が

回
る
と
緊
張
気
味
だ
っ
た
父
親
は
ニ
コ
ニ
コ
笑
い
な
が
ら
死
ん
だ
女
房
の
想
い

出
話
を
持
ち
出
し
て
し
ま
う
。
ま
る
で
新
婦
の
顔
に
死
ん
だ
女
房
の
面
影
を
見

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
様
子
を
見
た
息
子
の
〝
私
〟
は
内
心
、「
し
か
し
何
は
と
も
あ
れ
、
こ

れ
で
父
も
ど
う
や
ら
〝
戦
後
〟
を
ぬ
け
だ
す
路
が
つ
い
た
と
お
も
う
と
、
私
も

気
分
が
楽
だ
っ
た
）
（（
（

」
と
思
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
瞬
間
〝
私
〟
は
〝
戦
後
の

終
焉
〟
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
父
親
の
再
婚
に
よ
っ
て
も
う
父
親
に
対
す
る

う
し
ろ
め
た
さ
も
な
く
な
っ
た
だ
ろ
う
し
、
父
親
が
高
知
の
田
舎
に
帰
っ
て
も

寂
し
い
想
い
も
し
な
い
だ
ろ
う
し
、〝
私
〟
も
こ
れ
で
思
い
切
っ
て
妻
と
娘
ミ

サ
子
と
三
人
で
や
っ
と
敗
戦
や
敗
戦
後
の
す
べ
て
の
し
が
ら
み
を
一
切
合
財
振

り
払
っ
て
希
望
に
満
ち
た
〝
戦
後
〟
の
な
い
未
来
に
向
か
っ
て
歩
み
出
せ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ら
こ
の
作
品
ま
で
の
安
岡
章
太
郎
の
〝
戦

中
・
戦
後
モ
ノ
〟
が
首
尾
一
貫
す
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
全
体
像
も
は
っ
き
り
浮

か
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
気
持
ち
に
ど
う
し
て
も
さ
せ
て
く
れ
な
い
曖
昧
で
奥
の
深
い

最
後
の
件
が
大
き
な
疑
問
符
を
投
げ
か
け
な
が
ら
限
り
の
な
い
オ
ー
プ
ン
・
エ

ン
ド
を
永
遠
に
残
す
。「
家
族
団
欒
図
」
の
最
後
の
件
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　

一
行
が
玄
関
の
式
台
に
た
ど
り
つ
い
た
と
き
、
女
中
頭
ら
し
い
人
が
私

の
袖
を
ひ
い
て
云
っ
た
。「
ほ
ん
と
う
に
、
御
家
族
団
欒
で
愉
し
そ
う
で

ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
た
く
し
た
ち
は
み
ん
な
『
あ
あ
、
う
ら
や
ま
し
い
』

っ
て
申
し
上
げ
て
い
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
の
よ
」。
私
は
、
お
世
辞
に
し

ろ
こ
ん
な
こ
と
を
女
中
さ
ん
か
ら
云
わ
れ
た
こ
と
は
意
外
で
あ
り
、
も
う

一
度
訊
き
な
お
そ
う
と
、
立
ち
ど
ま
っ
て
、「
え
」
と
云
っ
た
瞬
間
、
お

も
わ
ず
正
面
の
ガ
ラ
ス
戸
に
う
つ
っ
た
人
の
影
に
ギ
ク
リ
と
し
た
。
親
じ

が
こ
ち
ら
を
向
い
て
立
っ
て
い
る
︱
︱
そ
う
お
も
っ
て
見
た
の
が
私
自
身

の
姿
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
猪
首
の
肩
を
ま
る
め
た
私
は
暗
い
ガ
ラ
ス
戸

の
な
か
か
ら
、
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
マ
ゴ
つ
い
た
顔
つ
き
で
ジ

ッ
と
こ
ち
ら
を
見
つ
め
て
い
た
の
で
あ
る
）
（9
（

。

結　
　

論

　

安
岡
章
太
郎
は
以
上
の
「
家
族
団
欒
図
」
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
文
章
を
通
じ
て

一
体
読
者
に
は
ど
う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
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ま
ず
そ
こ
で
、
中
華
料
理
店
の
女
中
さ
ん
が
〝
私
〟
に
か
け
た
言
葉
を
考
え

て
み
た
い
。「
ほ
ん
と
う
に
、
御
家
族
団
欒
で
愉
し
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

あ
た
く
し
た
ち
は
み
ん
な
『
あ
あ
、
う
ら
や
ま
し
い
』
っ
て
申
し
上
げ
て
い
た

ん
で
ご
ざ
い
ま
す
の
よ
」
と
言
わ
れ
た
主
人
公
の
〝
私
〟
は
あ
っ
け
に
取
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
安
岡
章
太
郎
は
こ
こ
で
主
人
公
の
驚
き
を
表
現
す
る
た
め
に

〝
意
外
〟
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
一
体
何
が
〝
意
外
〟
で
あ
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
こ
れ
は
こ
の
作
品
に
限
ら
ず
、
鵠
沼
海
岸
を
舞
台
に
し
た
「
愛

玩
」「
故
郷
」「
剣
舞
」「
海
辺
の
光
景
」
な
ど
を
は
じ
め
、
つ
ま
り
戦
後
の
混

乱
の
中
で
主
人
公
〝
私
〟
も
し
く
は
〝
順
太
郎
〟
ま
た
は
〝
信
太
郎
〟
の
名
前

を
借
り
た
安
岡
章
太
郎
が
、
両
親
と
気
持
ち
の
行
き
違
い
や
い
が
み
合
い
を
繰

り
返
し
な
が
ら
そ
の
苦
し
い
戦
後
の
日
々
を
描
く
作
品
と
〝
私
〟、
つ
ま
り
安

岡
章
太
郎
自
身
の
家
庭
が
住
む
東
京
尾
山
台
の
新
し
い
家
を
舞
台
に
し
た
「
軍

歌
」
や
「
家
族
団
欒
図
」
を
一
通
り
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
論
文
で
前
述
し
た

通
り
、
い
か
に
こ
れ
が
波
乱
に
満
ち
た
時
代
で
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
し
、
父
親
の
一
生
は
息
子
の
安
岡
章
太
郎
の
妻
ま
で
巻
き
込
ん
で
し
ま
う

も
の
だ
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
お
そ
ら
く
安
岡
章
太
郎
も
、
そ
し
て
自

分
の
想
像
で
仕
立
て
た
自
分
を
代
弁
す
る
主
人
公
た
ち
も
、
少
年
時
代
か
ら
ず

っ
と
戦
後
十
四
、
五
年
経
つ
こ
ろ
ま
で
、
以
上
の
よ
う
な
想
い
を
抱
い
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
う
も
他
人
の
目
か
ら
遠
く
眺
め
た
場
合
は
こ
の
家

族
は
必
ず
し
も
仲
悪
そ
う
に
見
え
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
も

「
家
族
団
欒
図
」
の
締
め
く
く
り
の
文
章
を
読
ん
で
窺
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
お
互
い
い
が
み
合
い
な
が
ら
結
局
奥
深
い
と
こ
ろ
に
は
自
分
た
ち
家

族
メ
ン
バ
ー
当
人
に
は
見
え
な
い
ぬ
く
も
り
や
愛
情
が
存
在
し
て
い
た
。
安
岡

章
太
郎
が
ず
っ
と
壮
年
時
代
、
つ
ま
り
三
十
代
後
半
ま
で
思
い
つ
め
て
き
た
家

族
の
〝
不
和
〟
め
い
た
も
の
は
、
け
っ
き
ょ
く
世
間
か
ら
見
れ
ば
ど
こ
に
も
あ

り
そ
う
な
平
凡
で
あ
り
ふ
れ
た
一
つ
の
家
族
の
〝
家
族
団
欒
図
〟
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
安
岡
章
太
郎
を
代
弁
す
る
「
海
辺
の
光
景
」
の
信
太
郎
も
、「
家
族
団

欒
図
」
の
〝
私
〟
も
け
っ
き
ょ
く
内
心
こ
の
事
実
に
す
で
に
気
付
き
つ
つ
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。〝
意
外
〟
と
い
う
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
、
全
く
思
い
が
け
な

い
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〝
私
〟
が
す
で
に
気
付
き
は
じ
め
た
こ
と
を
他
人

に
確
認
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
と
思
う
。

　

い
ま
ま
で
の
展
開
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
敗
戦
の
後
遺
症
あ
る
い
は
〝
敗

戦
の
責
任
〟
の
問
題
な
ど
は
合
理
的
か
つ
ド
ラ
イ
で
殺
伐
と
し
た
家
族
内
で
の

〝
清
算
〟
で
処
理
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
妥
協
や
共
存
や
許
し
合
い
と

い
う
穏
や
か
さ
に
よ
っ
て
時
間
を
か
け
て
そ
れ
と
な
く
自
然
に
解
決
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
〝
戦
後
〟
も
し
く
は
〝
戦
後
の
亡
霊
〟

と
い
う
も
の
は
そ
う
簡
単
に
は
完
全
に
消
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
目
の
錯
覚

を
起
こ
し
て
料
理
店
の
ガ
ラ
ス
戸
に
自
分
の
顔
や
姿
を
オ
ヤ
ジ
の
も
の
と
見
違

え
た
〝
私
〟
は
そ
う
仄
め
か
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
安
岡
章
太
郎
本
人
が
自
作
の
短
編
の
タ
イ
ト
ル
に
使

っ
た
「
顔
の
責
任
」（
一
九
五
七
年
）
と
い
う
言
葉
に
す
べ
て
が
集
約
さ
れ
よ
う
。
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父
親
に
譲
ら
れ
似
た
よ
う
な
顔
を
持
つ
息
子
と
し
て
は
、
父
親
が
生
涯
成
し
た

す
べ
て
の
物
事
、
背
負
い
続
け
て
き
た
罪
ま
で
自
分
も
父
親
に
次
い
で
背
負
っ

て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
息
子
で
あ
る
以
上
逃
れ
る
こ
と
の
で
き

な
い
宿
命
な
の
で
あ
る
。
父
親
と
息
子
と
の
関
係
に
示
さ
れ
た
日
本
敗
戦
後
の

関
係
の
縮
図
を
安
岡
章
太
郎
が
自
ら
の
〝
戦
中
・
戦
後
モ
ノ
〟
の
長
い
シ
リ
ー

ズ
の
最
終
版
た
る
「
家
族
団
欒
図
」
で
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
大
体
想

像
が
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
安
岡
章
太
郎
が
属
す
る
戦
後
第
一
世
代
、
厳
密
に

言
え
ば
〝
学
徒
兵
世
代
〟
は
イ
ヤ
で
も
オ
ヤ
ジ
た
ち
の
世
代
の
敗
戦
そ
し
て
戦

後
の
す
べ
て
の
重
い
荷
物
を
こ
れ
か
ら
先
も
背
負
っ
て
い
く
運
命
に
あ
る
。
こ

れ
は
決
し
て
政
治
的
な
意
味
も
し
く
は
カ
チ
カ
チ
頭
の
思
想
家
が
連
ね
た
難
し

い
表
現
を
使
っ
て
綴
っ
た
論
理
的
な
語
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
時
中
そ
し
て

戦
後
の
日
常
生
活
、
戦
争
そ
し
て
敗
戦
後
の
す
さ
ん
だ
時
代
に
振
り
回
さ
れ
苦

し
ん
だ
日
本
の
一
家
族
の
中
の
一
人
の
男
の
生
涯
を
通
じ
て
提
起
さ
れ
た
結
論

で
あ
る
。

　

母
親
の
死
、
自
分
が
長
年
苦
し
ん
だ
病
気
の
回
復
、
自
分
の
結
婚
、
安
定
し

た
日
常
生
活
の
獲
得
、
娘
の
誕
生
そ
し
て
父
親
の
再
婚
な
ど
な
ど
、
一
人
の
男

の
生
涯
に
お
け
る
決
定
的
な
出
来
事
、
人
生
の
長
い
旅
の
主
な
〝
駅
〟
を
一
つ

一
つ
ク
リ
ア
ー
し
、
そ
の
度
に
少
し
ず
つ
敗
戦
の
亡
霊
の
気
配
が
薄
れ
て
い
く

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
に
と
っ
て
は
敗
戦
の
亡
霊
の
影
を
心
に
投
げ
落

と
し
た
父
親
の
存
在
が
最
終
的
に
こ
の
世
か
ら
消
え
て
も
や
は
り
自
分
の
顔
に

残
っ
た
父
親
の
面
影
が
残
る
限
り
戦
後
は
残
る
だ
ろ
う
し
、
次
の
世
代
に
も
順

番
に
受
け
継
が
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
安
岡
章
太
郎
の
結
論
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
。〝
戦
後
が
終
わ
っ
た
〟
と
い
う
言
い
方
の
一
つ
の
解
釈
と

し
て
、
物
事
が
太
平
洋
戦
争
以
前
に
元
通
り
に
戻
る
と
い
う
意
味
も
あ
ろ
う
が
、

到
底
こ
れ
は
無
理
な
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
か
と
い
っ
て
意
識
し
て
戦
後
の
亡

霊
を
ず
っ
と
追
い
か
け
て
い
く
の
も
荷
が
重
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
オ
ヤ
ジ
た
ち
の

恩
恵
を
受
け
て
こ
の
亡
霊
を
胸
に
そ
っ
と
し
ま
い
込
ん
で
た
だ
ひ
た
す
ら
に
精

一
杯
人
生
を
歩
み
続
け
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
む
し
ろ
安
岡
章

太
郎
の
「
家
族
団
欒
図
」
か
ら
後
の
作
家
人
生
の
姿
勢
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　
「
家
族
団
欒
図
」
以
降
は
安
岡
章
太
郎
は
ほ
と
ん
ど
あ
の
時
代
を
振
り
向
く

こ
と
な
く
新
た
な
テ
ー
マ
を
展
開
し
て
い
く
。
そ
し
て
安
岡
章
太
郎
の
亡
く
な

っ
た
父
親
に
対
す
る
想
い
を
綴
っ
た
最
も
印
象
に
残
る
言
葉
は
下
記
の
通
り
で

あ
る
。

　

四
十
代
の
半
ば
あ
た
り
か
ら
私
は
、
自
分
自
身
の
も
の
の
考
え
方
に
も

こ
れ
ま
で
と
は
何
処
か
違
っ
た
も
の
が
出
て
き
た
の
を
少
し
ず
つ
自
覚
し

は
じ
め
た
。
こ
れ
は
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
の
暮
に
、
父
が
死
ん
だ

こ
と
と
も
係
わ
り
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
父
は
享
年
七
十
五
歳
、
私
自
身

は
そ
の
頃
四
十
六
歳
に
な
っ
て
い
た
。
率
直
に
い
っ
て
、
私
に
と
っ
て
父

は
、
長
年
た
だ
わ
ず
ら
わ
し
い
存
在
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ

れ
が
何
年
か
前
に
父
が
軽
い
脳
出
血
の
発
作
で
倒
れ
て
以
来
、
私
は
な
ん

と
な
く
後
盾
を
失
っ
た
よ
う
な
不
安
と
動
揺
を
お
ぼ
え
は
じ
め
た
。
い
や
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「家族団欒図」

私
は
、
父
に
実
質
的
な
援
助
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
何
も
な
か
っ
た
。
父

が
実
生
活
上
、
ま
っ
た
く
無
能
に
等
し
い
こ
と
は
、
戦
後
の
混
乱
期
を
通

じ
て
イ
ヤ
と
い
う
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
の
人
生
の
重
要
な
節
目
節
目
に
は
必

ず
父
が
傍
に
い
て
、
無
言
の
う
ち
に
何
か
と
適
切
な
指
示
を
あ
た
え
て
く

れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。（
中
略
）
私
が
多
少
と
も
自
分
を
理
解
す

る
手
掛
か
り
に
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
無
意
識
の

う
ち
に
も
父
親
の
な
か
に
自
分
自
身
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ

う
）
（0
（

。

　

安
岡
章
太
郎
は
文
学
作
家
と
し
て
そ
の
活
動
を
開
始
し
た
時
点
か
ら
ず
っ
と

そ
う
い
っ
た
父
と
子
の
奇
妙
な
相
克
を
戦
後
の
敗
北
感
と
二
重
写
し
に
し
て
文

学
作
品
を
出
し
続
け
て
い
っ
た
。
そ
し
て
「
海
辺
の
光
景
」
を
書
く
頃
に
な
っ

て
、
そ
う
い
う
父
の
敗
北
感
を
、
自
分
自
身
で
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
よ
う
や
く
少
し
ず
つ
意
識
し
は
じ
め
、
そ
し
て
最
後
に
「
家
族
団
欒

図
」
と
「
軍
歌
」
で
は
そ
の
気
持
ち
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
が
「
第
三
の
新
人
」
と
し
て
最
後
に
残
っ
た
安
岡
章
太
郎
が
自
分
の
作

家
生
命
を
燃
や
し
て
、
戦
後
を
生
き
続
け
て
き
た
世
代
そ
し
て
戦
後
に
生
ま
れ

て
き
た
い
く
つ
か
の
世
代
に
託
し
た
大
事
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
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郎
「
海
辺
の
光
景
」『
海
辺
の
光
景
』、
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
〇

年
、
二
九
頁
。

（
４
）　

松
原
新
一
「
安
岡
章
太
郎
に
お
け
る
戦
後
の
意
味
」『
國
文
学
・
解
釈
と

鑑
賞
』
三
七
巻
二
号
、
至
文
堂
、
一
九
七
二
年
二
月
、
九
一
頁
。

（
５
）　
「
顔
の
責
任
」『
安
岡
章
太
郎
集
２
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
三
五

六
～
三
五
七
頁
。

（
６
）　

同
上
、「
肥
っ
た
女
」『
安
岡
章
太
郎
集
２
』、
一
九
五
頁
。

（
７
）　

同
上
、「
故
郷
」『
安
岡
章
太
郎
集
２
』、
一
一
八
頁
。

（
８
）　

同
上
、
一
一
九
頁
。

（
9
）　

同
上
、
一
二
〇
頁
。

（
10
）　

桶
谷
秀
昭
『
昭
和
精
神
史
』
戦
後
�
、
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇

四
頁
。

（
11
）　

松
木
新
「
戦
後
派
文
学
出
発
の
様
相
」、『
民
主
文
学
』
日
本
民
主
主
義
文

学
会
、
年
次
一
九
八
七
／
〇
八
巻
号
二
六
一
、
一
〇
五

（
12
）　

川
村
湊
『「
戦
後
文
学
を
問
う
」　

そ
の
体
験
と
理
念　

』、
岩
波
新
書
、

一
九
九
五
年
、
一
～
二
頁
。

（
1（
）　

「
剣
舞
」『
安
岡
章
太
郎
集
１
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
九
四
～

一
九
五
頁
。

（
1（
）  

安
岡
章
太
郎
「
海
辺
の
光
景
」『
海
辺
の
光
景
』、
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
七

年
（
四
〇
刷
改
版
）、
六
二
頁
。

（
1（
）　

同
上
、
二
三
頁
。

（
1（
）　

同
上
「
愛
玩
」
前
掲
『
海
辺
の
光
景
』、
三
〇
一
頁
。

（
1（
）　

同
上
、「
海
辺
の
光
景
」、
六
四
頁
。

（
1（
）　

同
上
、「
愛
玩
」、
三
〇
五
～
三
〇
六
頁
。

（
19
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
剣
舞
」、
一
九
八
頁
。

（
20
）　

同
上
、
一
九
八
～
一
九
九
頁
。

（
21
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
海
辺
の
光
景
」、
六
五
頁
。

（
22
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
剣
舞
」、
二
〇
七
頁
。

（
2（
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
海
辺
の
光
景
」、
九
八
頁
。

（
2（
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
愛
玩
」、
三
〇
一
～
三
〇
二
頁
。

（
2（
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
海
辺
の
光
景
」、
六
一
頁
。

（
2（
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
剣
舞
」、
一
九
五
頁
。

（
2（
）　

同
上
、
一
九
八
頁
。

（
2（
）　

同
上
、
二
〇
〇
頁
。

（
29
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
海
辺
の
光
景
」、
六
八
頁
。

（
（0
）　

同
上
、
六
九
頁
。

（
（1
）　

同
上
、
六
九
～
七
〇
頁
。

（
（2
）　

安
岡
章
太
郎
『
質
屋
の
女
房
』「
家
族
団
欒
図
」、
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
四

年
七
月
（
三
十
六
刷
改
版
）、
二
六
一
～
二
六
二
頁
。

（
（（
）　
（
1（
）に
同
じ
、「
海
辺
の
光
景
」、
九
～
一
〇
頁
。



409

「家族団欒図」

（
（（
）　

同
上
、
二
二
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
九
八
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
九
八
～
九
九
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
九
九
～
一
〇
〇
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
一
一
五
～
一
一
六
頁
。

（
（9
）　

同
上
、
一
一
七
頁
。

（
（0
）　

同
上
、
一
二
三
～
一
二
四
頁
。

（
（1
）　

同
上
、
一
二
七
頁
。

（
（2
）　

同
上
、
一
三
八
～
一
三
九
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
一
三
一
～
一
三
二
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
八
九
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
九
六
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
一
六
一
～
一
六
二
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
一
六
三
～
一
六
五
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
一
六
五
頁
。

（
（9
）　

同
上
、
一
四
～
一
五
頁
。

（
（0
）　

同
上
、
一
一
一
～
一
一
二
頁
。

（
（1
）　

同
上
、
一
一
二
頁
。

（
（2
）　

同
上
、
一
一
二
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
一
四
八
頁
。

（
（（
）  

「
家
族
団
欒
図
」『
安
岡
章
太
郎
集
３
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
二

四
五
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
二
四
五
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
二
四
六
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
二
四
六
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
二
四
七
頁
。

（
（9
）　

同
上
、
二
四
七
頁
。

（
（0
）　

同
上
、
二
四
七
～
二
四
八
頁
。

（
（1
）　

同
上
、
二
四
八
～
二
四
九
頁
。

（
（2
）　

同
上
、
二
四
九
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
二
五
三
頁
。

（
（（
）　

同
上
、「
軍
歌
」
三
五
四
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
三
五
七
～
三
五
八
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
三
五
八
～
三
五
九
頁
。

（
（（
）　
（
（（
に
同
じ
）、「
家
族
団
欒
図
」、
二
五
七
頁
。

（
（（
）　

同
上
、
二
五
九
～
二
六
〇
頁
。

（
（9
）　

同
上
、
二
六
〇
頁
。

（
（0
）　

安
岡
章
太
郎
『
戦
後
文
学
放
浪
記
』、
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
三

～
九
五
頁
。
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『医心方』所引『僧深方』輯佚

は
じ
め
に

　

丹
波
康
頼
が
永
観
二
（
九
八
四
）
年
に
�
進
し
た
『
医
心
方
』
三
十
巻
は
、

当
時
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
中
国
・
朝
鮮
や
イ
ン
ド
起
源
の
医
書
や
日
本
製
の

処
方
を
集
大
成
し
た
、
現
存
す
る
日
本
最
古
の
医
学
全
書
で
あ
る
。
最
善
本
は

国
宝
半
井
家
本
で
、
そ
の
大
部
分
は
院
政
期
の
写
本
で
あ
る
が
、
幕
末
に
幕
府

の
医
学
館
が
書
写
・
模
刻
す
る
ま
で
、
世
に
ほ
と
ん
ど
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
の
後
も
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年
に
文
化
庁
が
買
い
上
げ
る
ま
で
、
秘

蔵
さ
れ
て
い
た
。
半
井
家
本
は
昭
和
五
十
九
年
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
）
（
（

。
巻
二

十
八
房
内
�
が
戦
前
は
猥
褻
で
あ
る
と
し
て
禁
書
と
さ
れ
た
た
め
、
全
巻
の
総

合
的
な
研
究
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
医
心
方
』
所
引
の
先
行
医
書
に
つ
い
て
は
、
馬
継
興
）
（
（

が
二
〇
四
種
、
一
〇

八
八
一
条
と
数
え
上
げ
る
。
そ
の
内
、
仏
教
関
係
の
典
籍
は
、『
金
光
明
最
勝

王
経
』『
大
集
陀
羅
尼
経
神
呪
』『
千
手
観
音
治
病
合
薬
経
』『
療
痔
病
経
』
お

よ
び
義
浄
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』、
僧
侶
が
関
係
す
る
医
方
は
『
耆
婆
脈
決

経
』『
耆
婆
方
』『
龍
樹
方
』『
慧
日
寺
薬
方
』『
新
羅
法
師
方
』『
鑒
真
方
』『
僧

深
方
』『
呉
爽
師
方
』『
僧
匡
及
徹
公
二
家
鍼
灸
経
）
（
（

』、
医
論
に
『
釈
慧
義
寒
食

解
雑
論
』
の
計
十
五
（
乃
至
十
六
）
種
で
あ
る
）
（
（

。

　

こ
れ
ら
の
内
、
散
逸
医
書
で
あ
る
『
僧
深
方
』
は
、『
医
心
方
』
に
多
く
引

用
さ
れ
、
唐
・
王
燾
（
六
七
〇
？
～
七
五
五
）『
外
台
秘
要
方
』
に
も
相
当
数
採

録
さ
れ
る
。
管
見
に
よ
る
と
、『
医
心
方
』
で
は
直
接
引
用
二
百
・
間
接
引
用

十
九
の
計
二
一
九
条
、『
外
台
秘
要
方
』
で
は
直
接
引
用
三
二
五
・
間
接
引
用

一
三
二
の
計
四
五
七
条
引
用
さ
れ
て
お
り
、
復
元
で
き
る
条
数
は
最
大
値
で
六

七
六
条
と
な
る
）
（
（

。
実
際
に
は
若
干
の
重
複
が
あ
る
の
で
、
復
元
で
き
る
条
数
は

こ
れ
よ
り
も
少
な
く
な
る
が
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
も
、『
医
心
方
』
と
『
外
台

秘
要
方
』
を
合
わ
せ
て
、『
僧
深
方
』
の
ま
と
ま
っ
た
輯
佚
が
可
能
で
あ
る
。

〈
史
料
紹
介
〉

『
医
心
方
』
所
引
『
僧
深
方
』
輯
佚

　　
　

東
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
仏
教
医
学
の
諸
相

多　

田　

伊　

織　
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さ
ら
に
『
外
台
秘
要
方
』
は
、
引
用
し
た
部
分
が
出
典
の
ど
の
巻
に
あ
る
か
を

明
示
す
る
の
で
、『
僧
深
方
』
の
構
成
の
一
部
が
復
元
可
能
で
あ
る
。

　
『
僧
深
方
』
は
、
南
朝
の
劉
宋
・
南
斉
間
の
釈
僧
深
が
編
纂
し
た
医
書
で
、

『
隋
書
』
経
籍
志
以
降
、
歴
代
の
書
目
に
は
次
の
よ
う
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。

釈
僧
深
薬
方　

三
十
巻
（
亡
）『
隋
書
』
経
籍
志

僧
深
集
方
三
十
巻　

釈
僧
深
�
（
医
術
本
草
）『
旧
唐
書
』
経
籍
志

僧
僧
深
集
方
三
十
巻
（
医
術
）『
新
唐
書
』
芸
文
志

釈
僧
深
集
方
三
十
巻　

『
通
志
』
芸
文
略

　

日
本
で
も
、
藤
原
佐
世
（
八
四
七
～
八
九
七
）『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
医
方

家
に
は
「
方
集
廿
九
巻
尺
僧
深
�
」
と
あ
り
、
そ
の
時
期
ま
で
に
伝
来
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
）
（
（

。

　

現
在
伝
わ
る
隋
唐
ま
で
の
主
要
な
中
国
医
書
は
、
北
宋
の
校
正
医
書
局
（
嘉

祐
二
〔
一
〇
五
七
〕
年
創
設
）
に
よ
っ
て
再
編
集
さ
れ
た
た
め
、
改
変
（
宋
改
）

を
経
て
い
る
。
し
か
し
、『
医
心
方
』
所
引
の
文
献
は
、
宋
改
以
前
、
遣
唐
使

な
ど
が
将
来
し
た
古
鈔
本
に
基
づ
い
て
お
り
、
隋
唐
以
前
の
医
書
の
面
目
を
現

在
に
保
つ
点
が
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
医
心
方
』
が
ほ
と
ん
ど
実
用
と
さ

れ
ず
、
世
に
流
布
し
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
皮
肉
な
利
点
で
あ
る
。
本
来
実

用
書
で
あ
る
医
書
は
、
時
代
と
共
に
内
容
を
改
変
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
が
、
秘

蔵
さ
れ
て
い
た
『
医
心
方
』
は
そ
れ
故
に
現
代
に
隋
唐
医
学
の
古
様
を
伝
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
医
心
方
』
か
ら
散
逸
医
書
を
輯
佚
す
る
場

合
、
成
立
が
『
医
心
方
』
よ
り
古
い
医
書
で
あ
っ
て
も
、
対
校
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
版
本
や
写
本
の
出
自
を
見
つ
つ
、
取
捨
選
択
を
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　
『
僧
深
方
』
の
�
者
僧
深
の
伝
記
的
資
料
は
、
二
つ
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。
孫
思
邈
『
千
金
方
）
（
（

』
巻
七
、
風
毒
脚
気
方
「
論
風
毒
脚
気
第
一
）
（
（

」
と
、

『
外
台
秘
要
方
』
巻
三
七
「
乳
石
陰
陽
体
性
並
草
薬
触
動
形
候
等
論
並
法
一
十

七
首
）
（
（

」
に
残
る
二
条
の
み
で
あ
る
。

　
『
千
金
方
』
は
、
僧
深
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

論
に
曰
く
、
諸
経
方
を
考
う
る
に
、
往
往
に
し
て
脚
弱
の
論
有
る
も
、
古

人
に
此
の
疾
有
る
こ
と
少
し
。
永
嘉
に
南
度
し
て
自
り
、
衣
纓
士
人
、
遭

う
者
の
有
る
こ
と
多
し
。
嶺
表
江
東
に
、
支
法
存
・
仰
道
人
等
有
り
、
並

び
に
経
方
に
留
意
し
、
偏
え
に
斯
の
術
を
善
く
す
。
晉
朝
の
仕
望
、
全
濟

を
獲
る
も
の
多
く
、
此
の
二
公
に
由
ら
ざ
る
は
莫
し
。

又
、
宋
斉
の
間
に
釈
門
深
師
有
り
、
道
人
に
師
ひ
、
法
存
等
を
述
べ
、
諸

家
旧
方
も
て
三
十
巻
と
為
す
。
其
の
脚
弱
一
方
、
百
余
首
に
近
し
。

（
論
に
い
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
方
を
考
え
る
と
、
往
々
に
し
て
「
脚
弱
」
に
つ

い
て
の
論
が
あ
る
が
、
昔
の
人
は
こ
の
病
気
に
か
か
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

永
嘉
年
間
に
晋
が
長
江
流
域
に
遷
っ
て
以
来
、
貴
族
や
士
大
夫
は
、
こ
の
病
気

に
な
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
嶺
表
江
東
に
は
、
支
法
存
・
仰
道
人
等
が
い
て
、
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『医心方』所引『僧深方』輯佚

い
ず
れ
も
経
方
に
留
意
し
て
、
脚
弱
の
治
療
に
大
層
優
れ
て
い
た
。
東
晋
の
貴

顕
で
、
全
快
す
る
者
が
多
く
い
た
が
、
こ
の
二
人
の
治
療
法
に
依
ら
な
い
も
の

は
い
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
劉
宋
・
南
斉
の
間
の
時
代
に
、
僧
侶
深
師
が
お
り
、
仰
道
人
に
師
事

し
、
支
法
存
の
処
方
を
祖
述
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
医
家
の
旧
来
の
処
方
を
集
め
て

三
十
巻
に
ま
と
め
た
。
そ
の
書
物
に
集
録
さ
れ
た
脚
弱
の
処
方
は
、
百
余
首
に

近
い
）
（（
（

）。

　

僧
深
が
そ
の
方
を
学
ん
だ
支
法
存
に
つ
い
て
は
、
劉
宋
・
劉
敬
叔
�
の
志
怪

小
説
『
異
苑
』
巻
六
）
（（
（

の
記
事
が
最
も
早
い
が
、
こ
の
記
事
の
内
容
が
真
実
か
ど

う
か
認
め
が
た
い
。
次
に
古
い
の
は
『
隋
書
』
経
籍
志
（
六
五
六
）
の
「
支
法

存
『
申
蘇
方
』
五
巻
、
亡
）
（（
（

」
と
い
う
記
事
で
あ
り
、
仏
典
で
は
『
道
宣
律
師
感

通
録
）
（（
（

』（
六
六
四
）
の
「
晋
支
法
存
於
若
耶
渓
謝
敷
隠
処
立
壇
（
晋
の
支
法
存
は

若
耶
渓
の
謝
敷
の
隠
遁
所
に
戒
壇
を
立
て
た
）」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
北
宋
・

賛
寧
『
宋
高
僧
伝
』
巻
第
二
十
「
唐
江
州
廬
山
五
老
峰
法
蔵
伝
）
（（
（

」
で
宝
暦
中

（
八
二
四
～
八
二
六
）
に
八
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
法
蔵
が
支
法
存
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、『
隋
書
』
経
籍
志
が
亡
佚
し
た
と
注
記
す
る

支
法
存
の
処
方
は
仏
家
に
伝
え
ら
れ
た
ら
し
い
。

　

も
う
一
つ
の
伝
記
資
料
で
あ
る
『
外
台
秘
要
方
』
所
引
『
延
年
秘
録
）
（（
（

』
は
、

僧
深
の
家
が
医
学
を
学
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

深
は
薬
性
の
相
反
畏
悪
す
る
所
以
に
達
し
、
本
草
に
備
わ
る
。
但
し
深
師

の
祖　

道
洪
に
學
ぶ
も
、
道
洪
の
傳
う
る
所
、
依
據
す
る
所
云
何
。

（
僧
深
は
薬
の
性
質
が
相
反
し
畏
悪
す
る
理
由
を
深
く
理
解
し
て
、
本
草
学
の

知
識
は
完
璧
だ
っ
た
。
し
か
し
、
僧
深
の
祖
父
は
釈
道
洪
に
学
ん
だ
の
だ
が
、

道
洪
が
伝
え
て
い
た
本
草
学
の
基
づ
く
と
こ
ろ
が
何
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

か
。）

　

釈
道
洪
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
経
籍
志
）
（（
（

に
、
釈
道
洪
『
寒
食
散
対
療
』
一

巻
が
見
え
る
。
尚
、
興
膳
宏
・
川
合
康
三
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』（
�
古
書
院
、

一
九
九
五
年
）
は
『
続
高
僧
伝
』
巻
十
五
所
載
の
同
名
僧
と
同
定
す
る
が
、
こ

の
釈
道
洪
の
生
卒
年
は
五
七
三
～
六
五
二
年
で
あ
り
、
僧
深
の
祖
父
が
そ
の
術

を
学
ん
だ
と
す
る
と
、
時
代
が
合
わ
な
い
。

　

僧
深
が
活
躍
し
た
時
代
、
僧
侶
は
医
家
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
。
早
く
は
、

『
出
三
蔵
記
集
』
巻
十
一
に
載
る
竺
法
汰
「
比
丘
尼
戒
本
所
出
本
末
序
第
十
」

（
訳
出
は
三
七
九）

（（
（

）
に
は
、
律
に
付
随
す
る
薬
方
の
胡
本
を
得
た
こ
と
が
見
え
て

い
る
。吾　

昔　

大
露
精
比
丘
尼
戒
を
得
。
而
し
て
錯
ま
た
ま
其
の
薬
方
一
柙
を

得
。
こ
れ
を
持
ち
自
隨
す
る
こ
と
二
十
餘
年
な
る
も
、
人
の
傳
譯
す
る
こ

と
無
し
。

（
わ
た
し
は
昔
『
大
露
精
比
丘
尼
戒
』
を
手
に
入
れ
た
。
そ
し
て
、
た
ま
た
ま
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そ
の
比
丘
尼
戒
に
付
随
す
る
薬
方
一
箱
を
手
に
入
れ
た
。
こ
れ
を
肌
身
離
さ
ず

二
十
数
年
間
持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
だ
れ
も
翻
訳
す
る
人
物
が
い
な
か
っ
た
。）

　

こ
こ
で
「
一
柙
」
と
い
う
の
は
、
当
時
の
胡
本
の
写
本
は
、
貝
葉
に
記
さ
れ

た
も
の
で
、
横
に
細
長
い
長
方
形
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
貝
葉
を
重
ね
、
上
下
に
木

の
表
紙
を
付
け
て
紐
で
束
ね
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
話
柄
が
示
す

の
は
、
律
の
薬
方
だ
け
が
単
行
し
て
流
布
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
薬
方
だ
け

が
流
布
し
た
の
は
、
胡
僧
が
治
療
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
薬
方
を
用
い

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
仏
教
の
「
五
明
」
の
一
つ
「
医
方
明
」
は
、
仏
教

東
漸
の
過
程
に
お
い
て
、
信
者
獲
得
の
戦
略
の
一
つ
と
し
て
、
積
極
的
に
用
い

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
こ
の
一
事
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

中
国
で
は
、
完
備
し
た
律
で
あ
る
「
広
律
」
の
胡
本
が
な
か
な
か
入
手
で
き

な
か
っ
た
が
、
五
世
紀
第
一
四
半
期
に
な
る
と
説
一
切
有
部
の
『
十
誦
律
』
を

皮
切
り
に
、
法
蔵
部
の
『
四
分
律
』、
大
衆
部
の
『
摩
訶
僧
祇
律
』、
化
地
部
の

『
五
分
律
』
と
四
大
広
律
が
相
次
い
で
訳
出
さ
れ
た
）
（（
（

。
律
に
は
医
薬
を
扱
う
条

が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
の
例
で
は
『
魏
書
』
巻
九
一
「
李
脩
伝
」
に
、
そ
の
父
李
亮
が
、
わ

ざ
わ
ざ
北
朝
の
北
魏
か
ら
南
朝
の
劉
宋
に
亡
命
し
、
沙
門
僧
坦
に
医
学
を
学
ん

だ
こ
と
が
見
え
る
）
（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、「
僧
深
」
と
い
う
法
名
だ
が
「
僧
淵
」
だ
っ
た
可
能
性
も
捨
て

き
れ
な
い
。
唐
代
、
高
祖
の
　
「
淵
」
を
避
け
「
泉
」「
深
」
が
用
い
ら
れ
た
）
（（
（

。

実
際
に
『
北
史
』
で
は
、「
崔
僧
淵
」
を
避
　
の
た
め
に
「
崔
僧
深
」
と
書
き

換
え
て
い
る
例
が
あ
る
）
（（
（

。
す
る
と
、
南
朝
の
僧
侶
で
あ
る
僧
深
も
、
元
は
「
僧

淵
」
だ
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
崔
僧
淵
は
中
国
史
上
周
知
の
人
物
だ
っ
た

の
で
、
避
　
に
よ
る
『
北
史
』
で
の
「
淵
」
字
の
書
き
換
え
が
確
認
で
き
た
が
、

僧
深
は
『
僧
深
方
』
以
外
で
は
ほ
ぼ
無
名
で
、
か
つ
僧
侶
で
あ
る
た
め
、
正
史

で
は
、
芸
文
志
等
の
書
目
以
外
で
は
関
心
を
持
た
れ
な
か
っ
た
。
も
し
、「
僧

淵
」
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
唐
代
に
避
　
に
よ
っ
て
「
深
」
字
に
書
き
換
え
ら

れ
た
「
淵
」
字
が
、
気
づ
か
れ
ぬ
ま
ま
に
後
代
書
き
戻
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は

十
分
あ
り
得
る
。

　

そ
し
て
、
僧
淵
と
い
う
名
の
僧
は
実
在
し
た
。
梁
・
慧
皎
『
高
僧
傳
』
巻
八

に
北
魏
の
釈
僧
淵
（
四
一
四
～
四
八
一
）
の
伝
）
（（
（

を
載
せ
、
梁
・
僧
祐
『
出
三
蔵

記
集
』
巻
五
「
小
乗
迷
学
竺
法
度
造
異
儀
記
第
五
）
（（
（

」
に
は
、
僧
淵
が
涅
槃
経
を

誹
謗
し
た
た
め
に
舌
が
腐
っ
た
話
柄
を
記
す
。
生
卒
年
か
ら
す
る
と
、
北
魏
の

釈
僧
淵
と
『
僧
深
方
』
の
僧
深
は
、
活
躍
し
た
時
代
は
近
い
が
、
関
係
は
不
明

で
あ
る
。『

医
心
方
』
所
引
『
僧
深
方
』
輯
佚
本
文

　

本
稿
で
は
、
輯
佚
の
手
始
め
と
し
て
、『
医
心
方
』
か
ら
輯
佚
し
た
『
僧
深

方
』
を
『
医
心
方
』
の
巻
次
に
従
っ
て
配
列
す
る
。
底
本
は
『
医
心
方
』
安
政

刊
本
（
台
湾
・
新
文
豊
出
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
、
一
九
七
六
年
）
を
使
用
、
適
宜
、

沈
澍
衣
等
校
注
『
医
心
方
校
釈
』（
中
国
・
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
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『医心方』所引『僧深方』輯佚

照
し
た
。
佚
文
の
中
で
は
、
本
文
と
し
て
取
ら
れ
て
い
る
も
の
お
よ
び
他
の
文

献
の
本
文
中
に
言
及
さ
れ
た
り
、
注
と
し
て
『
僧
深
方
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る

場
合
も
収
め
て
あ
る
。
安
政
刊
本
で
数
値
が
抜
け
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

〔　

〕
中
に
補
っ
て
い
る
。
ま
た
私
案
を
部
分
的
に
〔　

〕
内
に
記
し
た
。（
第

二
）（
第
三
）
な
ど
は
、
引
用
さ
れ
て
い
る
『
僧
深
方
』
の
順
番
を
示
し
た
も

の
で
、
本
文
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
の
（　

）
内
は
割
注
で
あ
る
。

　

表
１
は
、「『
医
心
方
』
所
引
『
僧
深
方
』
綜
覧
」
で
、
左
か
ら
『
医
心
方
』

の
巻
次
、
項
目
、
本
文
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
『
僧
深
方
』
の
条
数
、
注
に

引
用
さ
れ
て
い
る
『
僧
深
方
』
の
条
数
、
そ
れ
ぞ
れ
の
安
政
刊
本
の
葉
数
と
表

裏
（
表
が
ａ
、
裏
が
ｂ
）、
備
考
を
示
し
た
。

　

猶
、
本
文
中
の
「
爽
師
方
」
は
、「
深
師
方
」
と
も
呼
ば
れ
る
『
僧
深
方
』

と
の
混
同
か
別
の
書
物
か
、
現
段
階
で
は
不
明
な
の
で
、
併
せ
て
収
録
し
て
あ

る
。

　

現
在
、『
外
台
秘
要
方
』
か
ら
の
輯
佚
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

近
日
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
他
本
か
ら
も
佚
文
を
集
め
、
諸

本
と
校
合
し
た
上
で
『
僧
深
方
』
の
輯
佚
を
ま
と
め
た
い
。
な
お
、
現
在
、

『
僧
深
方
』
の
本
文
引
用
部
分
の
み
の
輯
佚
は
他
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
）
（（
（

、
注

内
に
引
用
さ
れ
た
佚
文
等
に
つ
い
て
は
目
配
り
が
な
く
、
底
本
等
に
つ
い
て
も

曖
昧
で
、『
僧
深
方
』
復
元
と
い
う
観
点
で
は
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。

　

＊
以
下
、
本
文
と
注
で
は
正
字
体
を
用
い
た
。

『
醫
心
方
』
所
引
『
僧
深
方
』
輯
佚　

本
文

■
卷
一

○
藥
斤
兩
升
合
法　

第
七

僧
深
方
云
、
艾
及
葉
物
一
莒
者
、
以
二
升
爲
正
。

■
卷
三

○
治
頭
風
方　

第
七

僧
深
方
、
治
頭
風
方

　

呉
茱
萸　

三
升

　

以
水
五
升
、
煮
。
取
三
升
、
以
綿
染
汁
、
以
拭
髮
根
、
數
用
。

○
治
中
風
口
喎
方　

第
九

僧
深
方
、
治
風
著
人
面
引
口
偏
著
牙
車
急
舌
不
得
轉
方

　

竹
瀝　

一
升　

獨
活　

三
兩　

生
地
黃
汁　

一
升

　

凡
三
物
、
合
煮
。
取
一
升
、
頓
服
之
。

又
方

　

翳
風
穴
灸
三
壯
、
主
耳
聾
、
口
眼
爲[

口
辟]

不
正
、
牙
車
引
、
口
噤
不
開
、

瘖
不
能
言
。
甚
神
良
。

　

穴
在
耳
後
陥
者
中
、
按
之
引
耳
。

○
治
中
風
驚
悸
方　

第
十
四

僧
深
方
云
、
定
志
丸
、
治
恍
惚
憘
忘
、
胸
中
恐
悸
、
志
不
定
、
風
氣
干
臟
方
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表１　『医心方』所引『僧深方』綜覧

醫心方 僧深方本文 僧深方注 安政刊本本文 安政刊本注 備考

卷一 第七　藥斤兩升合法 （ （（a
卷三 第七　治頭風方 （ （（a
卷三 第九　治中風口喎方 （ （（a
卷三 第十四　治中風驚悸方 （ （（b
卷三 第廿　治中風癩病方 （ （（a
卷三 第廿一　治中風言語錯亂方 （ （（a
卷四 第一　治髮令生長方 （ （b
卷四 第四　治白髪令黒方 （ （b（a
卷四 第十五　治面皯 方 （ （b（a
卷四 第十六　治面鼻皶方 （ （ （（b （（a
卷四 第十八　治癧瘍方 （ （（ab
卷五 第十三　治目不明方 （ （（a
卷五 第十六　治目膚翳方 （ （（b（（a
卷五 第四十八　治吐血方 （ （ （（a （（a
卷五 第四十九　治唾血方 （ （（b
卷五 第五十五　治重舌方 （ （（b
卷五 第七十　治喉痺方 （ （（b
卷五 第七十二　治喉咽腫痛方 （ （（b
卷六 第三　治心痛 （ （b
卷六 第五　治心腹痛 （ （（a
卷六 第六　治心腹脹滿 （ （（b
卷六 第九　治腎著腰痛 （ （（a
卷六 第十　治肝病方 （ （（ab
卷六 第十二　治脾病方 （ （（b
卷七 第三　治陰癢方 （ （b
卷七 第十五　治諸痔方 （ （（a
卷八 第二十三　治代指方 （ （（a
卷九 第一　治咳嗽方 （ （b/（b/（ab
卷九 第三　治短氣方 （ （（a

卷九 第七　治淡飮方 （ （（a �氏方の添
え書きあり

卷九 第九　治胃反吐食方 （ （（b
卷九 第十　治宿食不消方 （ （（a
卷九 第十二　治上熱下令不食方 （ （（a
卷九 第十六　治嘔吐方 （ （（ab
卷九 第十七　治乾嘔方 （ （（a
卷十 第一　治積聚方 （ （a
卷十 第三　治七疝方 （ （b
卷十 第六　治癥瘕方 （ （（ab
卷十 第十九　治通身水腫方 （ （（a
卷十 第二十　治十水腫方 （ （（a
卷十 第二十一　治風水腫方 （ （（b（（a
卷十 第二十三　治身面卒腫方 （ （（a
卷十 第二十五　治黄疸方 （ （ （（a
卷十 第二十六　治黄汗方 （ （（b
卷十 第二十七　治穀疸方 （ （（b（（a
卷十 第廿八　治酒疸方 （ （（b（（a

卷十一 第二　治霍亂心腹痛方 （ （a
卷十一 第三　治霍亂心腹脹滿方 （ （b
卷十一 第六　治霍亂嘔吐不止方 （ （（b
卷十一 第九　治霍亂煩渴方 （ （（a
卷十一 第二十　治冷利方 （ （（b（（a
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『医心方』所引『僧深方』輯佚

醫心方 僧深方本文 僧深方注 安政刊本本文 安政刊本注 備考

卷十一 第二十一　治熱利方 （ （（b
卷十一 第二十六　治白滯利方 （ （（b
卷十一 第二十九　治休息利方 （ （（b
卷十一 第三十四　治不伏水土利方 （ （（ab
卷十一 第三十五　治嘔逆吐利方 （ （（a
卷十一 第三十六　治利兼渴方 （ （（ab
卷十一 第三十八　治利後虛煩方 （ （（b
卷十二 第一　治消渴方 （ （b（a
卷十二 第十六　治大便下血方 （ （（ab
卷十二 第二十一　治小便黃赤白黑方 （ （（a
卷十三 第三　治虛勞夢泄精方 （ （（a
卷十三 第七　治虛勞不得眠方 （ （（b（（a
卷十三 第十　治虛汗方 （ （（ab
卷十三 第十一　治風汗方 （ （（b
卷十四 第一　治卒死方 （ （ab
卷十四 第三　治鬼擊病方 （ （b
卷十四 第十一　治注病方 （ （（b-（（b
卷十四 第十三　治諸瘧方 （ （ （（b（（a （（b

卷十四 第十七　治淡實瘧方 （ （（a 依仁和寺本
補

卷十四 第十八　治勞瘧方 （ （（a
卷十四 第二十一　治連年瘧方 （ （（ab
卷十四 第三十八　治傷寒鼻衄方 （ （（b
卷十四 第四十七　治傷寒交接勞復方 （ （（b
卷十四 第五十一　治傷寒後目病方 （ （（a
卷十五 第二　治癰疽未膿方 （ （（a
卷十五 第三　治癰疽有膿方 （ （ （（b（（a （（a
卷十五 第十三　治肺癰方 （ （（a
卷十六 第九　治惡核腫方 （ （（b（（a
卷十六 第十三　治瘰癧方 （ （（a
卷十六 第十五　治瘤方 （ （（a
卷十七 第二　治癬瘡方 （ （（ab
卷十七 第四　治惡瘡方 （ （（a
卷十七 第六　治夏熱沸爛瘡方 （ （（b 「師説」
卷十七 第八　治王爛瘡方 （ （（b
卷十七 第十三　治 瘡方 （ （（b
卷十七 第十四　治疽創方 （ （（b（（a
卷十七 第十七　治諸瘡中風水腫方 （ （（a
卷十八 第一　治湯火燒灼方 （ （a
卷十八 第二　治灸創不差方 （ （a
卷十八 第三十五　治衆虵螫人方 （ （（a
卷十八 第四十　治虵骨刺人方 （ （（ab
卷十八 第四十一　治呉公螫人方 （ （（a
卷十八 第五十四　辟蠱毒方 （ （（a
卷二十 第二　治服石煩悶方 （ （b
卷二十 第五　治服石目痛方 （ （a
卷二十 第十一　治服石口中傷爛舌痛方 （ （（a
卷二十 第十二　治服石口中發瘡方 （ （（b
卷二十 第十三　治服石心噤方 （ （（a
卷二十 第十四　治服石心腹脹滿方 （ （（a
卷二十 第十五　治服石心腹痛方 （ （（b
卷二十 第二十四　治服石身體強直方 （ （（ab
卷二十 第二十八　治服石上氣方 （ （（a
卷二十 第二十九　治服石淡澼方 （ （（b
卷二十 第三十二　治服石淋小便難方 （ （（b
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醫心方 僧深方本文 僧深方注 安政刊本本文 安政刊本注 備考

卷二十 第四十一　治服石冷熱不適方 （ （（ab
卷二十 第四十二　治服石補益方 （ （（b（（a

卷二十一 第二　治婦人面上黑皯方 （ （b（a
卷二十一 第五　治婦人乳癰方 （ （a
卷二十一 第六　治婦人乳創方 （ （b
卷二十一 第七　治婦人陰癢方 （ （b
卷二十一 第九　治婦人陰腫方 （ （b
卷二十一 第十　治婦人陰瘡方 （ （（b
卷二十一 第十四　治婦人陰脫方 （ （ （（b
卷二十一 第二十一　治婦人月水不斷方 （ （（a
卷二十一 第二十二　治婦人月水腹痛方 （ （（b
卷二十一 第二十三　治婦人崩中漏下方 （ （（b
卷二十二 第四　治任婦惡阻方 （ （（b
卷二十二 第五　治任婦養胎方 （ （（ab
卷二十二 第九　治任婦胎墮血不止方 （ （（b
卷二十二 第十　治任婦墮胎腹痛方 （ （（a

卷二十二 第十四　治任婦頓僕舉重去血
方 （ （（a

卷二十二 第十八　治任婦心痛方 （ （（b
卷二十二 第二十一　治任婦腰痛方 （ （（b
卷二十二 第三十　治任婦瘧方 （ （（ab
卷二十三 第九　治產 方 （ （（a
卷二十三 第十　治逆產方 （ （（b
卷二十三 第十三　治子死腹中方 （ （（a
卷二十三 第十四　治胞衣不出方 （ （（a
卷二十三 第二十　治產後運悶方 （ （（b
卷二十三 第二十二　治產後腹痛方 （ （（b
卷二十三 第二十七　治產後中風口噤方 （ （（b（（a
卷二十三 第三十六　治產後無乳汁方 （ （（b（（a
卷二十四 第一　治無子法 （ （b（a
卷二十五 第十一　小兒去鵝口方 △ （（b 爽師方
卷二十五 第十四　小兒變蒸 （ （（b
卷二十五 第二十　治小兒解顱方 （ （（b
卷二十五 第二十六　治小兒頭瘡方 （ （（b
卷二十五 第五十　治小兒口噤方 （ （（b
卷二十五 第八十四　治小兒脫肛方 （ （（b

卷二十五 第九十五　治小兒瘧病方 〔（〕 （（b

卷十四治諸
瘧方第十三
集驗方、又
方（第三）同
方＝僧深方

卷二十五 第百十一　治小兒大便血方 （ （（a 細字
卷二十五 第百十三　治小兒淋病方 （ （（b 細字
卷二十五 第百二十七　治小兒身體腫方 （ （（a
卷二十五 第百五十二　治小兒咳嗽方 （ （（a
卷二十六 第二　美色方 （ （（a
卷二十九 第二十七　治食噎不下方 （ （ （（b（（a （（a
卷二十九 第三十七　治食鬱宍漏脯中毒

方
（ （（a

卷二十九 第三十九　治食蟹中毒方 （ （（b
卷二十九 第四十　治食諸魚骨哽方 （ （（b
卷二十九 第四十一　治食諸哽方 （ （（b
卷二十九 第四十六　治誤吞針生鐵物方 （ （（b

（（（ （（
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『医心方』所引『僧深方』輯佚

四
斤
。
銅
器
中
東
向
竃
炊
以

薪
、
三
沸
三
下
、
膏
成
。
以
布
絞
去
滓
、
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白

塗
之
。

○
治
白
髪
令
黒
方　

第
四

僧
深
方
、
欲
令
髪
黒
方

　

八
角
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子　
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枚　
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半
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銅
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、
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。
内
好
燓
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燓
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兩
。
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、
取
置
筩
中
、
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以
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、
日
三
。
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治
面
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方　

第
十
五
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方

　

桃
仁
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下
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、
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白
和
以
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面
、
日
四
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。
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治
面
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方　

第
十
六

僧
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方
、
治
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方
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病
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、
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去
。
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方
、
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子
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方
、

　

芎
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四
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大
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支
子
人　

三
升　
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三
升
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木
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甘
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四
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右
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、
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和
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服
十
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子
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三
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稍
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、
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服
十
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三
。
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人
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二
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二
兩　
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二
兩　
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二
兩
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二
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下
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、
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）
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第
廿
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。
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。
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。
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、
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、
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、
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時
方

　

人
參　

三
兩　

茯
苓　

三
兩　

伏
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三
兩　

白
朮　

三
兩　

昌
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三
兩

　

凡
五
物
、
水
一
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、
煮
。
取
二
升
半
、
去
滓
、
先
食
服
八
合
、
日
三
。

■
卷
四
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治
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生
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第
一

僧
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、
生
髪
澤
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方
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二
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三
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二
兩　
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三
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二
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二
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澤
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二
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二
兩　

厚
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二
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二
兩

　

白
朮　

二
兩

　

凡
十
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物
、
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、
以
淳
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三
升
漬
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器
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一
宿
、
以
不
中
水

肪
成
�
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○
治
癧
瘍
方　

第
十
八

僧
深
方
、
治
癘
瘍
方
、

　

流
黃　

一
分　
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一
分　

水
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一
分　
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一
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右
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、
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末
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、
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以
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又
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。
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。
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『医心方』所引『僧深方』輯佚
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兩　

生
姜　

五
兩　

黃
芩　

二
兩　

半
夏
一
升　

洗　

甘
草　

二

兩　

大
棗　

十
四
枚

　

凡
六
物
、
切
、
水
五
升
、
煮
半
夏
令
三
四
沸
、
内
藥
、
後
内
薑
、
�
。
取
二

升
、
去
滓
、
分
二
服
、
羸
人
三
服
。

○
治
脾
病
方　

第
十
二

僧
深
方
、
溫
脾
湯
、
治
脾
氣
不
足
、
虛
弱
、
下
利
、
上
入
下
出
方
、

　

干
姜　

三
兩　

人
參　

二
兩　

附
子　

二
兩　

甘
草　

三
兩　

大
黃　

三
兩

　

凡
五
物
、
切
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
分
三
服
。
應
得
下
、
去
毒
、

實
甚
良
。
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■
卷
七　

○
治
陰
癢
方　

第
三

僧
深
方
、
治
陰
下
濕
癢
生
瘡
方

　

吳
茱
萸　

一
升　

凡
一
物
、
以
水
三
升
、
煮
三
沸
、
以
去
滓
、
洗
瘡
愈
。

又
方
（
第
二
）、

　

蒲
黃
粉
瘡
上
、
日
三
過
、
即
愈
。

又
方
（
第
三
）、

　

甘
草　

一
尺

　

凡
一
物
、
水
五
升
、
煮
。
取
三
升
、
洗
漬
之
。
日
三
、
便
愈
、
神
良
。

○
治
諸
痔
方　

第
十
五

僧
深
方
、
治
痔
神
方

　

槐
耳
為
散
、
服
方
寸
匕
。
亦
粉
穀
道
中
。
甚
良
。

■
卷
八　

○
治
代
指
方　

第
二
十
三

僧
深
方
、
代
指
方

　

作
艾
主
、
正
灸
痛
上
七
壯
。

■
卷
九　

○
治
咳
嗽
方　

第
一

僧
深
方
云
、
熱
咳
、
唾
粘
而
如
飴
。
冷
咳
、
唾
清
澄
如
水
。

僧
深
方
、
紫
菀
丸
、
治
咳
嗽
上
氣
、
喘
息
多
唾
方
（
第
二
）

　

紫
菀　

款
冬
花　

細
辛　

甘
皮
（
一
名
橘
皮
）　

干
姜
（
各
二
兩
）

　

右
五
物
、
丸
如
梧
子
、
三
丸
、
先
食
服
、
日
三
。

又
方
（
第
三
）、

　

如
櫻
桃
大
、
含
一
丸
、
稍
咽
其
汁
、
日
三
。
新
久
嗽
、
晝
夜
不
得
卧
、
咽
中

水
雞
、
聲
欲
死
者
、
治
之
、
甚
良
。（
今
案
、
耆
婆
方
爲
散
、
以
白
飲
服
一
方
寸

匕
。）

僧
深
方
、
治
新
久
嗽
、
芫
花
�
方
（
第
四
）

　

芫
花　

二
兩
（
末
）　

干
姜　

二
兩　

白
蜜　

二
升

　

凡
三
物
、
内
於
蜜
中
、
微
火
�
、
服
如
棗
核
一
枚
、
日
三
。

灸
咳
嗽
法

僧
深
方
（
第
五
）
云
、

　

灸
近
兩
乳
下
黑
白
肉
際
紋
百
壯
、
即
日
愈
。（『
氾
汪
方
』
同
之
。）

又
方
（
第
六
）

　

以
繩
當
乳
頭
圍
周
身
、
令
前
後
平
正
、
當
乳
脊
骨
解
中
灸
之
、
九
十
壯
。

又
方
（
第
七
）

　

橫
度
口
、
中
折
繩
、
從
脊
灸
繩
兩
邊
、
灸
八
十
壯
、
三
日
、
報
畢
。

又
方
（
第
八
）
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從
大
椎
數
下
行
、
第
五
節
下
・
第
六
節
上
、
穴
間
中
一
處
、
灸
隨
年
壯
、
並

治
上
氣
、
秘
方
。

○
治
短
氣
方　

第
三

僧
深
方
、
治
短
氣
欲
絕
、
不
足
以
息
、
煩
擾
、
益
氣
止
煩
竹
根
湯
方

　

竹
根　

一
斤　

麥
門
冬　

一
升　

甘
草　

二
兩　

大
棗　

十
枚　

粳
米　

一

升　

小
麥　

　

一
升

　

凡
六
物
、
水
一
斗
、
煮
麥
米
熟
、
去
之
、
内
藥
、
煮
。
取
二
升
七
合
、
服
八

合
、
日
三
。
不
能
飲
、
以
綿
滴
口
中
。

○
治
淡
飮
方　

第
七

僧
深
方
、
治
五
飲
酒
澼
方

　

白
朮
（
一
斤
）　

桂
心
（
半
斤
）　

干
薑
（
半
斤
）

　

三
物
、
冶
下
篩
、
蜜
和
、
丸
如
梧
子
。
飲
服
十
丸
、
不
知
稍
增
。
初
服
、
當

取
下
、
先
食
服
、
日
再
。

○
治
胃
反
吐
食
方　

第
九

僧
深
方
、
治
胃
反
吐
逆
不
安
穀
、
枳
子
湯
方

　

陳
枳
子
（
頭
注
、
本
草
注
云
、
陳
者
、
謂
三
年
五
年
者
也
）　

一
枚
（
冶
下
篩
）

　

美
豉　

一
升　

茱
萸　

五
合
（
去
目
、
汗
）

　

三
物
、
枳
茱
萸
合
冶
爲
散
、
以
水
二
升
半
、
煮
豉
三
四
沸
、
漉
去
滓
、
汁
著

銅
器
中
、
乃
内
散
如
鷄
子
、
攪
合
、
和
合
頓
服
之
。
羸
人
再
服
。

○
治
宿
食
不
消
方　

第
十

�
氏
方
、
治
脾
胃
氣
弱
、
穀
不
得
下
、
遂
成
不
復
受
食
方

　

大
麻
子
人　

一
升　

大
豆
黄
卷　

二
升

　

並
熬
令
黄
香
、
搗
篩
、
飲
服
一
二
方
寸
匕
、
日
四
五
。（
今
案
、
僧
深
方
、
大

麻
子
人
三
升
、
大
豆
二
升
、
調
中
下
氣
、
調
冷
熱
、
利
水
穀
。）

○
治
上
熱
下
令
不
食
方　

第
十
二

僧
深
方
、
茱
萸
丸
、
治
膈
上
冷
膈
下
熱
、
宿
食
澼
飲
、
積
聚
（
積
聚
、
由
陰
陽

不
和
、
府
藏
虚
弱
、
受
於
風
邪
、
搏
於
府
藏
之
氣
、
所
爲
也
。
又
云
、
云
、
積
聚
、

風
熱
集
腫
也
。）
食
不
消
、
寒
在
胸
中
、
或
反
胃
害
食
痟
痩
方

　

茱
萸　

二
兩　

椒　

一
兩
半　

黄
芩　

一
兩　

前
胡　

一
兩　

細
辛　

六
分

皀
莢　

二
枚　

人
参　

三
分　

茯
苓　

一
兩
半　

附
子　

一
兩　

干
薑　

六

分　

半
夏　

一
兩

　

凡
十
一
物
、
下
篩
、
丸
以
蜜
、
服
如
梧
子
三
丸
、
日
三
。
不
知
稍
增
之
。

○
治
嘔
吐
方　

第
十
六

僧
深
方
、
生
薑
湯
、
治
食
已
吐
逆
方
。

　

生
薑　

五
兩　

茯
苓　

四
兩　

半
夏　

一
升　

橘
皮　

一
兩　

甘
草　

二
兩

　

五
種
、
水
九
升
、
煮
。
取
三
升
七
合
、
分
三
服
。

○
治
乾
嘔
方　

第
十
七

僧
深
方
、
治
胃
逆
乾
嘔
、
欲
嘔
而
無
所
去
、
人
参
湯
方

　

人
參　

二
兩　

干
薑　

四
兩　

澤
瀉　

二
兩　

桂
心　

二
兩　

甘
草　

二
兩

　

茯
苓　

四
兩　

大
黄　

一
兩

　

八
物
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
三
升
、
服
八
合
、
日
三
。
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又
云
（
第
二
）
茱
萸
湯
、
治
乾
嘔
吐
涎
沫
、
煩
心
頭
痛
方

　

茱
萸　

半
斤　

大
棗　

十
枚　

人
參　

三
兩　

生
薑　

六
両

　

凡
四
物
、
以
水
六
升
、
煮
取
二
升
五
合
、
日
三
服
。

又
云
（
第
三
）

　

茱
萸　

一
升　

大
棗　

十
二
枚

　

以
水
七
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
分
三
服
。

又
云
（
第
四
）

　

半
夏
・
干
薑
分
等
爲
散
、
服
方
寸
匕
。

又
云
（
第
五
）

　

生
薑
汁　

五
合　

蜜　

四
合

　

二
物
、
先
�
蜜
、
減
一
合
、
竟
、
投
薑
汁
、
復
�
數
沸
、
稍
稍
啖
之
。
勿
久
。

久
則
口
強
不
可
啖
。

■
卷
十　

○
治
積
聚
方　

第
一

僧
深
方
、
治
心
下
支
滿
痛
、
破
積
聚
、
咳
逆
不
受
食
、
寒
熱
喜
噎
方

　

蜀
椒　

五
分　

干
姜　

五
分　

桂
心　

五
分　

烏
頭　

五
分　

　

右
四
物
、
冶
合
、
下
篩
、
蜜
和
。
丸
如
小
豆
、
先
輔
食
、
以
米
汁
服
一
丸
、

日
三
夜
一
。
不
知
、
稍
增
一
丸
。
以
治
爲
度
。
禁
食
飲
。

○
治
七
疝
方　

第
三

錄
驗
方
、
七
疝
丸
、
治
人
腹
中
有
大
疾
、
厥
逆
心
痛
、
足
寒
冷
、
食
吐
不
下
、

名
曰
厥
疝
。
腹
中
氣
乍
滿
、
心
下
盡
痛
、
氣
積
如
臂
、
名
曰
癥
疝
。
寒
飮
食
即

脇
下
腹
中
盡
痛
、
名
曰
寒
疝
。
腹
中
乍
滿
乍
減
而
痛
、
名
曰
氣
疝
。
腹
中
痛
在

齊
左
傍
、
名
曰
盤
疝
。
腹
痛
齊
右
下
、
有
積
聚
、
名
曰
附
疝
。
腹
與
陰
相
引
而

痛
、
大
行
難
、
名
曰
狼
疝
。
治
之
方
。

　

人
參　

五
分　

桔
梗　

五
分　

黃
芩　

五
分　

細
辛　

五
分　

干
姜　

五
分

蜀
椒　

五
分　

當
歸　
　

五
分　

夕
藥　

五
分　

厚
朴　

五
分　

烏
頭　

五

分

　

凡
十
物
、
冶
下
篩
、
和
以
白
蜜
、
丸
如
梧
子
、
先
食
、
服
四
丸
、
日
三
。
不

知
、
稍
增
。
禁
生
魚
猪
宍
。

（
今
案
、
深
師
方
有
八
物
、
桔
梗
、
細
辛
、
桂
心
、
夕
藥
、
厚
朴
、
黄
芩
各
一
兩
、

蜀
椒
二
兩
半
、
烏
喙
二
合
、
服
三
丸
、
日
三
。
氾
汪
方
有
十
二
物
、
蜀
椒
五
分
、
干

姜
四
分
、
厚
朴
四
分
、
桔
梗
二
分
、
烏
喙
一
分
、
黃
芩
四
分
、
細
辛
四
分
、
夕
藥
四

分
、
桂
心
二
分
、
柴
胡
一
分
、
茯
苓
一
分
、
牡
丹
一
分
、
先
餔
食
、
以
酒
服
七
丸
、

日
三
。）

○
治
癥
瘕
方　

第
六

　

僧
深
方
云
、
消
石
大
丸
、
治
十
二
癥
瘕
、
及
婦
人
帶
下
、
絕
產
無
子
、
及
服

寒
食
藥
而
腹
中
有
癥
瘕
僻
實
者
、
當
先
服
消
石
大
丸
、
下
之
。
此
丸
不
下
水
穀
、

但
下
病
耳
。
不
令
人
極
也
。

　

河
西
大
黃　

八
兩　

朴
硝　

六
兩　

上
黨
人
參　

二
兩　

甘
草　

三
兩

　

凡
四
物
、
皆
各
異
搗
下
篩
、
以
三
歲
好
苦
酒
置
銅
器
中
、
以
竹
箸
柱
銅
器
中
、

一
升
作
一
刻
、
凡
三
刻
、
以
置
火
上
。
先
内
大
黄
、
使
微
沸
、
盡
一
刻
、
乃
内
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餘
藥
。
復
盡
一
刻
、
餘
有
一
刻
、
極
微
火
、
便
可
丸
、
乃
令
如
鴨
子
中
黄
。
欲

熬
藥
、
當
先
齋
戒
一
宿
、
勿
令
小
兒
婦
女
奴
婢
見
也
。
欲
服
者
二
丸
、
若
不
能

服
大
丸
、
可
分
作
四
丸
。
不
可
過
四
丸
、
藥
丸
欲
大
、
不
欲
令
細
、
能
不
分
又

善
。
若
盡
羸
者
可
小
食
、
強
者
不
須
也
。
若
婦
人
服
、
下
者
如
鷄
肝
如
米
汁
、

正
黒
、
或
半
升
、
或
三
升
、
下
後
慎
風
寒
、
作
一
杯
酒
粥
食
之
、
然
後
、
作
羮

臑
自
養
如
産
婦
法
。
六
月
則
有
子
。

　

禁
生
魚
、
猪
肉
、
辛
菜
。
若
復
寒
食
藥
者
如
法
、
不
與
餘
同
也
。

○
治
通
身
水
腫
方　

第
十
九

僧
深
方
、
治
通
身
水
腫
、
大
小
便
不
利
方
、

　

常
陸
根　

三
升
（
薄
切
）　

赤
小
豆　

一
斗

凡
二
物
、
水
一
斛
、
煮
。
取
一
斗
、
稍
飲
汁
食
豆
、
以
小
便
利
為
度
。

又
云
、
治
大
水
面
目
身
體
手
足
皆
腫
方
（
第
二
）

　

大
戟　

〔
一
〕
分　

葶
藶　

三
分
（
熬
）　

苦
參　

一
分　

蔥
花　

一
分

　

凡
四
物
、
治
下
篩
、
以
小
麥
粥
服
方
寸
匕
、
良
效
。

○
治
十
水
腫
方　

第
二
十

僧
深
方
、
治
身
體
浮
腫
十
水
散
方

　

芫
花　

三
分　

決
明　

三
分　

大
戟　

三
分　

石
　

三
分
（
去
毛
）　

巴

豆　

三
分
（
去
心
）　

澤
瀉　

三
分　

大
黄　

三
分　

鬼
臼　

三
分　

甘
遂　

三
分　

亭
歴　

三
分

　

凡
十
物
、
冶
下
篩
、
以
大
麥
粥
清
汁
服
方
寸
匕
、
日
三
。

○
治
風
水
腫
方　

第
二
十
一

僧
深
方
、
治
風
水
腫
、
癥
癖
、
常
陸
酒
方

　

常
陸
根　

一
升
（
切
）

　

凡
一
物
、
以
淳
酒
二
斗
、
漬
三
宿
、
服
一
升
、
當
下
。
下
者
減
從
半
升
起
、

日
三
。
不
堪
酒
者
、
以
意
減
之
。

又
云
、
治
通
身
腫
、
皆
是
風
虛
水
氣
。
亦
治
暴
腫
痛
、
蒲
黃
酒
方
（
第
二
）

　

蒲
黃　

一
升　

小
豆　

一
升　

大
豆　

一
升

　

凡
三
物
、
清
酒
一
斗
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
。

○
治
身
面
卒
腫
方　

第
二
十
三

僧
深
方
、
治
暴
腫
方

　

破
雞
子
攪
、
令
其
黃
白
塗
腫
上
、
燥
復
塗
、
大
良
。

又
方
（
第
二
）

　

大
豆
一
升
、
熟
煮
、
飲
汁
食
豆
。
不
過
三
作
、
良
。

○
治
黄
疸
方　

第
二
十
五

僧
深
方
、
灸
第
七
椎
上
下
。（
主
黄
汗
。）

又
方
（
第
二
）、
屈
手
大
指
灸
節
上
理
各
七
主
。

又
方
（
第
三
）、
灸
脊
中
椎
七
主
。

經
心
方
、
灸
兩
手
心
各
七
壯
。（
僧
深
方
同
。）

○
治
黄
汗
方　

第
二
十
六

醫
門
方
、
療
黄
汗
、
黄
汗
之
病
、
狀
如
風
水
、
其
脉
沉
遅
、
皮
膚
冷
、
手
足
微

厥
、
面
目
四
支
皮
膚
皆
腫
、
胸
中
滿
方

　

夕
藥　

八
兩　

桂
心　

三
兩　

黄
耆　

五
兩　

苦
酒　

五
合
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以
水
七
升
、
煮
。
取
三
升
、
飲
一
升
、
心
當
煩
、
勿
怪
、
至
六
七
日
、
卽
差
。

（
今
案
、
�
氏
方
、
夕
藥
三
兩
、
苦
酒
一
升
。
僧
深
方
、
苦
酒
二
升
、
水
一
斗
。）

○
治
穀
疸
方　

第
二
十
七

僧
深
方
、
治
穀
疸
發
寒
熱
、
不
可
食
、
食
卽
頭
眩
、
心
中
怫
冒
不
安
、
大
茵
陳

湯
方

　

茵
陳
蒿　

二
兩　

黄
蘗　

二
兩　

大
黄　

一
兩　

甘
草　

一
兩　

人
參　

一

兩　

支
子　

十
四
枚　

　

黄
連　

一
兩

　

凡
七
物
、
切
、
水
一
斗
、
煮
。
得
三
升
。
分
三
服
。

○
治
酒
疸
方　

第
廿
八

僧
深
方
、
治
酒
疸
方

　

生
艾
葉　

一
把　

麻
黃　

二
兩　

大
黃　

六
分　

大
豆　

一
升　

　

凡
四
物
、
清
酒
三
升
、
煮
取
二
升
、
分
三
服
。

　

艾
葉
無
生
、
用
干
半
把
。

■
卷
十
一　

○
治
霍
亂
心
腹
痛
方　

第
二

僧
深
方
、
治
霍
亂
腹
痛
而
煩
方

　

高
良
姜　

四
兩

　

以
水
五
升
、
煮
。
取
二
升
、
分
二
服
。

○
治
霍
亂
心
腹
脹
滿
方　

第
三

僧
深
方
、
治
霍
亂
腹
脹
滿
不
得
吐
方

　

粱
米
粉　

五
合

　

以
水
一
升
半
、
和
如
粥
、
頓
服
。
須
臾
吐
、
若
不
吐
、
難
治
。

○
治
霍
亂
嘔
吐
不
止
方　

第
六

僧
深
方
、
治
霍
亂
煩
痛
、
嘔
吐
不
止
、
並
轉
筋
方

　

生
香
薷　

一
把　

桂
心　

二
兩　

生
姜　

三
兩　

　

三
物
、
以
水
七
升
、
煮
。
取
二
升
、
分
二
服
、
甚
良
。

又
云
、
霍
亂
嘔
吐
、
水
藥
不
下
茱
萸
湯
方
（
第
二
）

　

茱
萸　

一
升　

黃
連　

二
兩　

附
子　

一
兩　

甘
草　

一
兩　

生
姜　

三
兩

　

凡
五
物
、
以
水
七
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
。

○
治
霍
亂
煩
渴
方　

第
九

僧
深
方
、
霍
亂
吐
後
煩
而
渴
方

　

紫
蘇
子
一
升

　

水
五
升
、
煮
。
取
二
升
、
分
二
服
。
無
子
、
取
生
蘇
一
把
、
水
四
升
、
煮
一

升
半
、
分
二
服
。

○
治
冷
利
方　

第
二
十

氾
汪
方
、
又
云
、
四
順
湯
治
逆
順
寒
冷
凍
飲
料
食
不
調
下
利
方
（
第
二
）、

　

甘
草　

三
兩　

人
參　

二
兩　

當
歸　

二
兩　

附
子　

一
兩　

干
姜　

三
兩

　

凡
五
物
、
水
七
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
分
三
服
。（
今
按
、
僧
深
方
加
龍
骨
二

兩
。）

○
治
熱
利
方　

第
二
十
一
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千
金
方
、
治
久
利
熱
諸
治
不
差
方
、

　

烏
梅
宍　

一
升
、
熬　

黃
連　

一
斤
、
金
色
者

　

二
味
、
蜜
和
如
梧
子
、
服
廿
丸
、
日
三
夜
一
、
神
良
。
僧
深
方
同
之
。

○
治
白
滯
利
方　

第
二
十
六

僧
深
方
、
治
赤
白
滯
下
久
不
斷
、
穀
道
疼
痛
不
可
忍
方

　

宜
服
溫
藥
、
熬
鹽
熨
之
。

又
方
（
第
二
）

　

炙
枳
實
熨
之
。

○
治
休
息
利
方　

第
二
十
九

僧
深
方
、
治
休
息
下
方

　

煮
小
豆
一
升
、
和
臘
三
兩
、
頓
服
、
驗
。

又
方
（
第
二
）、

　

煮
韭
、
空
腹
一
碗
熱
服
、
不
過
再
、
驗
。

○
治
不
伏
水
土
利
方　

第
三
十
四

僧
深
方
、
治
諸
下
利
、
胡
虜
之
人
不
習
食
穀
下
者
方
用

　

白
頭
公　

二
兩　

黃
連　

四
兩　

秦
皮　

二
兩　

黄
蘗　

二
兩　

　

凡
四
物
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
分
三
服
。

○
治
嘔
逆
吐
利
方　

第
三
十
五

僧
深
方
、
治
胸
脇
有
熱
、
胃
中
支
滿
、
嘔
吐
下
利
方

　

黃
芩　

二
兩　

人
參　

一
兩　

甘
草　

一
兩　

桂
心　

一
兩　

　

凡
四
物
、
水
八
升
、
煮
。
取
四
升
、
分
四
服
、
日
三
夜
一
。

○
治
利
兼
渴
方　

第
三
十
六

僧
深
方
、
治
少
陰
泄
利
不
絕
、
口
渴
、
不
下
食
、
虛
而
兼
煩
方

　

附
子　

一
枚　

干
姜　

半
兩　

甘
草　

二
分　

葱
白　

十
四
枚　

　

凡
四
物
、
以
水
三
升
、
煮
。
取
一
升
、
二
服
。
先
渴
後
嘔
者
、
心
有
停
水
。

　

一
方
加
犀
角
一
兩
。

又
方
（
第
二
）、

　

厚
朴
、
炙
、
搗
末
、
酒
服
方
寸
匕
、
日
五
六
。

○
治
利
後
虛
煩
方　

第
三
十
八

僧
深
方
、
治
大
下
後
虛
煩
不
得
眠
、
劇
者
顚
倒
懊
欲
死
方

　

支
子　

十
四
枚
（
擘
）
好
豆
豉　

七
合

　

凡
二
物
、
水
四
升
、
先
煮
支
子
、
令
餘
二
升
半
汁
、
乃
内
豉
、
二
三
沸
、
去

滓
、
服
一
升
。
一
服
安
者
、
勿
復
服
。
若
上
氣
嘔
逆
、
加
橘
皮
二
兩
、
亦
可
加

生
薑
。

■
卷
十
二　

○
治
消
渴
方　

第
一

僧
深
方
、
治
消
渴
唇
干
口
燥
、
枸
杞
湯
方

　

枸
杞
根　

五
升
（
剉
皮
）　

石
膏　
（
一
名
細
石
）　

一
升　

小
麥　

三
升
（
一

方
小
豆
）

　

凡
三
物
、
切
、
以
水
加
上
沒
手
、
合
煮
、
麥
熟
湯
成
、
去
滓
、
適
寒
溫
、
飲

之
。
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○
治
大
便
下
血
方　

第
十
六

僧
深
方
、
治
卒
下
血
、
蒲
黃
散
方

　

甘
草　

一
分　

干
姜　

一
分　

蒲
黃　

一
分

　

凡
三
物
、
下
篩
、
酒
服
方
寸
匕
、
日
三
。

又
方
、
治
卒
註
下
並
下
血
、
一
日
一
夜
數
十
行
方
（
第
二
）

　

灸
齊
中
及
臍
下
一
寸
各
五
十
壯
。（
今
案
、
�
氏
方
、
以
錢
掩
齊
上
、
灸
錢

下
際
、
五
十
壯
。）

○
治
小
便
黃
赤
白
黑
方　

第
二
十
一

僧
深
方
、
治
膀
胱
急
熱
、
小
便
黃
赤
、
滑
石
湯
方

　

滑
石　

八
兩
（
碎
）
子
芩
（
一
名
黃
芩
）　

三
兩　

車
前
子　

一
升　

葵
子

　

一
升　

楡
皮　

　

四
兩

　

凡
五
物
、
以
水
七
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
。

■
卷
十
三　

○
治
虛
勞
夢
泄
精
方　

第
三

僧
深
方
云
、
禁
精
湯
、
主
失
精
羸
痩
、
酸
消
少
氣
、
視
不
明
、
惡
聞
人
聲
方
、

　

韭
子　

二
升　

生
粳
米　

一
升

　

二
物
、
合
於
器
中
熬
之
、
米
黃
黑
及
熱
、
急
以
淳
佳
酒
一
斗
投
之
、
絞
取
七

升
、
服
一
升
、
日
三
、
二
劑
便
愈
。

○
治
虛
勞
不
得
眠
方　

第
七

僧
深
方
、
小
酸
棗
湯
、
治
虛
勞
臟
虛
、
憙
不
得
眠
、
煩
不
寧
方

　

酸
棗　

二
升　

[

虫
是]

母　

二
兩　

干
姜　

二
兩　

甘
草　

一
兩　

茯
苓　

二
兩　

芎
藭　

二
兩　

　

凡
六
物
、
切
、
以
水
一
斗
煮
棗
、
減
三
升
、
分
三
服
。

○
治
虛
汗
方　

第
十

僧
深
方
、
治
大
虛
汗
出
欲
死
、
若
白
汗
出
不
止
方

　

麻
黃
根　

二
兩

　

凡
一
物
、
以
清
酒
三
升
、
微
火
煮
。
得
一
升
五
合
、
去
滓
、
盡
服
之
。

○
治
風
汗
方　

第
十
一

僧
深
方
、
治
風
汗
出
少
氣
方

　

防
風　

十
分
（
一
方
三
兩
）　

白
朮　

六
分
（
一
方
三
兩
）　

牡
蠣　

三
分
（
一

方
三
兩
）

　

凡
三
物
、
冶
篩
、
以
酒
服
方
寸
匕
、
日
三
。

■
卷
十
四　

○
治
卒
死
方　

第
一

僧
深
方
、
治
卒
死
中
惡
、
雷
氏
千
金
丸
方

　

大
黃　

五
分　

巴
豆　

六
十
枚　

桂
心　

二
分　

朴
硝　

三
分　

干
薑　

二

分
　

凡
五
物
、
冶
下
篩
、
和
白
蜜
冶
三
千
杵
、
服
如
大
豆
二
丸
、
老
小
以
意
量
之
。

○
治
鬼
擊
病
方　

第
三
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僧
深
方
、
治
鬼
擊
方

　

鹽
一
升
、
水
二
升
和
之
、
攪
令
釋
、
作
汁
飲
之
、
令
得
吐
則
愈
。
良
。

○
治
注
病
方　

第
十
一

　

僧
深
方
云
、
西
王
母
玉
壺
赤
丸
、
備
急
治
屍
注
、
卒
惡
、
水
陸
毒
螫
（
丑
略

反
）
萬
病
方
、
武
都
雄
黃　

一
兩
（
赤
如
雞
冠
）　

八
角
大
附
子　

一
兩
（
炮
、

稱
）　

藜
蘆　

一
兩　

上
丹
砂　

一
兩
（
不
使
有
石
者
）　

白
礜
石
（
練
之
一
旦

一
夕
）　

巴
豆　

一
兩
（
去
皮
、
熬
令
紫
色
稱
之
。
一
方
有
眞
朱
一
兩
）

　

凡
六
物
、
悉
令
精
好
、
先
冶
巴
豆
三
千
杵
。
次
内
礜
石
、
冶
三
千
杵
。
次
内

藜
蘆
、
冶
三
千
杵
。
次
内
雄
黄
、
冶
三
千
杵
。
次
内
白
蜜
、
冶
三
千
杵
、
亦
可

從
更
冶
萬
杵
最
佳
。
有
可
眞
朱
一
兩
者
、
若
不
用
丹
沙
而
内
眞
朱
二
兩
無
在
也
。

生
礜
石
、
黒
礜
石
皆
可
用
、
不
必
白
色
者
。
巴
豆
勿
用
兩
人
者
。

又
方
（
第
二
）

　

別
搗
藜
蘆
、
附
子
。
下
篩
、
乃
更
稱
之
。

又
一
方
（
第
三
）

　

毎
内
藥
輒
冶
五
百
杵
、
輒
内
少
蜜
、
恐
藥
飛
。
搗
都
畢
、
乃
更
冶
萬
杵
。

　

合
藥
、
得
僮
子
冶
之
大
佳
。
無
僮
子
、
但
凡
人
三
日
齋
戒
律
、
乃
使
之
。

　

合
藥
、
用
建
・
除
日
、
天
清
无
雲
霧
日
、
向
月
建
。

　

藥
成
、
密
之
、
勿
令
泄
、
着
清
潔
處
。

　

大
人
服
之
、
皆
如
小
豆
、
但
丸
數
亦
无
常
。

　

此
藥
治
萬
病
、
无
所
不
主
。
方
上
雖
不
能
俱
載
、
故
略
説
耳
。

　

若
本
病
將
服
者
、
禁
食
生
魚
、
生
菜
、
猪
宍
。

　

服
以
下
病
者
、
宿
勿
食
、
明
旦
服
二
丸
。
不
知
者
、
飲
暖
米
飲
以
發
之
、
令

下
。
下
不
止
、
飲
冷
水
飲
止
之
。

　

病
在
膈
上
吐
、
膈
下
者
下
、
或
但
噫
氣
而
愈
。

　

或
食
肉
不
消
、
腹
堅
脹
、
或
痛
。
服
一
丸
立
愈
。

　

風
疝
・
寒
疝
・
心
疝
・
弦
疝
、
每
諸
疝
發
、
腹
中
急
痛
、
服
二
丸
。

　

積
、
寒
熱
、
老
痞
、
蛇
痞
、
服
二
丸
。

　

腹
脹
、
不
得
食
飲
、
服
一
丸
。

　

卒
大
苦
、
寒
熱
往
來
、
服
一
丸
。

　

卒
關
格
、
不
得
大
小
便
、
欲
死
、
服
二
丸
。

　

瘕
結
、
服
一
丸
、
日
三
服
。
取
愈
。
若
微
者
射[

艸
罔]

丸
甚
良
。

　

下
利
重
下
、
服
一
丸
便
斷
。
或
復
天
行
、
下
便
斷
。

　

瘧
、
未
發
服
一
丸
、
已
發
服
二
丸
、
便
斷
。

　

小
兒
百
病
驚
癇
痞
寒
中
、
及
有
熱
、
百
日
半
歲
者
、
以
一
丸
如
黍
米
、
著
乳

頭
與
服
之
。
一
歲
以
上
服
如
麻
子
一
丸
、
日
三
。
皆
以
飲
服
。

　

小
兒
大
腹
及
中
熱
惡
毒
、
食
物
不
化
、
結
成
堅
積
、
皆
令
將
服
一
丸
、
亦
可

以
塗
乳
頭
、
使
小
兒
乳
之
。

　

傷
寒
敕
（
絡
代
反
、
勞
也
）
色
及
時
氣
病
、
以
溫
酒
服
一
丸
、
厚
覆
取
汗
即

瘥
。
若
不
汗
、
復
酒
服
一
丸
、
要
取
汗
。

　

欲
行
視
病
人
、
服
一
丸
、
以
一
丸
着
頭
上
、
行
无
所
畏
。

　

至
死
喪
家
帶
一
丸
、
辟
百
鬼
。

　

病
苦
淋
路
痟
痩
、
百
節
酸
疼
、
服
一
丸
、
日
三
。
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婦
人
產
生
餘
疾
、
及
月
水
不
通
、
及
來
往
不
時
、
服
二
丸
、
日
二
。

　

卒
霍
亂
、
心
腹
痛
、
煩
滿
吐
下
、
手
足
逆
冷
、
服
二
丸
。

　

注
病
百
種
、
病
不
可
名
、
將
服
二
丸
、
日
再
。

　

若
腹
中
如
有
蟲
欲
鑽
脇
出
狀
、
急
痛
、
一
止
一
作
、
此
是
風
氣
、
服
二
丸
。

　

若
惡
瘡
不
可
名
、[
疒
咼]
疥
疽
、
以
膏
若
好
苦
酒
和
藥
、
先
鹽
湯
洗
瘡
去
痂
、

拭
令
燥
、
以
藥
塗
之
即
愈
。

　

惡
風
游
心
、
不
得
氣
息
、
服
一
丸
即
愈
。

　

耳
出
膿
血
汁
及
卒
聾
、
以
赤
縠
裹
二
丸
、
塞
耳
孔
中
即
愈
。

　

癰
腫
痤
（
昨
示
反
）
癤
（
音
節
）
瘰
及
欲
作
瘰
、
以
苦
酒
和
藥
塗
之
。

　

齒
痛
、
以
小
丸
綿
裹
著
齒
孔
中
咋
之
。

　

若
寒
熱
往
來
、
服
二
丸
。

　

若
蛇
蝮
蜂
蝎
蠣
所
中
（
傷
也
）、
及
猘
犬
狂
馬
所
咋
、
以
苦
酒
和
塗
瘡
中
、

並
服
二
丸
即
愈
。

　

卒
中
惡
欲
死
、
不
知
人
、
以
酒
若
湯
水
和
二
丸
、
強
開
口
灌
喉
中
、
捧
坐
令

下
。

　

若
獨
宿
止
林
澤
之
中
、
若
冢
墓
間
、
燒
一
丸
、
百
鬼
走
去
、
不
敢
近
人
。

　

癖
飲
、
留
飲
、
痰
飲
、
服
一
丸
。

　

以
臘
和
一
丸
如
彈
丸
。
著
絳
囊
中
以
系
臂
、
男
左
女
右
。
山
精
鬼
魅
皆
畏
之
。

　

中
溪
水
毒
、
服
二
丸
。

　

已
有
瘡
在
身
、
以
苦
酒
和
三
四
丸
、
塗
瘡
上
。

　

憂
患
之
氣
、
結
在
胸
中
、
苦
連
噫
及
咳
、
胸
中
刺
痛
、
服
如
麻
子
三
丸
、
日

三
、
愈
。

　

婦
人
胸
中
苦
滯
氣
、
氣
息
不
利
、
小
腹
堅
急
、
繞
臍
絞
痛
、
漿
服
如
麻
子
一

丸
、
稍
增
之
如
小
豆
。

　

心
腹
常
苦
切
痛
及
中
熱
、
服
一
丸
如
麻
子
、
日
三
服
、
五
日
愈
。

　

男
女
邪
氣
、
鬼
交
通
、
歌
哭
無
常
、
或
腹
大
經
絕
、
狀
如
任
身
、
皆
將
服
三

丸
如
胡
豆
大
、
日
三
夜
一
。

　

又
以
苦
酒
和
之
如
飴
、
旦
旦
以
塗
手
間
使
、
心
主
暮
、
又
夕
夕
以
塗
足
三

陰
交
及
鼻
孔
、
七
日
愈
。

　

又
將
服
如
麻
子
一
丸
、
日
三
、
卅
日
止
。

　

腹
中
三
蟲
、
宿
勿
食
、
明
平
旦
進
牛
羊
肉
、
炙
三
膊
、
須
臾
便
服
三
丸
如
胡

豆
、
日
中
當
下
蟲
。
過
日
中
不
下
、
復
服
二
丸
、
必
有
爛
虫
下
。

　

小
兒
寒
熱
頭
痛
、
身
熱
及
吐
哯
、
一
服
一
丸
如
麻
子
。

　

小
兒
痟
痩
、
丁
奚
不
能
食
、
食
不
化
、
將
服
二
丸
、
日
三
。
又
苦
酒
和
如
飴

塗
、
塗
兒
腹
良
。

　

風
目
赤
或
痒
、
視
漠
漠
、
淚
出
爛
眦
、
以
蜜
解
如
飴
、
以
塗
注
目
。

　

頭
卒
風
腫
、
以
苦
酒
若
膏
和
塗
之
、
即
愈
。

　

風
頭
腫
、
以
膏
和
塗
之
、
以
絮
裹
之
。

　

若
為
蛄
毒
所
中
、
吐
血
、
腹
内
如
刺
、
服
一
丸
如
麻
子
、
稍
益
至
胡
豆
、
亦

以
塗
鼻
孔
中
、
以
膏
和
、
通
塗
腹
背
、
又
燒
之
、
薰
口
鼻
。

　

治
鼠
瘰
、
以
脂
和
塗
瘡
、
取
駁
舌
狗
子
舐
之
、
即
愈
也
。

○
治
諸
瘧
方　

第
十
三　
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集
驗
方
、
又
方
（
第
三
）、

　

桃
葉
二
七
枚
、
安
心
上
、
艾
灸
葉
上
十
四
壯
。（
僧
深
方
同
之
。）

僧
深
方
、
治
一
切
諸
瘧
無
不
斷
、
恒
山
丸
方

　

大
黄　

一
兩
（
一
方
二
兩
）　

附
子
一
兩
（
炮
）　

恒
山　

三
兩　

龍
骨　

一
兩

　

凡
四
物
、
冶
合
、
下
篩
、
蜜
和
。
平
旦
服
如
梧
子
七
丸
、
未
發
中
間
復
服
七

丸
、
臨
發
復
七
丸
。
若
不
斷
、
至
後
日
復
發
、
更
復
如
此
法
、
甚
神
良
。

○
治
淡
實
瘧
方　

第
十
七　

僧
深
方
、
治
瘧
、
膈
痰
不
得
吐
、
吐
之
湯
方

　

桂
心
（
半
兩
）　

恒
山
（
半
兩
）　

烏
頭
（
半
兩
）　

芫
花
（
半
兩
）　

豉
（
五

合
）

　

右
五
物
、
以
酒
三
升
、
水
四
升
、
令
煮
取
二
升
、
分
三
服
、
得
吐
。

○
治
勞
瘧
方　

第
十
八

僧
深
方
、
治
勞
瘧
、
桃
葉
湯
方

　

桃
葉　

十
四
枚　

恒
山　

四
両

　

凡
二
物
、
酒
二
升
、
漬
一
宿
、
露
著
中
庭
、
刀
著
器
上
、
明
旦
發
日
、
凌
晨

漉
去
滓
、
微
温
令
暖
、
一
頓
服
之
、
必
吐
、
良
。

○
治
連
年
瘧
方　

第
二
十
一

僧
深
方
、
治
卅
年
瘧
、
龍
骨
丸
神
方

　

龍
骨　

四
分　

恒
山　

八
分　

附
子　

三
分　

大
黄　

八
分

　

凡
四
物
、
冶
篩
、
鷄
子
和
、
發
前
服
七
丸
如
大
豆
、
臨
發
服
七
丸
。

○
治
傷
寒
鼻
衄
方　

第
三
十
八

僧
深
方
、
治
熱
病
鼻
衄
多
者
、
出
血
一
二
斛
方
。

　

蒲
黄
五
合
、
以
水
和
、
一
飮
盡
卽
愈
。
不
差
、
別
依
諸
衄
方
。

又
方
（
第
二
）

　

燒
牛
糞
作
灰
、
服
方
寸
匕
。

又
方
（
第
三
）

　

以
冷
水
洗
、
佳
。

○
治
傷
寒
交
接
勞
復
方　

第
四
十
七

僧
深
方
、
婦
人
時
病
毒
未
除
、
丈
夫
因
幸
之
、
婦
感
動
氣
泄
、
毒
卽
度
著
丈
夫
、

名
陰
易
病
也
。
丈
夫
病
毒
未
除
、
婦
人
納
之
、
其
毒
度
著
婦
人
者
、
名
陽
易
病

也
。

　

陰
易
病
者
、
婦
人
陰
毛
十
四
枚
燒
服
之
。

　

陽
易
病
者
、
燒
丈
夫
陰
毛
十
四
枚
服
也
。

○
治
傷
寒
後
目
病
方　

第
五
十
一　

�
氏
方
、
治
毒
病
後
毒
攻
目
方

　

煮
蜂
房
以
洗
之
、
日
六
七
。（
今
案
、
廣
利
方
云
、
蜂
巣
半
大
兩
、
水
二
大
升

云
々
。
僧
深
方
治
翳
。）

■
卷
十
五　

○
治
癰
疽
未
膿
方　

第
二

僧
深
方
、
治
癰
方
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梁
上
塵
、
燒
葵
末
分
等
、
苦
酒
和
傅
之
、
燥
復
傅
。
治
乳
癰
亦
愈
。

○
治
癰
疽
有
膿
方　

第
三

劉
涓
子
、
治
癰
疽
發
背
已
潰
未
潰
生
肉
排
膿
散
方
（
第
三
）

　

當
歸　

二
兩　

桂
心　

二
兩　

人
參　

二
兩　

芎
藭　

一
兩　

厚
朴　

一
兩

　

防
風　

一
兩　

甘
草　

一
兩　

白
芷　

一
兩　

桔
梗　

一
兩　

　

右
九
物
、
搗
下
篩
。
溫
酒
服
方
寸
匕
、
日
三
夜
再
。
瘡
未
合
、
可
長
服
之
。

　

（
今
案
、
僧
深
方
治
癰
腫
自
潰
長
肉
排
膿
蜀
椒
散
方

　
　
　

蜀
椒　

桂
心　

甘
草　

干
薑　

芎
藭　
當
歸　

各
一
兩

　
　
　

凡
六
物
、
服
法
如
上
。

　
　

又
方
（
第
二
）、
治
癰
腫
排
膿
散
方
、

　
　
　

黃
耆　

四
分　

夕
藥　

二
分　

白
斂　

二
分　

芎
藭　
二
分　

赤
小
豆　

一
分

　

凡
五
物
、
冶
下
、
服
如
上
。）

僧
深
方
、
治
癰
疽
、
瘡
臭
爛
、
洗
瘡
青
木
香
湯
方

　

青
木
香　

一
兩　

夕
藥　

一
兩　

白
蘞　

一
兩　

芎
藭　

一
兩　

　

凡
四
物
、
水
四
升
、
煮
。
取
二
升
、
去
滓
。
溫
洗
瘡
、
日
三
。
明
日
以
膏
内

瘡
中
、
日
三
。

○
治
肺
癰
方　

第
十
三

僧
深
方
、
治
肺
腸
癰
、
經
時
不
差
、
桔
梗
湯
主
之
方

　

桔
梗　

三
兩　

甘
草　

薏
苡
人　

敗
醬　

干
地
黃　

朮　

各
二
兩　

當
歸　

一
兩　

桑
根
皮　

一
升

　

凡
八
物
、
切
、
以
水
一
斗
五
升
、
煮
大
豆
四
升
、
取
七
升
汁
、
去
豆
、
内
清

酒
三
升
、
合
藥
煮
。
取
三
升
半
、
去
滓
、
服
七
合
、
日
三
夜
再
。
禁
生
菜
。

■
卷
十
六　

○
治
惡
核
腫
方　

第
九

僧
深
方
、
凡
得
惡
腫
皆
暴
卒
、
初
始
大
如
半
梅
桃
、
或
有
核
、
或
无
核
、
或
痛
、

或
不
痛
、
其
長
甚
速
、
須
臾
如
雞
鴨
大
、
即
不
治
之
、
腫
熱
為
進
、
煩
悶
拘
攣
、

腫
毒
内
侵
、
塡
塞
血
氣
、
氣
息
不
通
、
一
再
宿
便
煞
人
。

　

初
覺
此
病
、
便
急
宜
灸
、
當
中
央
及
繞
腫
邊
灸
之
、
令
相
去
五
分
、
使
周
匝

腫
上
、
可
三
七
壯
。
腫
盛
者
多
壯
數
為
差
。
腫
進
者
、
逐
灸
前
際
、
取
住
乃
止
。

又
方
（
第
二
）、

　

鯽
魚
搗
、
薄
腫
上
。

又
方
（
第
三
）、

　

啖
鯽
魚
膾
、
蒜
齏
。

○
治
瘰
癧
方　

第
十
三

僧
深
方
、
治
諸
瘰
因
瘡
壯
熱
方

　

白
斂
灰　

二
升

　

右
一
物
、
沸
湯
和
如
糜
、
熱
以
掩
其
上
。
甚
良
。

○
治
瘤
方　

第
十
五

僧
深
方
、
治
血
瘤
方

　

鹿
宍
割
、
炭
火
炙
令
熱
、
掩
上
、

之
。
冷
復
炙
、
令
肉
燒
燥
、
可
四
炙
四

易
之
。
若
不
除
、
灸
七
主
、
便
足
也
。
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■
卷
十
七　

○
治
癬
瘡
方　

第
二

僧
深
方
、
治
癬
方

　

末
雄
黃
、
酢
和
、
先
以
布
拭
瘡
令
傷
、
以
藥
塗
上
、
神
效
、
不
傳
。

又
方
（
第
二
）

　

附
子
一
枚
、
皂
莢
一
枚
、
九
月
九
日
茱
萸
四
合
。

　

右
三
物
、
下
篩
為
散
、
掻
癬
上
令
周
遍
、
汁
出
、
以
散
敷
之
。
若
干
癬
、
以

苦
酒
和
散
、
以
塗
其
上
、
神
良
、
秘
方
。

又
云
（
第
三
）、
治
癬
積
年
不
愈
方

　

取
鯰
、
炙
而
食
之
、
勿
食
鹽
、
酢
。
三
過
三
食
便
愈
、
當
時
乃
當
小
盛
、
此

欲
愈
也
。

又
云
（
第
四
）、
治
蝸
癬
浸
淫
日
長
、
痒
痛
、
掻
之
黃
汁
出
、
差
復
發
方

　

日
未
出
時
、
北
向
取
羊
蹄
根
、
勿
令
婦
人
小
兒
見
、
洗
去
土
、
切
搗
、
淳
苦

酒
和
洗
瘡
、
去
痂
以
傅
上
一
時
、
間
以
冷
水
洗
之
、
日
一
傅
。
又
可
取
根
揩
之
、

神
良
。

　

日
未
出
取
者
、
不
欲
歇
加
根
上
。

○
治
惡
瘡
方　

第
四

僧
深
方
、
治
惡
瘡
肉
脫
出
方

　

烏
頭
末
、
以
傅
瘡
中
、
惡
肉
立
去
。
佳
。

○
治
夏
熱
沸
爛
瘡
方　

第
六

令
李
方
、
治
人
身
體
熱
沸
生
瘡
方

　

礬
石　

四
兩
（
熬
）
白
善　

六
兩
（
熬
）

　

凡
二
物
、
冶
篩
、
先
以
布
拭
身
、
乃
以
藥
粉
之
、
日
二
。

（
今
案
、
師
說
〔
愚
按
、
深
師
方
歟
〕
云
、
嚼
瘡
者
、
風
邪
在
皮
肉
間
、
夏
時
蒸
熱

氣
時
成
瘡
、
如
風
矢
、

　

先
痒
後
痛
。
色
赤
白
、
隱
疹
如
粟
米
大
、
治
之
方

　
　

柚
葉
、
煮
水
洗
之
。

　

又
方
（
第
二
）

　
　

煮
支
子
葉
洗
之
、
亦
研
支
子
粉
之
。

　

又
方
（
第
三
）

　
　

粟
粉
敷
之
。

　

若
熱
盛
赤
血
者
方
（
第
四
）

　
　

莽
草
舂
絞
、
塗
、
並
煮
洗
之
。）

○
治
王
爛
瘡
方　

第
八

僧
深
方
、
治
王
爛
瘡
方

　

胡
粉　

燒
令
黃　

青
木
香　

龍
骨　

滑
石
（
各
三
兩
）

　

右
四
物
、
冶
篩
畢
、
以
粢
粉
一
升
和
之
、
稍
稍
粉
瘡
上
、
日
四
五
、
愈
。

○
治

瘡
方　

第
十
三

僧
深
方
、
治

方

　

取
石
上
菖
蒲
、
搗
、
豬
膏
和
、
付
瘡
、
厚
二
分
、
先
洗
去
痂
。

又
方
（
第
二
）
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灸
瘡
上
、
最
良
。

○
治
疽
創
方　

第
十
四

僧
深
方
、
治
男
女
面
疽
、
瘰
疥
、
癰
疽
諸
瘡
方

　

附
子　

十
五
枚　

蜀
椒　

一
升　

冶
�　

一
尺
五
寸
（
去
心
）

　

右
三
物
、

咀
、
以
苦
酒
漬
一
宿
、
猪
膏
二
升
、
�
附
子
、
黃
膏
成
、
摩
瘡
。

　

亦
治
傷
寒
、
宿
食
不
消
、
酒
服
如
棗
、
覆
取
汗
。

○
治
諸
瘡
中
風
水
腫
方　

第
十
七

僧
深
方
、
治
創
中
風
水
腫
方

　

炭
白
灰　

一
分　

胡
粉　

一
分

　

凡
二
物
、
以
猪
脂
和
塗
創
腫
孔
上
、
即
水
出
痛
止
。
大
良
。

■
卷
十
八　

○
治
湯
火
燒
灼
方　

第
一

僧
深
方
、
治
火
瘡
方

　

醬
清
和
蜜
塗
、
良
。
一
分
醬
、
二
分
蜜
合
和
。

又
方
（
第
二
）

　

猪
膏
煮
柏
皮
、
傅
之
。

○
治
灸
創
不
差
方　

第
二

僧
深
方
、
治
灸
瘡
不
差
方

　

白
蜜　

一
兩　

烏
賊
魚
骨　

二
銖

　

二
物
、
和
調
、
塗
瘡
上
。

○
治
衆
虵
螫
人
方　

第
三
十
五

僧
深
方
、
治
衆
虵
螫
人
方

　

以
頭
垢
着
瘡
中
、
大
良
。

○
治
虵
骨
刺
人
方　

第
四
十

僧
深
方
、
治
蛇
牙
折
肉
中
不
出
方

　

取
生
鼠
熱
血
塗
瘡
、
以
綿
包
之
、
二
日
出
。

又
（
第
二
）

　

蛇
骨
刺
人
、
取
雄
黃
如
大
豆
、
内
瘡
中
。

○
治
呉
公
螫
人
方　

第
四
十
一

僧
深
方
云
、

　

消
蜡
蜜
浸
傷
中
。
良
。

○
辟
蠱
毒
方　

第
五
十
四

僧
深
方
、
治
卒
急
蠱
吐
欲
死
方

　

生
索
濯
若
根
莖
、
搗
絞
取
汁
得
一
升
、
頓
服
之
。
不
過
再
三
作
。
神
良
。

■
卷
二
十　

○
治
服
石
煩
悶
（
莫
圍
反
）
方　

第
二

僧
深
方
、
解
散
甘
草
湯
、
治
散
發
煩
悶
不
解
方

　

甘
草　

一
兩
半　

茯
苓　

一
兩　

生
姜　

一
兩

　

凡
三
物
、
以
水
三
升
、
煮
。
取
一
升
半
、
分
三
服
。

　
（
今
案
、
小
品
方
、
甘
草　

二
兩　

黃
芩　

二
兩　

大
黃　

二
兩
、
水
五
升
、
煮
。
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取
二
升
、
分
三
服
。）

○
治
服
石
目
痛
方　

第
五

僧
深
方
、
治
散
家
目
赤
痛
蕤
（
蕤
、
儒
佳
反
）
人
洗
湯
方

　

蕤
仁　

二
十
枚　

細
辛　

半
兩　

苦
竹
葉　

一
枚　

黃
連　

一
兩

　

凡
四
物
、
水
三
升
、
煮
。
取
一
升
半
。
一
方
取
半
升
。
可
日
三
洗
、
亦
可
六

七
洗
。

○
治
服
石
口
中
傷
爛
舌
痛
方　

第
十
一
（
九
）

僧
深
方
、
解
散
支
子
湯
方

　

黃
芩　

三
兩　

支
子　

四
枚　

豉　

三
升

　

凡
三
物
、

咀
、
以
水
五
升
、
先
煮
梔
子
・
黃
芩
、
令
得
三
升
、
絞
去
滓
、

乃
内
豉
、
煮
令
汁
濃
。
絞
去
滓
、
平
旦
服
一
升
、
日
三
。
甚
良
。

○
治
服
石
口
中
發
瘡
方　

第
十
二
（
十
）

僧
深
方
云
、
解
散
失
節
度
、
口
中
發
瘡
方

　

黃
芩　

三
兩　

升
麻　

二
兩　

石
膏　

五
兩
（
末
）

　

凡
三
物
、
以
水
六
升
、
煮
。
取
三
升
、
去
滓
、
極
冷
、
以
嗽
（
桑
濃
反
）
口

中
、
日
可
十
過
。（
小
品
方
、
若
喉
咽
有
瘡
、
稍
稍
咽
之
。
佳
。）

○
治
服
石
心
噤
方　

第
十
三
（
十
一
）

僧
深
方
云
、
解
散
人
參
湯
、
常
用
驗
。
治
心
噤
或
寒
噤
不
解
方

　

人
參　

二
兩　

干
薑　

一
兩　

甘
草　

三
兩　

茯
苓　

一
兩　

樓　

二
兩

　

白
朮　

一
兩　

枳
實　

　

一
兩

　

凡
七
物
、
水
六
升
、
煮
。
取
二
升
五
合
、
分
三
服
。

○
治
服
石
心
腹
脹
滿
方　

第
十
四

僧
深
方
、
解
散
三
黃
湯
、
治
散
發
心
腹
痛
、
脹
滿
卒
急
方

　

大
黃　

黃
連　

黃
芩
（
各
三
兩
）

　

凡
三
物
、
以
水
七
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
、
得
下
、
便
止
。

（
今
案
、
三
黃
湯
亦
出
小
品
方
、
在
上
除
熱
�
。）

○
治
服
石
心
腹
痛
方　

第
十
五

僧
深
方
云
、
若
散
發
、
悉
口
噤
心
痛
、
服
葱
白
豉
湯
方

　

葱
白　

半
斤　

豉　

三
升　

甘
草　

二
兩　

生
麥
門
冬　

四
兩
（
去
心
）

　

凡
四
物
、
以
水
五
升
、
煮
。
取
二
升
、
分
再
服
。（
一
方
加
茱
萸
一
升
。）

○
治
服
石
身
體
強
直
方　

第
二
十
四

僧
深
方
云
、
治
散
發
卒
死
、
身
體
強
直
、
以
手
着
口
上
、
如
尚
有
微
氣
、
即
便

兩
人
�
水
灌
、
灌
洗
亦
兩
三
時
、
間
死
者
乃
戰
、
戰
便
令
人
扶
曳
行
、
便
得
食
。

食
竟
復
勞
、
行
半
日
許
便
愈
。
此
藥
失
節
度
、
所
為
似
中
惡
。
解
之
方

　

黃
連　

大
黃　

黃
芩
（
各
二
兩
）　

豉　

一
升　

梔
子
人　

十
四
枚

　

凡
五
物
、
以
水
七
升
、
煮
。
取
三
升
半
、
去
滓
、
内
豉
、
更
煮
。
取
三
升
、

三
服
。
近
有
用
此
湯
、
即
得
力
也
。

○
治
服
石
上
氣
方　

第
二
十
八

僧
深
方
、
竹
葉
湯
、
治
散
發
上
氣
方
、

　

生
竹
葉　

二
兩　

甘
草　

一
兩　

黃
芩　

一
兩　

大
黃　

一
兩　

支
子　

十

枚　

茯
苓　

一
兩　

干
地
黃　

六
分　
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凡
七
物
、
以
水
五
升
、
煮
。
取
二
升
一
合
、
服
七
合
、
日
三
。

○
治
服
石
淡
澼
方　

第
二
十
九

僧
深
方
、
服
散
家
痰
悶
、
胸
心
下
有
阻
痰
客
熱
者
、
吐
之
方
、

　

甘
草　

五
兩

以
酒
五
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
分
再
服
。
欲
吐
者
、
便
快
蕩
去
。

○
治
服
石
淋
小
便
難
方　

第
三
十
二

僧
深
方
、
治
散
發
小
便
難
、
其
狀
如
淋
方
、

　

葵
子　

五
合

凡
一
物
、
以
水
二
升
半
、
煮
取
一
升
、
一
服
晝
〔
愚
按
、
盡
歟
〕、
須
臾
便
利

也
。

○
治
服
石
冷
熱
不
適
方　

第
四
十
一

僧
深
方
、
解
散
人
參
湯
、
治
散
發
作
冷
熱
不
適
方

　

人
參　

二
兩　

白
朮　

二
兩　

枳
實　

二
兩　

樓　

二
兩　

干
薑　

二
兩

　

甘
草　

二
兩

　

凡
六
物
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
分
三
服
。

○
治
服
石
補
益
方　

第
四
十
二

僧
深
方
、
解
散
、
散
内
補
、
治
百
病
、
巨
勝
湯
方

　

胡
麻　

一
升
（
熬
）　

生
地
黃　

一
升
（
切
）　

大
棗　

廿
枚　

夕
藥　

一

兩　

生
姜　

四
兩　

甘
草　

一
兩　

麥
門
冬　

四
兩　

桂
心　

一
兩　

人
參　

一
兩　

細
辛　

一
兩　

　

凡
十
物
、
以
水
九
升
、
煮
。
取
四
升
、
分
四
服
。

■
卷
二
十
一　

○
治
婦
人
面
上
黑
方　

第
二

僧
深
方
、
治
婦
人
面
皯
方
、

　

取
茯
苓
、
冶
篩
、
蜜
和
、
以
塗
面
、
日
四
五
。

又
方
（
第
二
）

　

取
桃
人
、
冶
篩
、
雞
子
白
和
、
以
塗
面
、
日
四
五
。

○
治
婦
人
乳
癰
方　

第
五

僧
深
方
、
治
乳
癰
方

　

末
黃
蘗
、
鷄
子
白
和
、
塗
之
。

又
方
（
第
二
）

　

搗
根
、
敷
之
。

又
方
（
第
三
）

　

赤
小
豆
末
、
鷄
子
白
和
、
薄
之
。

又
云
、
治
婦
人
乳
癰
生
核
、
積
年
不
除
、
消
核
防
風
薄
方
（
第
四
）

　

莽
草　

八
分　

芎
藭　

八
分　

大
黃　

十
分　

當
歸　

十
分　

防
風　

十
分

　

夕
藥　

十
分　

白
蘞　

　

十
分　

黃
耆　

十
二
分　

黃
連　

十
分　

黃
芩　

十
分　

枳
子
中
人　

四
分

　

十
一
物
、
冶
篩
、
以
鷄
子
白
和
、
塗
故
布
若
練
上
、
以
薄
腫
上
、
日
四
五
、

夜
三
。

○
治
婦
人
乳
創
方　

第
六
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僧
深
方
、
取
韭
根
燒
、
粉
創
。
良
。

○
治
婦
人
陰
癢
方　

第
七

僧
深
方
、
婦
人
陰
癢
方

　

黃
連　

黃
蘗　

各
二
兩

　

以
水
三
升
、
煮
。
取
一
升
半
、
溫
洗
、
日
三
。

○
治
婦
人
陰
腫
方　

第
九

僧
深
方
、
陰
腫
痛
方

　

黃
芩　

一
分　

礬
石　

一
分　

甘
草　

二
分

　

下
篩
、
如
棗
核
、
綿
裹
、
内
陰
中
。

○
治
婦
人
陰
瘡
方　

第
十

僧
深
方
、
女
子
陰
中
瘡
方

　

裹
礬
石
末
、
如
棗
核
、
内
陰
中
。

○
治
婦
人
陰
脫
方　

第
十
四

�
氏
方
、
治
婦
人
陰
脫
出
外
方

　

水
煮
生
鐵
、
令
濃
、
以
洗
之
。
礬
石
亦
良
。（
僧
深
方
、
同
之
。）

僧
深
方
、
治
婦
人
子
臟
挺
出
、
蛇
床
洗
方

　

蛇
床
子　

一
升　

酢
梅　

二
七
枚

　

二
物
、
水
五
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
洗
之
、
日
十
過
。

○
治
婦
人
月
水
不
斷
方　

第
二
十
一

僧
深
方
、
治
婦
人
月
水
不
止
方

　

黃
連
、
冶
、
下
篩
、
以
三
指
撮
、
酒
和
服
。
不
過
再
三
。

又
方
（
第
二
）

　

服
淳
酢
一
杯
、
不
差
、
更
服
。

○
治
婦
人
月
水
腹
痛
方　

第
二
十
二

僧
深
方
、
治
月
經
至
絞
痛
、
欲
死
、
茯
苓
湯
方

　

茯
苓　

三
兩　

甘
草　

二
兩　

夕
藥　

二
兩　

桂
心　

二
兩

　

凡
四
物
、
切
、
以
水
七
升
、
煮
。
取
二
升
半
、
分
三
服
。

○
治
婦
人
崩
中
漏
下
方　

第
二
十
三

僧
深
方
、
治
崩
中
方

　

桑
耳　

干
薑　

分
等

　

下
篩
、
酒
服
方
寸
匕
、
日
四
五
。

又
方
（
第
二
）

　

白
茅
根
二
十
斤　

小
薊
根
十
斤

　

搗
、
絞
取
汁
、
煮
。
取
五
升
、
服
一
升
、
日
三
四
。

■
卷
二
十
二

○
治
任
婦
惡
阻
（
側
呂
反
、
病
）
方　

第
四

僧
深
方
云
、
治
婦
人
任
身
惡
阻
、
酢
心
、
胸
中
冷
、
腹
痛
不
能
飲
食
、
輒
吐
青

黃
汁
方
用

　

人
參　

干
薑　

半
夏

　

凡
三
物
、
分
等
、
冶
下
、
以
地
黃
汁
和
丸
如
梧
子
、
一
服
三
丸
、
日
三
。

　
（
今
案
、
極
要
方
云
、
各
八
分
、
稍
加
至
十
丸
。
產
經
云
、
人
參
丸
神
良
。）

○
治
任
婦
養
胎
方　

第
五
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僧
深
方
云
、
養
胎
易
生
、
丹
參
膏
方

　

丹
參　

四
兩　

人
參　

二
分
（
一
方
二
兩
）　

當
歸　

四
分　

芎
藭　

二
兩

　

蜀
椒　

二
兩　

白
朮　

二
兩　

猪
膏　

一
斤　

　

凡
六
物
、
切
、
以
真
苦
酒
漬
之
、
夏
天
二
三
日
、
於
微
火
上
�
、
當
着
底
絞

之
、
手
不
得
離
、
三
上
三
下
、
藥
成
、
絞
去
滓
、
以
溫
酒
服
如
棗
核
、
日
三
。

稍
增
、
可
加
。

　

若
有
傷
、
動
見
血
、
服
如
雞
子
黃
者
、
晝
夜
六
七
服
之
、
神
良
。

　

任
身
七
月
便
可
服
、
至
坐
卧
忽
生
不
覺
。
又
治
生
後
余
腹
痛
也
。

　
（
今
檢
、
產
經
云
、
丹
參
一
斤
、
當
歸
四
兩
、
芎
藭
八
兩
、
白
朮
四
兩
、
蜀
椒
四

兩
、
脂
肪
四
斤
、
云
云
。）

○
治
任
婦
胎
墮
血
不
止
方　

第
九

僧
深
方
云
、
生
姜
、
切
、
五
升
、
以
水
八
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
。

○
治
任
婦
墮
胎
腹
痛
方　

第
十

僧
深
方
云
、
治
墮
身
、
血
不
盡
去
、
留
苦
煩
滿
方

　

香
豉
一
升
半

　

以
水
三
升
、
煮
三
沸
、
滴
取
汁
、
内
成
末
鹿
角
一
方
寸
匕
、
服
、
須
臾
血
下

煩
止
。

　
（
今
檢
、
千
金
方
云
、
麻
角
一
兩
。）

○
治
任
婦
頓
僕
舉
重
去
血
方　

第
十
四

僧
深
方
云
、
治
任
身
由
於
頓
僕
及
舉
重
去
血
方

　

搗
黃
連
、
下
篩
、
以
酒
服
方
寸
匕
、
日
三
、
乃
止
。

又
云
（
第
二
）

　

取
生
青
竹
、
薄
刮
取
上
青
皮
、
以
好
酒
一
升
和
、
三
合
許
、
一
服
。

○
治
任
婦
心
痛
方　

第
十
八

僧
深
方
云
、
吳
茱
萸
五
合
、
以
酒
煮
三
沸
。
分
三
服
。

○
治
任
婦
腰
痛
方　

第
二
十
一

僧
深
方
云
、
治
任
身
腰
痛
方

　

熬
鹽
令
熱
、
布
裹
與
熨
之
。

○
治
任
婦
瘧
方　

第
三
十

僧
深
方
云
、

　

竹
葉　

一
升
（
細
切
）　

恆
山　

一
兩
（
細
切
）

　

水
一
斗
半
、
煮
竹
葉
、
取
七
升
半
、
内
恆
山
漬
一
宿
、
明
旦
煮
。
取
二
升
半
、

再
服
。
先
發
一
時
一
服
、
發
一
服
盡
。
去
竹
葉
、
内
恆
山
。

■
卷
二
十
三　

○
治
產
難
方　

第
九

僧
深
方
云
、
取
猪
肪
�
、
吞
如
鷄
子
者
（
黃
歟
）
一
枚
、
即
生
、
不
生
、
復
吞

之
。

又
方
（
第
二
）

　

蒲
黃
大
如
棗
、
以
井
華
水
服
之
。
良
驗
。

又
方
（
第
三
）、
取
竃
中
黃
土
末
、
以
三
指
撮
酒
服
、
立
生
。
土
着
兒
頭
、
出

良
。



439

『医心方』所引『僧深方』輯佚

（
今
按
、
博
濟
安
衆
方
、
加
竃
突
墨
。）

又
方
（
第
四
）、
滑
石
末
三
指
撮
酒
服
。

○
治
逆
產
方　

第
十

僧
深
方
云
、
熬
葵
子
令
黃
、
三
指
撮
、
酒
服
之
。

○
治
子
死
腹
中
方　

第
十
三

僧
深
方
云
、
取
牛
膝
根
兩
株
、
拍
破
、
以
沸
湯
潑
之
飲
汁
、
兒
。（
立
出
）

又
方
（
第
二
）

　

以
酒
服
蒲
黃
二
寸
匕
。

又
方
（
第
三
）

　

好
書
墨
三
寸
、
末
、
一
頓
飲
之
、
即
下
。

○
治
胞
衣
不
出
方　

第
十
四

僧
深
方
云
、

　

水
銀
服
如
小
豆
二
枚
。

又
方
（
第
二
）

　

取
夫
單
衣
若
巾
、
覆
井
、
立
出
。

○
治
產
後
運
悶
方　

第
二
十

僧
深
方
、
治
產
後
心
悶
腹
痛
方

　

生
地
黃
汁
一
升
、
酒
三
合
和
、
溫
服
。

（
今
案
、
博
濟
安
衆
方
、
無
酒
。）

○
治
產
後
腹
痛
方　

第
二
十
二

僧
深
方
、
治
產
後
余
寒
冷
、
腹
中
絞
痛
並
上
下
方

　

吳
茱
萸　

干
薑　

當
歸　

夕
藥　

獨
活　

甘
草
（
各
一
兩
）

　

凡
六
物
、
水
八
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
三
服
。

○
治
產
後
中
風
口
噤
方　

第
二
十
七

僧
深
方
、
治
產
後
中
風
口
噤
方

　

獨
活　

八
兩　

�
根　

六
兩　

甘
草　

二
兩　

生
薑　

六
兩　

　

四
物
、
水
七
升
、
煮
。
取
三
升
、
分
四
服
。

（
今
案
、
博
濟
安
衆
方
、
獨
活
二
兩
、
�
根
一
兩
、
甘
草
一
兩
、
生
薑
二
兩
。
右
、

以
水
二
升
、
�
。
取
八
合
、
分
五
六
服
。）

○
治
產
後
無
乳
汁
方　

第
三
十
六

僧
深
方
、
治
乳
不
下
方

　

取
生

樓
根
、
燒
作
炭
、
冶
下
篩
、
食
已
、
服
方
寸
匕
、
日
四
五
服
。

又
方
（
第
二
）

　

冶
下

蔞
、
干
者
為
散
、
勿
燒
。
亦
方
寸
匕
、
井
華
水
服
之
。

■
卷
二
十
四　

○
治
無
子
法　

第
一

僧
深
方
、
慶
雲
散
、
治
大
（
丈
）
夫
陽
氣
不
足
、
不
能
施
化
、
施
化
無
所
成
方

　

天
門
冬　

九
兩
（
去
心
）　

菟
絲
子　

一
升　

桑
上
寄
生　

四
兩　

紫
石
英

　

二
兩　

覆
盆
子　

一
升　

五
味
子　

一
升　

天
雄　

一
兩
（
炮
）　

石
斛　

三
兩　

朮　

三
兩
（
熬
、
令
反
色
。
素
不
耐
冷
者
、
去
寄
生
、
加
細
辛
四
兩
。）

　

凡
九
物
、
冶
、
令
下
篩
、
以
酒
服
方
寸
匕
、
先
食
、
日
三
。
陽
氣
少
而
無
子
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者
、
去
石
斛
、
加
檳
榔
十
五
枚
。

承
澤
丸
、
治
婦
人
下
焦
三
十
六
疾
、
不
孕
育
及
絕
產
方
（
第
二
）

　

梅
核　

一
升　

辛
夷　

一
升　

藁
本　

一
兩　

澤
蘭　

十
五
合　

溲
疏　

一

兩　

�
上
亭
長　

七
枚　

　

凡
六
物
、
冶
、
下
篩
、
和
以
蜜
丸
如

豆
、
先
食
、
服
二
丸
、
日
三
。
不
知
、

稍
增
。

■
卷
二
十
五　

○
小
兒
去
鵝
口
方　

第
十
一

爽
師
方
云
、
小
兒
鵝
口
方
、

　

桑
白
汁
和
胡
粉
、
塗
之
。

○
小
兒
變
蒸（
法
）
第
十
四

�
氏
方
、
又
方
說
、
服
紫
丸
、
當
須
完
出
、
若
不
出
、
出
不
完
、
為
病
未
盡
、

當
更
服
之
。
有
熱
服
紫
丸
、
無
熱
但
有
寒
者
、
勤
服
乳
頭
單
當
歸
散
・
黃
耆
散
。

變
蒸
服
藥
後
微
熱
者
、
亦
可
與
除
熱
黃
芩
湯
方
。（
出
僧
深
方
。）（
第
三
）

　

黃
芩
湯
、
少
小
輩
變
蒸
時
服
藥
、
下
後
有
朝
夕
熱
吐
利
、
除
熱
方

　

黃
芩　

一
兩　

甘
皮　

六
銖　

人
參　

一
兩　

干
地
黃　

六
銖　

甘
草　

半

兩
（
炙
）　

大
棗　

（
五
枚　

去
核
）

　

凡
六
物
、
切
之
、
以
水
三
升
、
煮
。
取
一
升
、
絞
去
滓
。
二
百
日
兒
服
半
合
、

三
百
日
兒
服
一
合
、
日
再
、
熱
差
、
止
。
變
蒸
、
兒
有
微
熱
可
服
。（
出
張
仲
。）

○
治
小
兒
解
顱
方　

第
二
十

僧
深
方
云
、
取
猪

車
骨
髓
、
塗
囟
上
、
日
一
。
十
日
止
。
良
。

○
治
小
兒
頭
瘡
方　

第
二
十
六

僧
深
方
云
、
燒
竹
葉
、
和
雞
子
白
、
傅
之
、
不
過
三
、
愈
。

○
治
小
兒
口
噤
方　

第
五
十

僧
深
方
、
取
雀
矢
白
、
丸
如
麻
子
、
服
之
、
即
愈
。

○
治
小
兒
脫
肛
方　

第
八
十
四

僧
深
方
、
取
蒲
黃
（
一
兩
）、
以
猪
膏
和
、
傅
之
。
不
過
三
、
愈
。

○
治
小
兒
瘧
病
方　

第
九
十
五

集
驗
方
、

　

桃
葉
二
七
枚
、
案
心
上
、
艾
灸
葉
上
十
四
壯
。

〔
＝
卷
十
四　

治
諸
瘧
方　

第
十
三　

集
驗
方
、
又
方
（
第
三
）
＝
僧
深
方
同
〕

○
治
小
兒
大
便
血
方　

第
百
十
一

僧
深
方
、
茅
根
二
把
、
以
水
四
升
、
煮
。
取
二
升
、
服
之
。

○
治
小
兒
淋
病
方　

第
百
十
三

僧
深
方
云
、
車
前
子
、
滑
石
分
等
、
冶
篩
、
麥
粥
清
和
、
服
半
錢
匕
。

○
治
小
兒
身
體
腫
方　

第
百
二
十
七

僧
深
方
云
、
少
小
手
足
身
體
腫
方

　

取
咸
菹
汁
溫
漬
之
。
汁
味
盡
。
易
。

○
治
小
兒
咳
嗽
方　

第
百
五
十
二

僧
深
方
云
、
款
冬
花
丸
治
小
兒
咳
嗽
方
、

　

款
冬
花　

六
分　

紫
菀　

六
分　

桂
心　

二
分　

伏
龍
肝　

二
分
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『医心方』所引『僧深方』輯佚

　

右
四
物
、
下
篩
、
蜜
和
如
棗
核
、
着
乳
頭
、
日
三
夜
二
。

（
今
案
、
以
大
棗
丸
治
之
尤
驗
、
其
方
在
大
人
方
中
。）

■
卷
二
十
六　

○
美
色
方　

第
二

僧
深
方
、
治
面
令
白
方

　

白
瓜
子　

五
兩
（
一
方
五
分
）　

楊
白
皮　

三
兩
（
一
方
三
分
）　

桃
花　

四
兩
（
一
方
四
分
）

　

右
三
物
、
下
篩
、
服
方
寸
匕
、
食
已
、
日
三
。
欲
白
、
加
瓜
子
。
欲
赤
、
加

桃
花
。
服
藥
十
日
、
面
白
。
五
十
日
、
手
足
擧
體
、
鮮
潔
也
。

■
卷
二
十
九　

○
治
食
噎
不
下
方　

第
二
十
七

僧
深
方
、
治
食
噎
不
下
方

　

傍
人
可
緩
解
衣
帶
、
勿
令
噎
者
知
、
卽
下
。

又
方
（
第
二
）

　

水
一
杯
、
以
刀
横
書
水
已
、
復
縦
盡
、
飲
卽
下
。

救
急
單
驗
方

　

取
鷄
尾
若
雉
尾
、
深
内
喉
中
卽
（
僧
深
方
有
摘
字
）
通
。

○
治
食
鬱
宍
漏
脯
中
毒
方　

第
三
十
七

僧
深
方
、
治
鬱
宍
漏
脯
中
毒
方

　

蓮
根
搗
、
以
水
和
、
絞
汁
服
之
。

○
治
食
蟹
中
毒
方　

第
三
十
九

僧
深
方
、
治
食
蟹
毒
方

　

煮
蘆
蓬
茸
、
飮
汁
之
。

○
治
食
諸
魚
骨
哽
方　

第
四
十

僧
深
方
、
治
骨
哽
方

　

水
一
杯
、
以
筆
臨
水
上
書
作
通
達
字
、
飮
之
、
便
下
。（
或
本
作
盡
不
著
水
）

書
羮
亦
好
。

又
方
（
第
二
）、
葵
薤
羮
飲
之
、
卽
隨
羮
出
、
有
驗
。

○
治
食
諸
哽
方　

第
四
十
一　

僧
深
方
、
治
食
諸
宍
骨
哽
方

　

燒
鷹
糞
、
下
篩
、
服
方
寸
匕
。

○
治
誤
吞
針
生
鐵
物
方　

第
四
十
六　

僧
深
方
、
治
誤
飲
釘
箭
鐵
物
方
（
今
案
、
本
草
云
、
鐵
毒
用
茲
石
解
）

　

冶
炭
末
、
飮
之
、
卽
與
針
俱
出
。
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注（
１
）　

医
学
館
の
翻
刻
の
景
印
本
は
各
種
リ
プ
リ
ン
ト
が
あ
る
。

　

半
井
家
本
の
景
印
本
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。『
国
宝　

半

井
家
本
医
心
方
』
全
六
巻
、
一
九
九
一
年

（
２
）　

馬
継
興
「『
医
心
方
』
中
的
古
医
学
文
献
初
探
」『
�
進
一
千
年
記
念　

医

心
方
』
医
心
方
一
千
年
記
念
会
、
一
九
八
六
年

（
３
）　

本
に
よ
っ
て
『
梅
略
方
』
す
な
わ
ち
隋
・
文
梅
『
梅
師
方
』
を
挙
げ
る
も

の
が
あ
る
。

（
４
）　

眼
科
関
連
引
書
『
眼
論
』
等
が
あ
り
、
イ
ン
ド
の
医
書
を
翻
訳
し
た
と
い

わ
れ
る
唐
・
謝
道
人
『
天
竺
経
・
眼
論
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
今
後
精
査

す
る
。

（
５
）　

条
数
を
数
え
る
と
き
の
規
準
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
本
稿
で

は
「
僧
深
方
」「
又
云
」「
又
方
」
と
す
る
も
の
を
直
接
引
用
、
他
本
を
典
拠
と

す
る
処
方
の
中
や
最
後
に
割
注
な
ど
の
形
で
言
及
す
る
も
の
を
間
接
引
用
と
し

て
数
え
た
。「
又
云
」
と
い
う
の
は
、
唐
代
の
注
釈
で
、
長
い
原
文
を
分
割
し

た
後
、
続
き
を
表
示
す
る
と
き
の
文
言
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
八
重

津
洋
平
「『
故
唐
律
疏
議
』」（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史　

基
本
資
料
の
研

究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
一
八
三
頁
）
参
照
。

（
６
）　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
が
一
巻
少
な
く
著
録
す
る
理
由
は
不
明
。

（
７
）　
『
千
金
方
』
は
『
千
金
要
方
』
と
も
『
備
急
千
金
要
方
』
と
も
称
さ
れ
る

が
、
こ
こ
で
は
『
千
金
方
』
を
用
い
る
。

（
８
）　

孫
思
邈
『
千
金
方
』
卷
七　

風
毒
脚
気
方　

論
風
毒
脚
気
第
一

　
　
　

論
曰
、
考
諸
経
方
往
往
有
脚
弱
之
論
、
而
古
人
少
有
此
疾
。
自
永
嘉
南

度
、
衣
纓
士
人
、
多
有
遭
者
。
嶺
表
江
東
、
有
支
法
存
仰
道
人
等
、
並
留

意
経
方
、
偏
善
斯
術
。
晉
朝
仕
望
、
多
獲
全
濟
、
莫
不
由
此
二
公
。

　
　
　

又
宋
斉
間
有
釋
門
深
師
、
師
道
人
、
述
法
存
等
、
諸
家
旧
方
爲
三
十
卷
。

其
脚
弱
一
方
、
近
百
余
首
。

　
　
　

魏
周
之
代
、
蓋
無
此
病
。
然
此
病
発
初
得
先
脚
起
。
因
即
脛
腫
。
時
人

號
爲
脚
気
。
深
師
云
、
脚
弱
者
、
即
其
義
也
。
深
師
述
支
法
存
。
所
用
永

平
山
敷
・
施
連
・
范
祖
耀
・
黃
素
等
、
諸
脚
弱
方
、
凡
八
十
餘
條
、
皆
是

精
要
、

　
　
　

然
學
者
尋
覽
、
頗
覺
繁
重
、
正
是
方
集
耳
、
卒
欲
救
急
、
莫
測
指
南
、

今
取
其
所　

経
用
灼
然
有
效
者
、
以
備
倉
卒
、
餘
者
不
復
具
述
。

　
　
　

な
お
、
巷
間
『
太
平
御
覽
』
七
二
四
所
引
『
千
金
方
序
』
と
い
う
史
料
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
内
容
は
右
の
巻
二
十
二
の
節
録
で
あ
り
、
今

本
『
千
金
方
序
』
に
明
文
は
な
い
。

（
９
）　
『
外
臺
祕
要
方
』
卷
三
七　

乳
石
陰
陽
體
性
並
草
薬
觸
動
形
候
等
論
並
法

一
十
七
首（
據
宋
版
本
）

　
　

『
延
年
秘
錄
』
…
舊
論
曰
、
神
農
・
桐
君（
＝
『
桐
君
薬
錄
』　
『
隋
書
』

経
籍
志
に
「
桐
君
薬
錄
三
巻
」、『
日
本
國
見
在
書
目
』
に
「
桐
君
薬
錄
二

巻
」
あ
り
）、
深
達
薬
性
、
所
以
相
反
畏
惡
、
備
於
本
草
。
但
深
師
祖
學

道
洪
、
道
洪
所
傳
、
何
所
依
據
云
。

（
（（
）　

注
８
参
照

（
（（
）　

沙
門
有
支
法
存
者
、
本
自
胡
人
、
生
長
廣
州
、
妙
善
醫
術
、
遂
成
巨
富
。

有
八
尺
翕
登
、
光
彩
耀
目
、
作
百
種
形
象
。
又
有
沈
香
八
尺
板
床
、
居
常
香
馥
。

太
原
王
琰
（
一
作
談
）
爲
廣
州
刺
史
、
大
兒
邵
之
、
屢
求
二
物
、
法
存
不
與
、

王
因
狀
法
存
豪
縱
、
乃
殺
而
藉
沒
家
財
焉
。
法
存
死
後
、
形
見
於
府
內
、
輒
打

閣
下
鼓
、
似
若
稱
冤
、
如
此
經
日
、
王
尋
得
病
、
恆
見
法
存
守
之
、
少
時
遂
亡
。
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『医心方』所引『僧深方』輯佚

邵
之
比
至
揚
都
、
亦
喪
。

　
　

太
原
王
琰
は
志
怪
小
説
『
冥
祥
記
』（
四
七
九
～
五
〇
一
の
間
に
成
立
か
）の

�
者
と
す
る
と
時
代
が
合
わ
な
い
。

（
（（
）　
『
隋
書
』
卷
三
四　

経
籍
志
三

　

醫
方

　
　

醫
方
論
七
卷

　
　
　

梁
有
…
支
法
存
申
蘇
方
五
卷
…
亡
。

（
（（
）　

大
正
五
二 

No. 

二
一
〇
七　

四
四
一
頁

（
（（
）　

大
正
五
十 

No. 

二
〇
六
一
『
宋
高
僧
傳
』
卷
第
二
十　

唐
江
州
廬
山
五
老

峰
法
藏
傳　

八
四
〇
頁

　
　

釋
法
藏
、
俗
姓
周
氏
、
南
康
人
也
。
…
而
於
醫
方
明
得
其
工
巧
。
同
支
法

存
之
妙
用
焉
。

　
　

…
寶
曆
中
（
八
二
四
～
八
二
六
）
示
滅
、
年
八
十
二
。

（
（（
）　

書
目
の
『
延
年
秘
録
』
に
関
す
る
記
事
は
以
下
の
通
り
。

　
　
『
旧
唐
書
』
経
籍
志　

医
術

　
　
　

延
年
秘
録　

十
二
卷

　
　
『
新
唐
書
』
芸
文
志

　
　
　

延
年
秘
録　

十
二
卷

　
　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
医
方
家

　
　
　

延
年
秘
録
方　

四

　
　

ま
た
『
医
心
方
』
巻
五
「
治
目
不
明
方
第
十
三
」
に
は
『
大
唐
延
年
方
』
を

引
く
が
、
同
書
と
見
ら
れ
る
。
唐
代
の
養
生
書
で
、『
千
金
方
』
に
は
見
え

ず
『
千
金
翼
方
』
は
引
用
す
る
の
で
、
こ
の
二
書
の
間
に
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
王
燾
医
学
学
術
思
想
研
究
」（『
王
燾
医

学
全
書
』
中
華
中
医
薬
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
七
一
頁
参
照
。

（
（（
）　
『
隋
書
』
卷
三
四　

経
籍
志
三

（
（（
）　

大
正
五
五 

八
〇
頁

（
（（
）　

平
川
彰
『
律
蔵
の
研
究
』
春
秋
社
、
一
九
六
〇
年
に
よ
る
と
四
大
広
律
の

訳
出
年
代
は
以
下
の
通
り
。

　
　
『
十
誦
律
』　

後
秦
・
弗
若
多
羅
共
鳩
摩
羅
什
訳　

説
一
切
有
部　

四
〇

四
～
四
〇
九
＋
α
（
鳩
摩
羅
什
の
死
後
、
卑
摩
羅
叉
が
補
訂
）

　
　
『
四
分
律
』　

姚
秦
・
仏
陀
耶
舍
・
竺
仏
念
等
訳　

法
蔵
部　

四
一
〇
～

四
一
二

　
　
『
摩
訶
僧
祇
律
』　

東
晋
・
仏
陀
跋
陀
等
共
法
顕
訳　

大
衆
部　

四
一
六

～
四
一
八

　
　
『
五
分
律
』　

劉
宋
・
仏
陀
什
共
竺
道
生
等
訳　

化
地
部　

四
二
二
～
四

二
三

（
（（
）　
『
魏
書
』
卷
九
十
一　

李
脩
傳

　

李
脩
、
字
思
祖
、
本
陽
平
館
陶
人
。
父
亮
、
少
學
醫
術
、
未
能
精
究
。
世

祖
時
、
奔
劉
義
隆
於
彭
城
、

　
　

又
就
沙
門
僧
坦
研
習
衆
方
、
略
盡
其
術
、
針
灸
授
藥
、
莫
不
有
效
。

　
『
北
史
』
卷
九
十　

藝
術
傳
下

　
　

李
脩
字
思
祖
、
本
陽
平
館
陶
人
也
。
父
亮
、
少
學
醫
術
、
未
能
精
究
。

太
武
時
奔
宋
、
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就
沙
門
僧

　

坦
、
略
盡
其
術
。
針
灸
授
藥
、
罔
不
有
効
。

（
（（
）　

陳
垣
『
史
　
擧
例
』
巻
八
、
唐
　
例

　
　
　

唐
高
祖　

李
氏　

淵　

淵
改
爲
泉
、
或
爲
深
。

（
（（
）　
『
魏
書
』
卷
七
下
、
高
祖
孝
文
帝
宏
紀
、
太
和
二
十
一
年
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十
有
二
月
己
卯
、
蕭
鸞
將
王
曇
紛
等
萬
餘
人
寇
南
青
州
黃
郭
戍
、
戍
主

崔
僧
淵
擊
破
之
、
悉
虜
其
衆
。

『
北
史
』
卷
四
十
四　

崔
亮
傳
附
叔
祖
道
固
傳

　
　

道
固
兄
目
連
子
僧
祐
・
僧
深
。
僧
深
坐
兄
僧
祐
與
沙
門
法
秀
謀
反
〔
校

注
〕。

　
　

〔
校
注
〕
魏
書
卷
二
四
「
深
」
作
「
淵
」、
北
史
避
唐
　
改
。

（
（（
）　

大
正
五
十　

No.
二
〇
五
九
、
三
七
五
頁

（
（（
）　

大
正
五
五　

No.
二
一
四
五
、
四
一
頁

　
　

至
如
彭
城
僧
淵
、
誹
謗
涅
槃
、
舌
根
銷
爛
。
現
表
厥
殃
。
大
乘
難
誣
、

亦
可
驗
也
。

（
（（
）　

厳
世
芸
・
李
其
忠
主
編
『
三
国
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晋
南
北
朝
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学
総
集
』
人
民
衛
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出
版
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二
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年
五
月
。
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人
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究
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に
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成
果
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大
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で
発
表
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た
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　　 The thirty volumes of I-shin-pō, edited by Tanba Yasuyori, were presented to the emperor in 984. This medical 

compendium brought together many ancient medical and pharmaceutical works, some of which originated in China, 

Korea and India; others concerned Japanese practices. It is the oldest extant medical text in Japan but, many of its 

component parts are now lost. Among the lost works is Seng-shen-fang edited by Seng-shen, an obscure Buddhist 

monk of Six Dynasties China. Philological research has revealed that Seng-shen-fang comprised forty volumes, was 

a compendium of various different branches of medicine, and itself cited a lot of its precursors’ works. Seng-shen 

was distinguished as a specialist on beriberi, a new disease that afflicted the people of Six Dynasties China, who had 

migrated from the north. Beriberi was typical of the new, strange diseases encountered by Han Chinese migrants to 

the Chang-jiang river basin.

　　 This article seeks to examine citations from Seng-shen-fang included in I-shin-pō, in order to explore both the 

nature of this lost work and the impact of Buddhist medicine as Buddhism spread east. The conclusion must be that 

Chinese Buddhists employed medical treatments to aid religious propagation and expansion.
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　　  The famous Japanese novelist Yasuoka Shōtarō　　who is still alive at 90 years old　　published a short story 

entitled “A portrayal of a Warm Family” in 1961, a minor work which is almost unknown to Japanese readers. This 

work is considered the last of a long series of what we might call “war tales” starting from 1951. In this short story, 

Yasuoka seeks to convey a message with a very deep meaning. He was trying to tell us that he has to accept his desti-

ny as his father’s son, and shoulder the burden of the war defeat complex of his father’s generation. The tale starts 

from the 1930s when he was a child and his father travelled the Japanese colonies, leaving him alone with his mother. 

It covers the years after defeat when the same father stayed at home, incapable and ineffective, doing nothing but 

breeding chickens with little success. Through these long years, he felt shameful of his father’s doings, and even of 

his own deep feeling that this father and his generation were responsible for the suffering of this small family and, in-

deed, of all Japanese people after the war. He articulates his feeling that his father was responsible for the madness 

and the dramatic death of his mother in a mental hospital. 

　　 Yasuoka uses the short story to convey his conviction that, with the passing of time, he would understand his 

father’s situation and his feelings. However, the story discloses his belief also that the ghost of war defeat will con-

tinue to haunt him simply because he is his father’s son. This haunting will remain even after he has acquired a 

steady income and a small family, just the same as any other Japanese family around the end of the 1950s.

xii
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　　 The dispute over pictorial conventions (1911-1912) concerned a dispute joined by Kinoshita Mokutarō, Yam-

awaki Nobunori and Mushakōji Saneatsu over standards for the appreciation of painting. The prompt for the argu-

ments between the three men was Mokutarō Kinoshita’s review of a painting by Yamawaki Nobunori.

　　 This paper focuses on the discourses of the three men, and clarifies the different positions they adopted as “art-

ist” “critic” and “connoisseur.” Previous research has approached this dispute from the binary opposition of subjec-

tivity and objectivity, but this paper perceives the need to overcome the binary approach, and sees commonality be-

tween subject and object. After a consideration of both contemporary artistic tendencies as well as criticism, it 

emerges that the three men shared in common an artistic appreciation that had as its base not “impression” but “sym-

bol.” It is clear that in the background exerting a profound influence were multiple “isms” and disputes: impression-

ism, expressionism and futurism on the one hand, and the art critic dispute and the “raw art” dispute on the other, In 

other words, the key to the dispute over pictorial conventions is not to be found in binary oppositions, but in the sin-

gle “ism” that is “symbolism.”
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　　 Though many researchers have dealt with the theme of the ‘woman of water’ represented in the oeuvre of Nat-

sume Sōseki, they typically consider the significance of its imagery in terms of decadence and pre-Raphaelitism ex-

clusively, thus leading inevitably to an interpretation with Western-bias. My approach here, conversely, elucidates 

Sōseki’s ‘woman of water’ in relation to the philosophy of Lao-tzu and the myth of the goddess of Wushan. For this 

purpose, I propose as an interpretive frame the idea of the ‘woman who lives the attributes of water,’ instead of the 

straightforward ‘woman of water.’

　　  There were only two kinds of literature for Sōseki: English and Chinese. These two literatures, in his view, 

were completely different. Likewise, the ‘woman of water’ and the ‘woman who lives the attributes of water’ are to-

tally distinct. The former is Western, a kind of typology of a real woman with fixed imagery and characteristics; the 

latter is more a ‘woman of material’ than a real woman. This is a woman who is to undergo various changes and 

transformations.   

　　  Sōseki, proficient at both English and Chinese literature, must have known the similarities and differences be-

tween the Western ‘woman of water’ and the Chinese ‘woman who lives the attributes of water.’ From these diverse 

backgrounds, he produced his original woman image. This implies Sōseki abandoned conventional Western represen-

tation in creating his female figures. His thorough representation of his ‘woman of water’ renounced conventional re-

alism; instead Sōseki endowed his woman with the dynamics of water that enables them to move and change them-

selves. The mode of Sōseki’s writing, or the originality of his writing, ‘emanated’ from this principle.

　　  The text proper to Sōseki, therefore, is not merely a literary piece; it is a locus where writing or ecriture is ex-

amined tentatively. Thus, our reading and interpretation, confronting such a text, cannot but trace the marks and 

tracks that particular writing has engraved.
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　　 The Japanese silent film “The Twenty-six martyrs of Japan” (Nihon Nijūroku Seijin) directed by Ikeda Tomiya-

su at Nikkatsu Studio in Kyoto was released in Japan in October 1931. The purpose of this article is to disclose the 

trend of the Japanese Catholic Church of this time through a study of this film. The story is about the twenty-six mar-

tyrs of Japan, who were Western catholic priests and Japanese believers condemned to death in Nagasaki by crucifix-

ion on the command of Toyotomi Hideyoshi at the end of sixteenth century. Hirayama Masaju, a devout Catholic 

born in Nagasaki who had lived in Korea under Japanese rule, produced the film at his own expense. After its release 

in Japan, Hirayama travelled to North America and Europe to show his film.

　　 Even though the movie was produced by a commercial film company, many Catholics took part in its produc-

tion with the approval of the Church. The movie did not do so well at the box office in Japan in spite of postive criti-

cal reception, but it contributed to a familiarization of the history of the first Christian age in Japan. Catholic believ-

ers were very active in supporting the release of the film in various parts of the country as part of their proselytism.

　　 The film was a double “propaganda film,” first as a means for the propagation of the faith, and secondly as po-

litical propaganda. The production objectives were to shake off the deep-rooted popular prejudice of Japanese people 

against Christianity, and to improve the international image of Japan, which had been worsened in the West after the 

Manchurian Incident. At this time, Japanese Catholics were often attacked by conservatives as unpatriotic citizens 

(hikokumin). The making of this film by Hirayama was motivated by his desire to resolve the difficulties the Catholic 

Church was encountering. His film served, therefore, as political propaganda overseas, supported by the government 

of the Japanese Empire.
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　　 This paper is an attempt to clarify the reason why costumes were drawn in shunga. A lot of costumes are 

drawn, even though shunga’s prime purpose is to express people’s perspective on sexuality. This problem is ap-

proached here from three aspects. 1) This study pays attention to the relation between shunga and fūryū in Edo peri-

od. Here I propose that kazari inspired by traditional ideas of fūryū, has explanatory value. 2) The essay then com-

pares costume patterns drawn in shunga and those found in books of textile design, taking up examples of similarity. 

It is argued here that shunga played a role in Edo period akin to that of fashion magazines. Further, a period-by-peri-

od analysis of design is offered, and it is proposed that shunga are a guide to the reality of popular trends in fashion 3) 

The essay sees costume designs depicted in Shunga as expressions of mitate, and explores the metaphors embedded 

in shunga costume design.
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　　 This paper seeks to clarify the position of ch’angga within the overall language policy pursued in colonial Ko-

rea by investigating various aspects of ch’angga education conducted in primary schools. In addition, by focusing on 

civilian-led literacy Campaigns and sound recordings of Korean Language Readers, the paper also traces the relation-

ship between Korean language education and Korean-language songs, whose existence may be seen as antithetical to 

ch’angga education.

　　  The imperialization of sound in colonial Korea was a two-pronged policy: from above, the sound of the “Na-

tional Language” was forcibly imposed; from below, the sound of the Korean language was suppressed and excluded. 

Ch’angga education was an attempt to put this policy into practice and impose it on the body. In the schools at least, 

the movement to mobilize Korean-language ch’annga, which could be considered a partial cooption of the demands 

from below, was either invisible altogether or visible only in an extremely distorted form. This phenomenon was re-

lated to the fact that, even though Japanese was the “National Language,” and by extension, the very essence of the 

national spirit, it had limited penetrability into Korean society even by the very end of colonial rule. Where the rela-

tively weak “National Language” failed to rally the national spirit in desired ways, it was the ch’angga or kunga 

(military song) sung in public settings which could be relied upon to provide an effective and colorful dressing for 

the national spirit.

　　 Because of the weakness of “National Language,” the colonial government needed to rely actively on Korean 

language in order to rule. Korean, however, was managed solely as a tool for effective communication, and was not 

envisioned as a means of spiritual cultivation; singing of Korean songs was not seen as a proper vehicle for achieving 

the communality of sound which is characteristic of modern nation-states. At the same time, the marriage of Korean 

language and Korean-language songs, unrealized in the domain of school education, was variously attempted in the 

domain of mass media. These attempts were sometimes absorbed into the existing system, but at other times man-

aged to wreak havoc on the fantasy of the collective sound inherent in the idea of “National Language.” The reason 

for this was that the “National Language” policy in colonial Korea failed to achieve the internalization of “National 

Language,” and remained instead a product of a rash and drastic pursuit of the collective sound.
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　　  During the Edo period, better road infrastructure and an increase in the standard of living popularized sightsee-

ing for the masses. Temples and shrines in Kyoto had already begun opening events such as “onki” and “kaichō” to 

the public to attract tourists in the early period, and the economic effects of tourism rose to a significant level. It is 

this historical context that gave birth to tour guidebooks that included routes and itineraries. Such pragmatic guide-

books focused on directions to the places of interest, and they were portable so that the traveler could easily carry 

them and refer to them. They are considered the archetypes of today’s practical tour guidebooks that lead the traveler 

from a designated location to various places in succession and back to the starting location. However, their signifi-

cance has been overlooked by the research community, which has considered them mere derivatives of geographical 

literature.

　　 This essay explores how these portable tour guidebooks were created, improved upon, and endured by focus-

ing on the seminal work Keijō shōran by Kaibara Ekiken. Keijō shōran, which appeared in the early 18th century, 

was a composite of the author’s knowledge gained as he worked in Kyoto as a Confucian scholar and of information 

he gleaned from Kamakurashi, a book dedicated to a detailed one-day itinerary. The guidebooks that followed seem 

to recognize the significance of the new format, making references to Keijō shōran. This type of guidebook was also 

used as a reference beyond the sightseeing context. Asaka Kyūkei used Keijō shōran when he wrote his travel sketch-

es of Kyoto upon his return from the trip. The aforementioned examples demonstrate that these portable guidebooks 

pioneered the field of geographical knowledge, and suggest the need for further investigation into their historical 

role.
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On the “Rikyū Blood Relationship Controversy” Surrounding the Provenance of Sen Sōtan:
The Path to the Contemporary Iemoto System

HIROTA Yoshitaka
(Graduate School of Intercultural Studies, Kōbe University, Kōbe）

Key Words; CHANOYU, IEMOTO, BLOOD RELATIONSHIP, LEGITIMACY, SEN RIKYŪ, SEN SŌTAN, THE WIFE OF SEN SHŌ’AN, CHADŌ 

ZASSHI JOURNAL, THE MODERN IEMOTO SYSTEM, POST-WAR RAPID ECONOMIC GROWTH

　　 This paper will examine the modern development of the iemoto system, focusing on the controversy surround-

ing the bloodlines of the houses of Sen (Senke), the chanoyu iemoto.

　　 The three Sen families comprise the chanoyu school’s iemoto. They are also known as the direct descendents 

and successors of the house of Sen Rikyū. There are two theories regarding the provenance of Sen Sōtan, the third-

generation successor. The first theory is that Sen Sōtan was the child of Sen Dōan, who was the son of Sen Rikyū; 

the second states the daughter of Sen Rikyū was the wife of Sen Shō’an and mother of Sen Sōtan. Strong emphasis 

has been placed on these theories since around 1955. However, these theories were subsequently countered in the 

Omotesenke journal Chadō zasshi, giving rise to a controversy that continued throughout the 1960s and 70s. Behind 

this controversy was the dogmatic question of whether or not the present-day Senke are descended from Sen Rikyū. I 

refer to this as the “Rikyū blood relationship controversy.”

　　 Both theories outlined above have actually existed since the Edo period. In fact, there is a possibility that his-

torical materials regarding the Sen family were intentionally altered under the influence of the two theories. But why 

did this controversy begin to grow around 1955? Here I argue that the reason is to be found in the post war transfor-

mation of the iemoto system. In particular, the system changed to the modern iemoto system that is supported by the 

general public, who had acquired economic strength, due to the rapid economic growth after 1955. It was in this pro-

cess of iemoto legitimation that new claims were made for Sen Sōtan’s blood relationship with Sen Rikyū.

SUMMARIES
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